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学匠詩人　オーギュスト・アンジュリエ

一　

日
本
に
お
け
る
英
文
学
研
究
法―

過
去
と
現
在

二　

日
本
に
お
け
る
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ

三　

島
田
謹
二
先
生
を
お
も
う

四　

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
人
と
業
績

五　

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
関
連
史
料

　
　
（
英
文
レ
ジ
ュ
メ
）

一　

日
本
に
お
け
る
英
文
学
研
究
法―

過
去
と
現
在
。

い
ま
か
ら
四
十
年
以
上
も
ま
え
の
古
い
話
で
あ
る
。
当
時
、
二
十
歳
未
満
の
若
者
で
あ
っ
た
わ
た
し
は
、
わ
り
あ
い
英
語
に
興
味
が
あ
っ
た
か
ら
、
大
学
で
は
英
語
・
英

文
学
を
専
攻
す
る
こ
と
に
し
た
。
曲
が
り
な
り
に
も
英
文
科
を
出
て
お
れ
ば
、
中
学
や
高
校
の
英
語
教
師
ぐ
ら
い
に
は
な
れ
る
と
お
も
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

が
、
じ
っ
さ
い
専
修
生
と
な
っ
て
授
業
を
受
け
は
じ
め
て
み
る
と
、
ど
の
ク
ラ
ス
も
つ
ま
ら
な
い
し
、
や
が
て
一
、
二
の
授
業
を
の
ぞ
く
と
、
ほ
と
ん
ど
身
が
入
ら
な
く

な
っ
た
。
年
が
若
か
っ
た
の
と
、
学
ぶ
力
や
学
ぶ
意
欲
に
欠
け
て
い
た
こ
と
、
何
よ
り
も
生
気
の
な
い
、
も
そ
も
そ
授
業
が
多
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

英
文
学
の
老
教
授
は
、
そ
の
道
で
は
大
家
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
っ
た
い
に
覇
気
や
情
熱
、
お
も
し
ろ
味
に
欠
け
て
い
て
、
教
材
を
通
し
て
こ
ち
ら
側
に
伝
わ
っ
て
く
る

も
の
が
何
も
な
か
っ
た
。
ど
う
に
か
単
位
を
と
り
、
お
ざ
な
り
の
卒
論
を
書
き
、
い
っ
た
ん
社
会
に
出
た
の
ち
、
研
究
生
と
し
て
大
学
院
に
も
ど
っ
て
き
た
が
、“
研
究
”

と
は
ど
の
よ
う
に
し
て
や
る
も
の
か
、
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
か
っ
た
し
、
だ
れ
も
そ
の
方
法
を
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
。

学
匠
詩
人　

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ

宮

永
　

孝
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日
本
人
が
お
こ
な
う
外
国
文
化
・
文
学
の
研
究
は
、
学
問
と
し
て
成
立
す
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
と
し
て
、
英
文
学
の
研
究
を
本
格
的
に
や
ろ
う
と
す
る
場
合
、
そ
こ
に

は
学
理
と
か
方
法
論
と
い
っ
た
も
の
が
何
か
あ
る
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、
外
国
の
文
化
や
文
学
を
ど
う
研
究
し
た
ら
よ
い
の
か
、
そ
の
手
引
や
教
科
書
と
な
る
も
の
は
ほ

と
ん
ど
皆
無
で
あ
り
、
授
業
に
お
い
て
も
方
法
論
め
い
た
話
を
聞
い
た
記
憶
は
ひ
と
つ
も
な
い
。

い
ま
お
も
う
と
、
英
文
学
専
修
の
教
授
に
も
、
こ
れ
こ
そ
わ
た
し
の
著
書
、
論
文
で
あ
る
、
と
胸
を
は
っ
て
い
え
る
、
世
間
が
み
と
め
る
、
専
門
性
の
高
い
業
績
は
な
く
、

め
い
め
い
定
見
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

、
自
己
流
に
も
の
を
書
き

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
自
己
流
に
講
義
し
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
な
気
が
す
る
。
す
な
わ
ち
、
め
い
め
い
無
責
任
な
印
象
批
評
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
じ
ぶ
ん
で
も
研
究
方
法
が
わ
か
ら
ず
、
暗
中
模
索
の
状
態
の
な
か
に
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
か
ら
学
生
に
と
っ
て
参
考
と
な
る
、
ま
た
モ

デ
ル
と
な
る
し
か
る
べ
き
研
究
を
わ
れ
わ
れ
に
示
せ
え
な
か
っ
た
。

ま
た
学
生
に
し
て
も
、
教
師
の
よ
し
あ
し
を
判
断
す
る
だ
け
の
力
は
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
大
学
の
先
生
と
い
う
の
は
、
え
ら
い
、
雲
の
う
え
の
人
で
あ
っ

た
。
だ
か
ら
教
師
の
才
質
が
ど
う
か
と
か
、
愚
物
か
才
人
か
と
い
っ
た
こ
と
は
あ
ま
り
頭
の
中
に
な
か
っ
た
し
、
相
手
を
た
だ
無
批
判
的
に
受
け
入
れ
て
い
た
。

多
く
の
教
師
は
、
人
に
こ
う
せ
よ
、
と
自
信
を
も
っ
て
い
え
る
だ
け
の
識
見
は
な
く
、
巧
み
に
学
生
を
あ
ざ
む
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

外
国
人
の
立
場
か
ら
、
英
米
の
文
化
や
文
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
研
究
方
法
が
あ
る
の
か
。
ま
た
そ
れ
を
お
こ
な
う
最
良
の
方
法
が
あ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。

わ
た
し
は
日
本
に
お
け
る
外
国
文
化
、
外
国
文
学
の
う
ち
で
も
、
と
く
に
英
文
学
研
究
に
焦
点
を
あ
わ
せ
、
英
文
学
研
究
の
過
去
と
現
状
と
を
き
わ
め
、
将
来
あ
る
べ
き

姿
を
か
ん
が
え
て
み
た
い
。
そ
の
さ
い
に
参
考
と
な
る
の
は
、
諸
外
国
に
お
け
る
英
文
学
研
究
の
あ
り
方
で
あ
る
。
が
、
そ
の
一
典
型
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
人
の
英
文
学
の
研

究
法―

と
く
に
リ
ー
ル
大
学
に
英
文
学
講
座
を
ひ
ら
い
た
学
匠
詩
人
・
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
教
授
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
学
問
上
の
態
度
や
学が

く

箴し
ん

（
学
者
の
心

得
）
に
つ
い
て
語
り
、
こ
れ
か
ら
の
わ
が
国
の
英
文
学
研
究
の
指
針
の
ひ
と
つ
と
し
た
い
。

＊

勉
強
と
は
な
に
か
。
そ
し
て
研
究
と
は
な
に
か
。

勉
強
と
は
、
も
の
ご
と
に
は
げ
む
こ
と
、
学
問
や
し
ご
と
に
精
を
だ
す
こ
と
の
意
で
あ
る
。
研
究
と
は
、
も
の
ご
と
を
学
問
的
に
深
く
考
え
た
り
、
真
理
を
あ
き
ら
か
に

す
る
意
で
あ
る
、
と
漢
和
や
国
語
辞
典
に
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
も
の
ご
と
に
“
精せ

い
れ
い励

”
す
る
こ
と
で
あ
る
。



2�8（�）

学匠詩人　オーギュスト・アンジュリエ

が
、
い
ま
わ
た
し
は
、
勉
強
と
研
究
を
区
分
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。“
勉
強
”
と
は
、
人
が
書
き
あ
ら
わ
し
た
も
の
を
読
み
、
味み

得と
く

す
る
行
為
で
あ
る
、
と
。

そ
し
て
“
研
究
”
と
は
、
創
造
的
な
し
ご
と
で
あ
り
、
あ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
究
め
、
そ
れ
を
報
告
書
の
か
た
ち
で
発
表
す
る
行
為
で
あ
る
、
と
。

そ
し
て
研
究
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
点
は
、
問
題
意
識
で
あ
り
、
設
問
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
た
い
し
て
、
し
か
る
べ
き
答
を
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
研
究
報
告
が
、
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。

西
洋
文
学
の
日
本
移
入
の
嚆
矢
は
、
ふ
つ
う
『
イ
ソ
ポ
の
フ
ヮ
ブ
ラ
ス
』（「
イ
ソ
ッ
プ
物
語
」A

isopus F
abulas

）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）

に
天あ

ま

草く
さ

の
耶や

蘇そ

会か
い

学
林
に
お
い
て
ラ
テ
ン
語
か
ら
わ
が
国
の
俗
語
に
訳
し（

�
）、

ロ
ー
マ
字
に
綴
っ
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
教
訓
書
で
あ
る
。
が
、
原
本
の
出
版
年
、
場
所
、

訳
者
名
は
あ
き
ら
か
で
な
い
。
本
書
は
、
大
英
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
わ
が
国
に
英
文
学
が
移
入
さ
れ
る
以
前―

キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
す
で
に
西
洋
文
学
が
移
入
・
紹
介
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
も
「
イ
ソ
ッ
プ
物
語
」
は
、
何
度
も
訳
さ
れ
た
り
、
翻
案
の
形
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

『
伊い

曾そ
っ

保ぷ

物
語
』
…
…
…
三
冊　

訳
者
不
詳　

京
都
刊　

慶
長
年
間
。
こ
れ
は
寓
話
六
十
四
を
収
め
た
も
の
。

『
伊
曾
保
物
語
』
…
…
…
三
冊　

訳
者
・
発
行
所
不
詳　

元
和
年
間
。

『
戯
言
養
気
集
』
…
…
…
二
冊　

編
著
者
・
発
行
所
不
詳　

元
和
年
間
。
こ
れ
は
「
イ
ソ
ッ
プ
物
語
」
を
翻
案
し
た
も
の
。

『
伊
曾
保
物
語
』
…
…
…
三
冊　

訳
者
・
発
行
所
不
詳　

寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）。

『
伊
曾
保
物
語
』
…
…
…
三
冊　

訳
者
不
詳　

京
都　

伊
藤
三
右
衛
門
刊　

万
治
二
年
（
一
六
五
九
）。
こ
れ
は
絵
入
り
製
版
本
で
あ
っ
た
。

つ
い
で
英
文
学
と
わ
が
国
と
の
交
渉
は
、
日
本
の
芝
居
と
の
類
似
性
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
る
。
文
化
七
年
（
一
八
一
○
）
江
戸
の
市
村
座
で
上
演
さ
れ
た
「
心

こ
こ
ろ

謎な
ぞ

解と
き

色い
ろ

絲い
と

」
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
」
の
翻
案
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

幕
末
に
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
移
植
と
し
て
注
目
す
べ
き
作
品
が
二
つ
、
翻
訳
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
家
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
（D

aniel D
efoe, �659?

〜

�7��

）
の
主
著
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
漂
流
記
』（R

obinson C
rusoe, �7�0

）
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳 “H

E
T
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E
N

 en de w
onderbaare G

E
V

A
LLE

N
 van R

O
B

IN
SO

N
 

C
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SO

E
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y de Jansoons van W
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D
C

C
X

X
X

V
 

［�7�5

］ （『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
生
涯
と
ふ
し
ぎ
な
出
来
事
』
ヤ
ン
ソ
ー
ン
ス
・
フ
ァ
ン
・
ワ
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さ
し
絵
が
三
葉
添
え
ら
れ
て
い
る
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
黒
田
の
も
の
よ
り
、
さ
ら
に
簡
単
な
オ
ラ
ン
ダ
文
の
梗
概
か
ら
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
み
ご
と
な
こ
の
復
刻
版

が
、
今
井
正
作
氏
に
よ
っ
て
丸
井
工
文
社
か
ら
昭
和
五
十
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
。

幕
末
に
す
で
に
黒
田
の
「
漂
流
記
事
」
は
筆
写
さ
れ
、
好
事
家
の
あ
い
だ
で
広
く
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
写
本
が
各
地
に
現
存
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
代
表
作
で
あ
る
デ
フ
ォ
ー
の
『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
漂
流
記
』
が
、
原
著
者
と
作
品
名
と
も
ど
も
わ
が
国
に
移
植
さ
れ
た
こ
と
は
、

本
邦
文
化
史
上
ひ
じ
ょ
う
に
意
義
ぶ
か
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
反
訳
で
あ
り
、
純
然
た
る
英
文
学
研
究
で
は
な
か
っ
た
が
…
…
。

本
邦
に
お
け
る
西
洋
学
の
開
祖
は
、
新
井
白
石
（
一
六
五
七
〜
一
七
二
五
、
江
戸
中
期
の
儒
学
者
）
で
あ
る
。
か
れ
は
近
世
屈
指
の
学
者
で
あ
り
、
進
歩
的
な
合
理
的
思

考
の
ひ
と
で
あ
っ
た
。
西
洋
学
の
端
緒
が
ひ
ら
け
て
か
ら
数
百
年
に
な
る
が
、
江
戸
人
の
多
く
は
“
洋
学
”（
蘭
学
）
を
や
ろ
う
と
い
っ
た
気
が
な
く
、
ま
れ
に
お
れ
ば

“
心
得
違
い
の
奴
”
と
か
、“
変
人
”“
謀
本
人
”“
狂
人
”
と
し
て
あ
つ
か
わ
れ
、
と
き
に
は
命
を
ね
ら
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
加
藤
弘
之
「
昔
時
洋
学
者
の
辛
苦
」『
大

日
本
論
集
』
第
二
十
二
編
所
収
、
明
治
22
・
２
）。

維
新
の
大
業
な
っ
て
、
文
明
開
化
の
世
と
な
る
と
、
日
本
の
学
術
や
技
芸
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
反
省
が
芽
ば
え
た
。
明
治
二
十
年
代―

文
部
省
の
専
門
学
務

局
次
長
で
あ
っ
た
杉
浦
重

じ
ゅ
う

剛こ
う

（
一
八
五
五
〜
一
九
二
四
、
明
治
・
大
正
期
の
国
粋
主
義
的
教
育
者
）
は
、「
日
本
人
ハ
如い

何か

ナ
ル
学
問
ヲ
ナ
シ
タ
ラ
ハ　

宜
よ
ろ
し

カ
ラ
ン
ト
云

フ
」
と
い
っ
た
問
題
に
た
い
し
て
、「
余よ

ハ
西
洋
ノ
長

ち
ょ
う

ヲ
採
リ
テ　

我
ノ
短た

ん

ヲ
補

お
ぎ
な

フ
ト
同
時
ニ　

我
ノ
長
ヲ
長
ト
シ
テ　

我
ノ
短
ヲ
補
フ
ノ
必
要
ヲ
説
ク
者
ナ
リ
」
と
答
え

エ
ス
ベ
ル
ヘ
社
、
一
七
三
五
年
刊
ほ
ど
の
意
）
を
重
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

嘉
永
初
年
（
一
八
四
八
）
ご
ろ
、
江ご

う

州
し
ゅ
う

膳ぜ

所ぜ

藩
（
現
・
滋
賀
県
大
津
市
）
の
蘭
学

者
・
黒
田
麴き

盧く
ろ

（
一
八
二
七
〜
九
二
、
開
成
所
教
授
を
へ
て
維
新
後
、
京
都
東
本
願
寺

訳
文
局（

2
）で

梵
語
の
和
訳
に
従
事
）
は
、「
ロ
ビ
ン
ソ
ン
漂
流
記
」（「
漂
流
記
事
」）
を
訳

了
し
た
。
し
か
し
、
幕
末
に
刊
行
せ
ず
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
そ
の
第
一
巻
が

「
魯ロ

敏ビ
ン

遜ソ
ン

全
傳
」
と
題
し
、
鐵て

っ

線せ
ん

書
屋
か
ら
斎
藤
了
庵
訳
と
し
て
か
れ
の
知
ら
ぬ
間
に

（
�
）上

梓
さ
れ
た
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
国
学
者
・
横
山
由よ

し

清き
よ

（
一
八
二
六
〜
七
九
）
の
私
家
本
「
魯
敏
遜

漂
行
紀
略
」（
原
典
は
オ
ラ
ン
ダ
文
、
洋
画
家
・
川か

わ

上か
み

冬と
う

崖が
い

（
一
八
二
七
〜
八
一
）
の

横山由清の略本『魯敏遊漂行紀略』。
〔国立国会図書館蔵〕
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て
い
る
（「
日
本
学
問
ノ
方
針
」『
日
本
大
家
論
集
』
第
十
五
編
所
収
、
明
治
2�
・
８
）。

す
な
わ
ち
“
採
長
補
短
”（
欧
米
の
長
所
を
採
り
、
わ
が
国
の
短
所
を
補
う
）
と
同
時
に
、
わ
が
国
の
長
所
を
も
っ
て
、
わ
が
国
の
短
所
を
お
ぎ
な
お
う
と
い
っ
た
考
え

で
あ
る
。

こ
の
考
え
は
、
日
本
人
の
外
国
文
学
研
究
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
、
日
本
人
の
短
処
（
劣
っ
た
点
）
を
外
国
人
の
す
ぐ
れ
た
考
え
、
方
法
に
よ
っ
て
埋
め
あ
わ
せ
、
じ

ぶ
ん
の
“
短
”（
欠
点
）
を
補
完
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

明
治
二
十
年
代
、
ひ
ろ
く
国
内
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
外
国
語
は
、
英
語
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ロ
シ
ア
語
、
イ
タ
リ
ア
語
が
つ
づ
い
た
。

（「
外
国
語
学
と
外
国
文
学
」『
早
稲
田
文
学
』
第
二
号
所
収
、
明
治
2�
・
�0
）。
同
誌
は
、
も
し
教
場
で
“
英
文
学
”
を
お
し
え
る
と
し
た
ら
、
何
を
ど
の
よ
う
に
教
授
し
た

ら
よ
い
か
伝
え
て
い
る
。

ま
ず
す
ぐ
れ
た
詩
眼
を
も
っ
て
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
ベ
ー
コ
ン
、
ア
デ
ィ
ソ
ン
の
著
作
を
よ
み
、
そ
の
文
章
を
吟
味
し
、
分
析
し
、
解
釈
し
、
批
評
す
べ
き
で
あ
る
と
。

あ
る
い
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
文
学
全
体
を
論
じ
、
古
今
の
文
学
と
の
ち
が
い
を
説
き
、
東
西
理
想
の
異
同
を
議
論
す
べ
き
で
あ
る
、
と
。
ま
た
言
外
の
意
味
を
と
ら
え
る
よ

う
に
し
、
一
字
一
句
の
解
釈
は
重
要
で
は
な
い
、
と
「
英
語
と
英
文
学
」『
早
稲
田
文
学
』
第
一
号
所
収
、
明
治
2�
・
�0
）。

明
治
二
十
六
年
（
一
八
九
三
）
ご
ろ―

学
習
院
教
授
・
村
田
祐
治
は
、
外
国
語
の
研
究
に
つ
い
て
講
演
し
、
そ
の
な
か
で
、
日
本
の
教
育
界
・
文
学
界
に
お
け
る
外
国

語
の
必
要
性
を
説
き
、「
彼
れ
の
長
を
取と

り

て　

我
の
短
を
補
う
」
た
め
に
も
、
外
国
語
を
利
用
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
洋
学
は
日
本
に
は
い
っ
て
か
ら
ま
だ
日
が
あ
さ
く
、
そ
の
発
達
は
ま
だ
不
十
分
だ
と
い
う
。
そ
の
証
拠
に
外
国
の
高
尚
な
る
文
学
の
研
究
が
は
じ
ま
っ
た
の
は

近
年
の
こ
と
だ
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
日
本
人
は
お
も
に
理
解
し
や
す
い
学
術
上
の
書
物
や
、
理り

屈く
つ

一
方
の
論
文
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
を
一
生
懸
命
に
ひ
ろ
い

読
み
し
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
西
洋
文
学
の
研
究
に
つ
い
て
は
、

「
一ひ

と

口く
ち

に
申
し
ま
す
と　

是
れ
ま
で　

重お

も
に
意
義
の
解
釈
的
研
究
に
止と

ど

ま
っ
た
も
の
で　

文
学
的
研
究
を
な
す
に
至い

た

ら
な
か
っ
た
も
の
で
御ご

座ざ

い
ま
す
」、と
語
っ
て
い
る
（「
外

国
語
の
研
究
に
就つ

い

て
」『
日
本
英
学
新
誌
』
第
三
巻
第
三
十
七
号
所
収
、
明
治
26
・
６
）。

こ
こ
で
い
う
洋
学
と
は
、
英
学
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
時
は
英
語
の
発
達
は
ま
だ
十
分
で
は
な
く
、
多
く
の
日
本
人
は
辞
引
を
片
手
に
字
義
を
解
釈
す
る
の
が
精
一
杯
で
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あ
り
、
と
て
も
英
文
学
を
鑑
賞
し
た
り
、
研
究
す
る
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
高
尚
な
る
散
文
を
読
ん
で
も
、“
一
読
了

り
ょ
う

然ぜ
ん

”
と
い
う

わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

文
学
の
研
究
法
に
は
、
整
然
た
る
や
り
方
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
が
、『
早
稲
田
文
学
』
の
記
者
は
、
大
学
院
の
某
が
“
文
学
研
究
法
”
を
修
め
た
こ
と
を
伝
え
聞
い

て
、
そ
の
大
要
を
示
教
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
乞
う
た
。

―

文
学
の
研
究
法
に
は
、“
解
釈
法
”
と
“
批
評
法
”
の
二
つ
が
あ
る
と
い
う
。
解
釈
法
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
お
も
に
文
章
の
意
味
を
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
著
者

が
使
い
な
れ
て
い
る
こ
と
ば
、
句
法
（
文
章
の
組
み
立
て
方
）、
韻
律
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

批
評
法
に
は
、
初
等
批
評
法
（
本テ

キ
ス
ト
ク
リ
チ
シ
ズ
ム

文
批
評
法
）・
高
等
批
評
法
・
審
美
批
評
法
な
ど
が
あ
る
。
初
等
批
評
法
に
お
い
て
は
、
文
章
や
言
語
の
あ
や
ま
り
、
錯
乱
を
正
す
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
高
等
批
評
法
は
、
著
者
の
特
質
を
見
や
ぶ
り
、
本
質
を
洞
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
審
美
的
批
評
法
は
、
く
わ
し
く
説
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
詩
文
の

価
値
は
み
な
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
き
ま
る
と
い
う
。
著
者
は
い
か
な
る
事
柄
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
作
品
を
著
わ
し
た
か
を
見
る
も
の
で
あ
る
（「
文
学
研
究
法
」『
早
稲
田

文
学
』
第
四
十
号
所
収
、
明
治
26
・
�0
）。

つ
ぎ
に
紹
介
す
る
坪
内
逍
遥
（
一
八
五
九
〜
一
九
三
五
、
明
治
・
大
正
期
の
劇
作
家
、
評
論
家
）
の
「
英
文
学
の
教
授
法
に
つ
き
て
」（『
日
本
英
学
新
誌
』
第
七
十
七
号

所
収
、
明
治
28
・
７
）
と
題
す
る
談
話
筆
記
は
、
英
文
学
研
究
法
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

坪
内
に
よ
る
と
、
わ
が
国
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
英
文
学
の
教
授
法
に
つ
い
て
、
あ
か
ず
に
思
う
こ
と
は
、
一
、
二
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
と
い
う
。

い
ち
ば
ん
寒
心
に
た
え
な
い
の
は
、
第
一
に
訓
解
（
よ
み
と
意
義
）
の
ほ
う
が
お
も
わ
し
く
な
い
こ
と
。
第
二
に
教
師
の
側
に
文
章
の
鑑
識
（
め
き
き
）
が
乏
し
い
こ
と

で
あ
る
。
教
師
は
た
だ
字
句
の
解
釈
だ
け
に
促
わ
れ
、
文
章
の
風
致
と
か
風
調
を
味
わ
う
力
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

坪
内
は
、
い
わ
ゆ
る
直
訳
法
を
あ
ら
た
め
、
新
訓
読
法
を
お
こ
な
う
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
こ
の
英
文
学
の
教
授
法
は
、
い
う
な
れ
ば
、
英
文
学
鑑
賞
法
に
通
じ
る
も

の
で
あ
る
。
か
っ
て
わ
れ
わ
れ
学
生
は
、
外
国
文
を
よ
む
と
き
、
一
字
一
句
、
文
字
を
お
さ
え
て
読
む
よ
う
に
い
わ
れ
た
が
、
坪
内
に
よ
る
と
、
訓く

ん

詁こ

（
字
義
を
解
く
）
流

の
“
直
訳
的
解
釈
”
は
だ
め
と
い
う
こ
と
か
。
英
文
学
を
味
わ
っ
た
り
、
研
究
す
る
と
き
は
、
さ
ら
に
幾
歩
を
も
進
め
、
原
文
の
意
を
解
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
原
文

が
も
つ
風ふ

う

趣し
ゅ

（
お
も
む
き
）
を
も
味
わ
う
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
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さ
ら
に
原
作
者
の
精
神
が
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
、
そ
の
文ぶ

ん

詞し

（
文
章
の
こ
と
ば
）
の
特
異
性
、
そ
の
風
韻
の
妙
（
す
ぐ
れ
た
点
）、
そ
の
作
家
の
特
性
な
ど
も
当
然
顧

慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

『
国
民
之
友
』（
第
三
二
三
号
、
明
治
29
・
��
）
に
、「
我
が
国
に
於
け
る
英
文
学
」
と
題
す
る
小
記
事
が
で
て
い
る
。
そ
の
骨
子
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

―

わ
が
国
文
学
が
外
国
文
学
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
の
は
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
支し

那な

の
文
学
が
わ
が
文ぶ

ん

華か

の
発
達
を
う
な
が
し
た
よ
う
に
、
外
国
文
学
の
研
究
を
等
閑
視

（
な
お
ざ
り
）
し
て
は
な
ら
な
い
。
い
ま
も
っ
と
も
わ
が
国
民
の
あ
い
だ
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
外
国
語
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
英
語
で
あ
る
。
文
学
の
う
え
に
お
い
て
も
、

イ
ギ
リ
ス
の
勢
力
は
大
き
い
し
、
英
文
学
が
勢
い
あ
る
の
を
み
て
、
文
学
界
の
た
め
に
よ
ろ
こ
ぶ
も
の
で
あ
る
。

つ
い
で
帝
国
大
学
の
英
文
学
に
つ
い
て
論
じ
、
文
科
大
学
に
は
英
文
科
な
る
も
の
が
あ
り
、
デ
ィ
ク
ソ
ン
（
一
八
五
六
〜
一
九
三
三
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
生
ま
れ
、
明
治

十
二
年
に
来
日
）
と
い
う
者
が
主
任
教
授
と
し
て
教
え
て
い
る
が
、
ま
こ
と
に
ふ
る
わ
ず
、
英
文
科
は
英
語
学
者
を
養
成
す
る
と
こ
ろ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
い
っ
て
い

る
。
そ
し
て
デ
ィ
ク
ソ
ン
の
後
任
と
し
て
来
日
し
た
の
は
、
ウ
ッ
ド
（
一
八
五
五
〜
一
九
一
二
、
ア
メ
リ
カ
人
）
で
あ
る
が
、「
氏
は
近
世
文
学
の
精せ

い

緻ち

な
る
（
細
ま
い
点

ま
で
注
意
が
行
き
と
ど
い
て
い
る
）
研
究
に
心
を
傾
け
た
」
と
い
う
。

つ
い
で
来
日
し
た
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
（
一
八
五
○
〜
一
九
○
四
、
ギ
リ
シ
ャ
生
ま
れ
の
イ
ギ
リ
ス
の
文
学
者
）
は
、
達た

つ

文ぶ
ん

の
士
で
あ
る
と
聞
い
て
お
り
、
こ
の
こ

と
は
英
文
学
の
た
め
に
は
た
い
へ
ん
結
構
で
あ
る
。
同
氏
は
新
聞
の
通
信
員
と
い
う
こ
と
だ
が
、
西
洋
の
新
聞
通
信
員
の
な
か
に
は
篤
学
の
士
は
い
る
が
、
そ
れ
が
大
学
の

教
師
と
は
も
の
た
り
ぬ
気
が
す
る
、
と
語
っ
て
い
る
。

こ
ん
に
ち
の
英
文
学
者
は
、
読
書
家
で
あ
る
に
せ
よ
、
達
意
の
文
章
を
か
く
人
間
で
あ
る
に
せ
よ
、
両
者
兼
備
の
も
の
は
す
く
な
い
、
と
の
べ
て
い
る
。

こ
の
記
事
の
要
旨
は
、
外
国
文
学
の
研
究
は
、
日
本
文
学
に
と
っ
て
も
利
が
あ
る
こ
と
だ
が
、
語
学
も
で
き
、
文
学
も
わ
か
る
人
間
は
す
く
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

外
国
文
学
の
研
究
は
、
そ
の
原
語
を
も
っ
て
お
こ
な
う
の
が
常
道
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
れ
を
邦
語
（
翻
訳
本
な
ど
を
用
い
る
）
を
も
っ
て
や
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
国
文

学
の
研
究
と
大
し
て
か
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
英
文
学
の
研
究
を
は
じ
め
る
に
し
て
も
、
何
よ
り
も
英
語
が
で
き
な
く
て
は
話
に
な
ら
な
い
。

外
国
語
の
習
得
に
お
け
る
捷

し
ょ
う

径け
い

（
は
や
み
ち
）
は
、
ま
ず
ふ
つ
う
使
用
す
る
単
語
を
お
ぼ
え
、
教
材
に
よ
っ
て
そ
の
じ
っ
さ
い
の
活
用
を
知
り
、
文
法
や
訳
読
や
作
文
を

習
い
、
つ
い
で
む
ず
か
し
い
本
を
読
む
階か

い

梯て
い

を
ふ
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
な
か
な
か
辛
気
な
し
ご
と
で
あ
る
。
ま
し
て
や
英
文
学
の
研
究
方
法
も
、
区く

区く

と
し
て
一
定
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

明
治
三
十
五
年
（
一
九
○
二
）、
雑
誌
『
芸
世
』
の
記
者
は
坪
内
逍
遥
を
訪
ね
、
文
学
研
究
法
に
つ
い
て
語
っ
て
も
ら
っ
た
。「
文
学
研
究
の
心
得
」
と
し
て
同
誌
に
掲
載
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さ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
と
き
の
談
話
筆
記
で
あ
る
。

―
坪
内
に
よ
る
と
、“
文
学
”
と
は
、
想
像
と
感
情
と
が
主
と
な
っ
て
で
き
た
思
想
を
記
録
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
文
学
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、“
予
備
的
知
識
”
が

ぜ
ひ
と
も
必
要
だ
と
い
う
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
世
界
文
学
史
の
だ
い
た
い
の
知
識
。
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
ス
ペ
ン
サ
ー
や
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
を
研
究
し
た
い
と

思
っ
た
ら
、
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
お
お
よ
そ
の
潮
流―

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
き
た
か―

を
あ
ら
か
じ
め
調
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
。

何
か
研
究
す
る
段
に
な
る
と
、
た
だ
む
や
み
に
引
っ
か
き
ま
わ
す
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
か
ら
、
何
か
ひ
と
つ
代
表
作
を
え
ら
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
。

坪
内
は
近
松
の
代
表
作
「
心
中
天

て
ん
の

綱あ
み

島じ
ま

」
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
研
究
の
や
り
方
に
つ
い
て
語
る
の
だ
が
、
国
文
学
の
研
究
法
を
英
文
学
の
そ
れ
に
置
き
か
え
る
こ
と
は

可
能
で
あ
ろ
う
。
研
究
に
先
だ
っ
て
、
ま
ず
対
象
と
す
る
作
品
を
よ
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
坪
内
は
読
む
に
し
て
も
“
順
序
”
と
い
う
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

ま
ず
や
る
べ
き
は
表
面
的
、
形
式
上
の
読
み
方
（
研
究
）
で
あ
る
。

一　

訓く
ん

詁こ

註
解
（
字
句
の
解
釈
）。

二　

衍え
ん

字じ

（
文
中
に
誤
っ
て
入
っ
た
無
用
な
文
字
）
謬

び
ゅ
う

読ど
く

（
ま
ち
が
っ
て
読
む
）
な
ど
を
調
べ
る
。

三　

当
時
の
風
俗
や
習
慣
な
ど
を
他
と
比
べ
参
考
に
す
る
。

四　

由
来
な
ど
を
調
べ
る
。

つ
い
で
や
る
べ
き
は
、“
内
面
的
”
す
な
わ
ち
“
精
神
的
の
研
究
”
で
あ
る
。

一　

修
辞
上
（
こ
と
ば
使
い
）
の
研
究

文
章
の
よ
し
あ
し
を
論
じ
る
。

二　

組
織
（
脚
色
）
の
研
究

仕
組
が
よ
く
で
き
て
い
る
と
か
、
そ
の
場
そ
の
場
の
手
順
の
よ
し
あ
し
を
い
う
。

三　

人
物
の
批
判
・
解
釈

篇
中
の
人
物
は
、
い
か
に
も
じ
っ
さ
い
の
人
物
の
よ
う
で
あ
る
と
か
、
作
者
は
よ
く
人
情
や
人
生
を
み
て
い
る
と
か
、

“
恋
”
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
、
を
論
じ
る
。

四　

同
時
代
の
他
の
作
者
と
の
比
較
を
お
こ
な
う
。
そ
の
時
代
の
政
治
・
風
俗
・
宗
教
・
文
明
な
ど
と
比
較
し
て
、
そ
の
発
達
の
由
来
を
た
ず
ね
る
。

さ
い
ご
に
、
研
究
者
が
も
っ
て
い
る
人
生
観
、
す
な
わ
ち
哲
学
上
の
意
見
に
よ
っ
て
判
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
文
学
の
研
究
の
目
的
は
お
わ
る
、
と
い
う
（『
芸

世
』
第
三
十
三
号
所
収
、
明
治
�5
・
３
）。

む
か
し
の
洋
学
者
の
な
か
に
は
、
洋
学
を
は
じ
め
た
と
き
、
早
年
の
も
の
も
い
た
が
、
三
十
や
四
十
歳
く
ら
い
の
も
の
、
中
に
は
晩
学
の
も
の
も
い
た
。
邦
人
で
多
国
語



2�2（9）

学匠詩人　オーギュスト・アンジュリエ

に
通
じ
て
い
る
者
は
、
む
か
し
も
い
ま
も
少
数
で
あ
る
。
す
こ
し
ず
つ
た
く
さ
ん
外
国
語
を
識
っ
て
お
る
よ
り
も
、
英
語
だ
け
で
も
あ
る
て
い
ど
し
っ
か
り
読
め
る
ほ
う
が

学
問
上
利
益
が
あ
る
、
と
い
う
（
文
科
大
学
教
授
・
中
島
力
造
「
専
門
学
科
と
英
語
」『
日
本
英
学
新
誌
』
第
八
巻
所
収
、
明
治
29
・
�2
）。
英
語
を
通
し
て
、
あ
る
て
い
ど

の
学
問
は
で
き
る
が
、“
読
め
る
”
と
い
っ
て
も
、
ど
の
て
い
ど
読
め
る
の
か
、
じ
っ
さ
い
程
度
の
差
は
大
き
い
よ
う
に
思
え
る
。

ニ
ワ
ト
リ
が
え
さ
を
つ
い
ば
む
よ
う
に
、
字
引
で
単
語
を
ひ
ろ
っ
て
読
ん
で
い
て
は
、
英
文
学
の
研
究
な
ぞ
で
き
る
わ
け
は
な
い
。
英
語
を
読
ん
で

0

0

0

0

0

0

、
感
ず
る
よ
う
に
な

0

0

0

0

0

0

0

る0―

喜
怒
哀
楽
が
わ
か
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
研
究
な
ど
で
き
る
は
ず
は
な
い
、
と
い
う
。

西
洋
人
の
あ
い
だ
に
は
、
中シ

ノ
ロ
ジ
ー

国
学
と
か
日

ジ
ャ
パ
ノ
ロ
ジ
ー

本
学
と
い
っ
た
学
問
分
野
が
あ
っ
て
、
中
国
な
り
日
本
を
一
つ
の
研
究
対
象
と
し
、
多
角
的
に
究
め
る
こ
と
が
は
じ
ま
っ
て
い

る
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
“
イ
ギ
リ
ス
学
”
と
い
っ
た
も
の
は
な
い
、
と
い
う
（
有
賀
長
雄
「
日
本
学
及

お
よ
び

其そ
の

研
究
法
」『
東
亜
之
光
』
第
四
巻
第
八
号
所
収
、
明
治
�2
・
８
）。

わ
が
国
の
英
文
学
も
、
和
洋
の
研
究
方
法
を
合
併
し
て
、
あ
た
ら
し
い
研
究
方
法
を
樹
立
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

英
文
学
を
言
語
学
や
社
会
学
の
方
面
か
ら
迫
っ
て
み
る
の
も
一
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
し
、
作
品
を
そ
れ
が
生
み
だ
さ
れ
た
風
土
や
気
候
、
世
態
人
情
、
風
俗
、
習
慣
の
な

か
で
捉
え
て
み
な
け
れ
ば
、
わ
か
ら
ぬ
こ
と
が
多
い
。
た
し
か
な
研
究
は
、
そ
う
や
す
や
す
と
は
で
き
な
い
。

明
治
・
大
正
期
を
代
表
す
る
著
名
な
英
語
学
者
・
斎
藤
秀
三
郎
（
一
八
六
六
〜
一
九
二
九
、
の
ち
正
則
英
語
学
校
を
創
設
）
は
、
英
語
や
英
文
学
を
ま
な
ぶ
う
え
で
の
感

想
を
の
べ
て
い
る
。
そ
れ
を
修
め
る
に
は
正
道
を
あ
ゆ
み
、
た
ゆ
ま
ず
努
力
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
い
る
。
人
と
な
り
や
そ
し
て
学
ぶ
過
程
で
、
世
に
処
す
る
道
を
示し

唆さ

さ

れ
る
機
会
が
な
い
と
、
そ
の
者
の
英
語
は
平
々
凡
々
た
る
も
の
で
あ
り
、
完
成
の
域
に
到
達
で
き
な
い
。

英
語
を
ま
な
ぶ
者
は
、
英
語
の
魂
を
く
ら
い
、
生
き
た
英
語
を
ま
な
ぶ
こ
と
に
つ
ね
に
心
を
配
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
い
る
。
斎
藤
に
と
っ
て
、“
語
学
”
や
“
文
学
”

は
人
間
学
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
の
生
き
方
を
お
し
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
英
語
や
英
文
学
を
ま
な
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
処
世
術
や
妙
想
、
示
唆
を
う
け
る
こ
と

を
究
極
の
目
的
と
し
た
よ
う
だ
。

「
人
間
学
即す

な
わち

語
学
、
文
学
を
遣や

る
に
は
、
ど
う
し
て
も
正せ

い

路ろ

を
踏ふ

ん
で
コ
ツ
コ
ツ
勉
強
し
て
居い

る
う
ち
に
、inspiration 

を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
（「
英
語
研
究
談
」

『
英
語
世
界
』
第
二
号
第
七
巻
所
収
、
大
正
2
・
2
）。

斎
藤
が
創
っ
た
正
則
英
語
学
校
の
教
育
方
針
は
、「
喜

よ
ろ
こ

ん
で
教お

し

へ
、
喜

よ
ろ
こ

ん
で
学ま

な

ぶ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
学
ぶ
よ
ろ
こ
び
が
感
じ
ら
れ
ぬ
よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
者
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の
学
問
は
長
つ
づ
き
し
な
い
し
、
い
つ
か
放
て
き
す
る
に
き
ま
っ
て
い
る
。

世
の
中
に
は
、
た
だ
人
の
書
を
よ
み
、
先
人
の
糟そ

う

糠こ
う

を
な
め
、
古
書
か
ら
秘
か
に
学
説
を
ぬ
き
取
り
、
涼
し
い
顔
を
し
て
、
こ
れ
が
“
研
究
”
だ
と
信
じ
て
い
る
者
が
多

い
。
そ
れ
は
単
に
他
人
の
学
問
の
請
け
売
り
に
す
ぎ
ず
、
独
創
を
目
的
と
す
る
“
研
究
”
で
は
な
い
か
ら
、
長
つ
づ
き
し
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。

ま
こ
と
の
研
究
は
、
つ
ね
に
苦
痛
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
る
が
、
好
学
心
が
あ
れ
ば
、
そ
の
苦
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
耐
え
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
外
国
文
学
の
研
究
は
、
お

い
そ
れ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
生
み
の
苦
し
み
を
味
わ
い
、
荊け

い

棘き
ょ
く（

い
ば
ら
）
を
開
き
、
辛
苦
し
な
が
ら
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
道
で
あ
る
。

外
国
文
学
の
研
究
は
、
原
書
か
ら
お
こ
な
う
べ
き
で
は
あ
る
が
、
日
本
人
一
般
の
語
学
力
か
ら
い
っ
て
、
ま
だ
ま
だ
そ
の
域
に
達
し
て
は
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

日
本
人
の
語
学
の
素
養
、
そ
の
者
の
原
語
に
た
い
す
る
感
受
性
、
理
解
の
精
度
か
ら
い
っ
て
、
原
作
を
し
っ
か
り
的
確
に
は
あ
く
で
き
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

文
学
は
も
と
も
と
、
読
ん
で
た
の
し
む
た
め
に
創
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
研
究
の
対
象
で
は
な
か
っ
た
。
が
、
文
化
全
体
の
進
歩
に
と
も
な
い
、
外
国
文
学
も
（
…
…
）

文
学
と
い
っ
た
ふ
う
に
分
化
し
、
英
文
学
、
仏
文
学
、
独
文
学
と
い
っ
た
も
の
が
誕
生
し
た
。
そ
の
結
果
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
不
忠
実
な
、
あ
や
し
い
イ
ン
チ
キ
な
研
究

を
お
こ
な
う
こ
と
を
は
じ
め
て
、
年
ひ
さ
し
い
。
そ
れ
は
功
名
の
た
め
に
で
は
な
く
、
多
く
は
研
究
業
績
を
あ
げ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

本
来
、
外
国
文
学
研
究
は
、
語
学
の
し
っ
か
り
と
し
た
、
感
受
性
に
富
ん
だ
、
天
分
ゆ
た
か
な
、
才
気
非
凡
な
る
も
の
が
お
こ
な
っ
て
こ
そ
、
た
し
か
な
成
果
を
あ
げ
う

る
も
の
で
あ
る
。

象
牙
の
塔
に
お
け
る
英
文
学
そ
の
も
の
を
虚
心
に
な
が
め
た
と
き
、
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
教
育
と
鑑
賞
と
研
究
が
中
心
で
あ
る
。
そ
し
て
一
国
の
文
学
を
究
め
る
に

は
、
そ
の
国
の
言
語
を
も
い
っ
し
ょ
に
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
文
学
を
ま
な
ぶ
こ
と
と
語
学
を
学
ぶ
こ
と
を
同
時
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

明
治
時
代
、
日
本
人
の
英
文
学
研
究
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
方
法
論
を
ふ
く
め
て
正
面
か
ら
論
じ
た
記
事
と
わ
た
し
は
ま
だ
出
会
っ
て
い
な
い
が
、
大
正
期
に
入
っ
て
よ

う
や
く
そ
れ
に
言
及
し
た
も
の
を
は
じ
め
て
見
い
だ
し
た
。
土
居
光
知
（
一
八
八
六
〜
一
九
七
九
、
明
治
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
英
文
学
者
）
が
、
東
北
帝
国
大
学
教
授

に
内
定
し
た
と
き
、
同
人
を
知
る
平
田
禿と

く

木ぼ
く

（
一
八
七
三
〜
一
九
四
三
、
明
治
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
英
文
学
者
）
は
土
居
を
評
し
て
、「
あ
の
精
力
、
あ
の
頭
脳
、
あ

の
鑑
賞
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
万
代
の
後
に
も
重
き
を
な
す
大
著
述
、
大
講
義
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
か
た
っ
た
（
藤
野
文
蔵
「
東
北
大
学
英
文
学
講
座
及
び
教
授
」『
英

語
青
年
』
第
五
十
一
巻
第
一
号
所
収
、
大
正
��
・
４
）。

東
京
帝
大
英
文
学
会
は
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
十
二
月
十
五
日
の
夜―

大
学
の
山
上
御
殿
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
出
席
者
は
十
九
名
。
こ
の
と
き
土
居
は
、

「
英
文
学
研
究
に
お
け
る
科
学
的
態
度
と
印
象
的
態
度
」
と
題
し
て
講
演
を
お
こ
な
っ
た
。
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土
居
は
こ
の
と
き
、
研
究
方
法
に
つ
い
て
の
問
題
を
提
起
し
よ
う
と
し
た
だ
け
で
、
断
案
を
下
そ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
講
演
の
は
じ
め
「
予よ

は
英
文
学
の
範

囲
広
大
に
し
て
、
対た

い

岸が
ん

に
達た

っ

し
得え

ず
し
て
、
溺
死
せ
ん
と
す
る
の
恐
れ
を
抱
く
に
至
り
、
研
究
方
法
を
考

か
ん
が

ふ
る
の
必
要
に
迫せ

ま

ら
れ
た
」
と
か
た
っ
た
。
つ
い
で
つ
ぎ
の
よ
う

な
内
容
の
話
を
し
た
。―

英
文
学
研
究
に
、
二
つ
の
大
切
な
る
問
題
が
あ
る
。
研
究
の
対
称
（
象
？―

引
用
者
）
と
研
究
の
態
度
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
考
え
る
に
あ
た
っ

て
、
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
る
所
の
も
の
は
、
日
本
に
お
け
る
支
那
文
学
研
究
の
歴
史
で
あ
る
。

奈
良
時
代
の
支
那
文
学
研
究
は
、
外
国
文
化
を
輸
入
し
て
国
家
を
益
せ
ん
と
す
る
方
便
で
あ
っ
た
。
平
安
時
代
は
、
遊
戯
的
に
詩
文
を
も
て
あ
そ
ば
ん
と
し
た
。

ま
じ
め
に
支
那
文
学
を
研
究
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
徳
川
時
代
の
儒
者
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
研
究
は
、
純
文
学
と
か
け
離
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
普
遍
的
人
道
を

対マ
マ称

と
し
、
研
究
の
態
度
は
自
覚
的
と
な
り
、
明
治
維
新
を
生
む
原
動
力
と
な
り
、
支
那
に
も
誇
り
う
る
学
者
を
だ
し
た
。

明
治
以
来
、
わ
が
国
に
お
け
る
英
学
の
研
究
も
、
ほ
ぼ
お
な
じ
経
路
を
取
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

明
治
の
初
年
で
は
、
学
者
は
わ
が
国
民
を
覚
醒
さ
せ
る
た
め
に
英
学
を
輸
入
し
た
。
そ
の
後
、
わ
が
国
の
思
想
は
や
や
進
み
、
英
学
の
方
便
的
貢
献
す
く
な
く
な
る
に
及

び
、
英
学
そ
の
も
の
の
た
め
に
英
学
を
研
究
す
る
も
の
が
出
て
き
た
。

英
文
学
を
真
に
理
解
す
る
の
は
、
こ
れ
か
ら
の
事
業
で
あ
る
。
英
学
そ
の
も
の
の
た
め
に
英
学
を
学
ぶ
に
三
つ
の
態
度
が
あ
る
。

一　

模
倣
的
態
度―

英
米
人
の
英
語
を
粉
本
と
し
、
微
妙
な
点
に
い
た
る
ま
で
模
倣
し
、
か
れ
ら
と
同
じ
よ
う
に
話
し
、
書
く
こ
と
を
理
想
と
す
る
こ
と
。

二　

科
学
的
態
度―

文
学
作
品
の
内
容
を
分
析
し
、
類
似
の
点
か
ら
分
類
し
、
そ
の
作
品
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
主
義
、
環
境
、
思
想
傾
向
、
モ
デ
ル
な
ど
に
つ
い
て
叙
述

す
る
。
一
名
、
比
較
文
学
的
態
度
。
普
遍
的
法
則
を
帰
納
的
に
求
め
ん
と
す
る
も
の
。
客
観
的
模
写
主
義
。

三　

印
象
的
態
度―

作
品
か
ら
受
け
る
印
象
を
重
ん
ず
る
も
の
で
、
そ
れ
を
検
査
し
、
そ
の
特
質
を
あ
き
ら
か
に
す
る
。
享
楽
的
（
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
楽
し
む
）
傾
向
は
個
人
の

印
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
人
を
指
導
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
主
観
的
模
写
主
義
。

英
文
学
を
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
い
ま
ま
で
溺
れ
ん
と
し
て
泳
い
で
い
た
暗
い
海
が
、
じ
ぶ
ん
の
心
の
な
か
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
の
よ
う
な
道
か
ら
研
究
を
は
じ

め
た
い
、
と
語
っ
て
い
る
（
土
居
光
知
「
英
文
学
研
究
に
於
け
る
態
度
」『
英
語
青
年
』
第
四
十
巻
第
七
号
所
収
、
大
正
８
・
１
）。

こ
の
土
居
の
意
見
は
、
わ
か
ら
ぬ
で
は
な
い
が
、
も
う
す
こ
し
具
体
的
な
説
明
を
要
し
よ
う
。
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明
治
期
以
来
の
英
文
学
研
究
法
は
、
い
ま
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
が
、
作
品
の
研
究
と
い
う
よ
り
そ
の
“
鑑
賞
”
が
中
心
で
あ
り
、
じ
ぶ
ん
の
鑑
賞
力

0

0

0

や
批
評
力
の
不
足
を

0

0

0

0

0

0

0

補0

う
た
め
に

0

0

0

、
他
人
の
説
を
借
り
て
き
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
や
た
ら
と
注
を
つ
け

0

0

0

0

、
博
引
傍
証
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
土
居
は
東
大
で
こ
の
講
演
を
お
こ
な
っ
た
翌
大
正
九
年
（
一
九
二
○
）
二
月
、『
英
文
学
研
究　

第
一
冊
（
大
正
八
年
）』（
東
京
帝
国
大
学
英
文
学
会
発

行
）
に
「
英
文
学
研
究
の
態
度
及
び
対
象
性
」
と
題
す
る
論
文
（
一
二
九
頁
〜
一
四
九
頁
）
を
発
表
し
、
前
回
の
講
演
を
敷ふ

衍え
ん

し
た
。
土
居
は
か
た
っ
て
い
る
。

―

日
本
の
よ
う
に
東
海
に
孤
立
す
る
国
民
に
と
っ
て
、
書
物
を
通
じ
、
諸
外
国
の
思
想
に
ふ
れ
、
そ
の
生
活
を
研
究
し
、
世
界
的
教
養
を
つ
む
こ
と
が
精
神
発
達
の
主
要
な
刺
戟

で
あ
る
。
無
反
省
な
外
国
崇
拝
、
奴
隷
的
な
模
倣
は
排
す
べ
き
で
あ
る
が
、
熱
心
に
外
国
文
化
を
研
究
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
に
と
っ
て
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。

外
国
文
学
研
究
の
意
義
（
価
値
）
は
、
こ
の
点
を
中
心
に
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上
田
萬か

ず

年と
し

（
一
八
六
七
〜
一
九
三
七
、
明
治
か
ら
昭
和
期
の
言
語
学
者
）
は
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
ま
な
び
、
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
比
較
言
語
学
、
史
的
言

語
学
を
ま
な
ん
だ
人
だ
が
、
将
来
の
世
界
の
言
語
の
勢
力
を
は
や
く
も
明
治
期
に
予
測
し
て
い
る
。
大
正
ま
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
や
英
語
が
国
内
学
会
や
国
際
会
議
な
ど
で

有
力
な
言
語
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
「
英
語
が
も
っ
と
も
有
力
な
言
語
で
あ
る
こ
と
は
争
は
れ
な
い
事
実
で
あ
」
る
と
し
て
い
る
。

上
田
は
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
○
）
に
ド
イ
ツ
留
学
を
命
じ
ら
れ
、
三
ヵ
年
ほ
ど
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
、
ド
イ
ツ
語
を
ま
な
ん
だ
。
ド
イ
ツ
語
は
、
十
九
世
紀
に
勃
興
し

た
ド
イ
ツ
帝
国
の
言
語
で
あ
り
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
に
お
い
て
は
、
世
界
に
お
い
て
権
威
あ
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
が
、
大
戦
後
し
ぜ
ん
そ
の
権
威
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
ほ

う
に
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
の
学
術
界
は
、
ド
イ
ツ
帝
国
が
没
落
し
て
か
ら
漸
次
衰
退
の
一
途
を
た
ど
り
、
ド
イ
ツ
語
は
第
二
の
ギ
リ
シ
ャ
語―

死
し
た
る
言
語
に
ひ
と
し
く―

こ
れ
か

ら
は
新
（
現
代
？
）
ギ
リ
シ
ャ
語
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
、
と
の
べ
て
い
る
（
上
田
萬
年
「
独
逸
語
の
未
来
」『
太
陽
』
大
正
��
・
４
）。

こ
の
上
田
の
予
見
は
、
み
ご
と
的
中
し
、
ド
イ
ツ
語
は
こ
ん
に
ち
見
る
よ
う
な
悲
観
的
状
態
に
陥
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
語
は
世
界
の
有
力
な
言
語
の
地
位
か
ら
一
挙
に

凋
落
し
、
死
語
の
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
当
時
の
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
文
学
の
研
究
に
も
、
何
ん
ら
創
意
を
も
っ
た
研
究
や
独
創
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
点

で
は
、
英
文
学
研
究
と
お
な
じ
こ
と
が
い
え
る
。

大
正
時
代
に
な
っ
て
、
英
文
学
研
究
は
一
大
進
歩
を
み
る
に
い
た
り
、
研リ

サ
ー
チ究

と
い
う
こ
と
に
重
き
を
置
く
よ
う
に
な
り
、
テ
ー
マ
に
も
特
殊
問
題
が
多
く
な
っ
た
と
い
う
。
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明
治
の
お
わ
り
の
十
年
間
は
、
自
然
主
義
文
学
全
盛
の
趨
勢
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
文
学
は
み
じ
め
な
ほ
ど
う
と
ん
じ
ら
れ
た
。
そ
の
後
も
ロ
シ
ア
小
説
、
フ
ラ
ン
ス
象
徴

詩
な
ど
の
勢
力
に
圧
倒
さ
れ
た
。
の
ち
に
人
道
主
義
が
樹
立
さ
れ
、
そ
の
風
潮
に
う
ご
か
さ
れ
、
理
想
主
義
的
な
英
文
学
が
あ
ら
た
に
研
究
さ
れ
、
愛
読
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

市
河
三さ

ん

喜き

（
一
八
八
六
〜
一
九
七
○
、
明
治
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
英
語
学
者
）
は
、
大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
欧
米
に
留
学
し
、
同
五
年
（
一
九
一
六
）
に
帰
国
す

る
と
、
東
大
に
お
い
て
講
座
を
も
ち
、
英
語
の
科
学
的
な
研
究
を
唱
導
し
た
結
果
、
英
語
学
の
研
究
が
さ
か
ん
に
な
り
、
そ
れ
が
英
文
学
の
研
究
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
少
く

な
か
っ
た
。
や
が
て
市
河
と
岡
倉
由よ

し

三さ
ぶ

郎ろ
う

（
一
八
六
八
〜
一
九
三
六
、
明
治
か
ら
昭
和
期
の
英
語
学
者
）
が
主
幹
と
な
り
、「
研
究
社
英
文
学
叢
書
」（
大
正
十
年
創
刊
）
の

刊
行
が
は
じ
ま
り
、
英
文
学
を
熟
読
玩
味
す
る
気
風
が
醸
成
さ
れ
た
。

つ
い
で
東
北
、
九
州
、
朝
鮮
の
三
帝
国
大
学
に
英
文
科
が
新
設
さ
れ
、
英
文
学
の
“
専
門
化
”
と
“
研
究
”
を
う
な
が
し
た
。

大
正
時
代
に
は
、
日
本
を
代
表
す
る
英
文
学
者
が
三
名
、
相
つ
い
で
亡
く
な
っ
た
。
上
田
敏
（
一
八
七
四
〜
一
九
一
六
）、
夏
目
漱
石
（
一
八
六
七
〜
一
九
一
六
）、
厨

く
り
や

川が
わ

白
村
（
一
八
八
○
〜
一
九
二
三
）
ら
で
あ
る
。
上
田
は
語
学
（
英
独
仏
伊
や
古
典
語
）
に
堪
能
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
国
語
の
運
用
力
に
も
す
ぐ
れ
、
美
辞
を
弄
す
る
こ
と

に
非
凡
な
才
能
を
発
揮
し
た
。

か
れ
は
広
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
を
紹
介
し
た
り
、
訳
詩
を
発
表
し
、『
文
学
論
集
』（
明
治
��
）、
訳
文
集
『
み
を
つ
く
し
』（
明
治
��
）、『
詩
聖
ダ
ン
テ
』（
明
治
��
）、
訳

詩
集
『
海
潮
音
』（
明
治
�8
）
等
に
よ
り
、
文
名
を
確
立
し
た
。

詩
人
・
北
原
白
秋
（
一
八
八
五
〜
一
九
四
二
）
は
、
上
田
敏
の
こ
と
を
「
わ
た
し
の
魂

た
ま
し
いの

母
」
と
い
い
、
そ
の
述
作
や
訳
詩
か
ら
ふ
か
い
薫く

ん

染せ
ん

（
感
化
）
を
う
け
た
と
語

っ
て
い
る
。
白
秋
は
生
前
に
何
度
か
、
敬
愛
し
て
や
ま
ぬ
上
田
と
会
っ
て
い
る
。
上
田
は
上
品
で
、
洗
練
さ
れ
た

趣
味
と
人
格
の
ひ
と
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
三
十
代
の
こ
ろ
、
す
で
に
そ
の
風
貌
に
は
、
大
家
ら
し
い
沈
静
と
重
厚

さ
が
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
。

上
田
は
亡
く
な
る
一
年
前
の
秋―
麻
布
の
白
秋
宅
を
お
と
ず
れ
た
。
そ
の
と
き
上
田
は
、
し
ょ
う
し
ゃ
な
印

象
派
風
の
背
広
を
着
、
指
に
は
エ
メ
ラ
ル
ド
の
指
環
を
二
つ
も
さ
し
て
い
た
（
北
原
白
秋
「
上
田
敏
先
生
と
私
」

『
太
陽
』
第
二
十
四
巻
所
収
、
大
正
７
・
６
）。
細
心
精
緻
の
学
風
を
唱
え
た
上
田
は
、
惜
し
い
こ
と
に
、
本
格
的

な
英
文
学
の
述
作
を
の
こ
さ
ず
、
こ
の
世
を
去
っ
た
。

上田敏
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夏
目
は
「
文
学
論
」
や
「
文
学
評
論
」
な
ど
に
よ
り
、
ま
た
厨
川
は
『
近
代
文
学
十
講
』
な
ど
に
よ
っ
て
名
を
な
し
た
が
、
両
人
は
英
文
学
の
普
及
に
尽
し
た
。

こ
れ
ら
三
名
は
逝
っ
た
が
、
ま
だ
英
文
学
者
と
し
て
は
、
坪
内
逍
遥
、
平
田
禿
木
、
岡
倉
由
三
郎
、
土
井
晩
翠
、
野
口
米
次
郎
な
ど
が
い
る
し
、
小
日
向
定
次
郎
、
石
川

林
四
郎
、
松
浦
一
、
金
子
健
二
、
舟
橋
雄
、
田
部
重
治
、
野
上
豊
一
郎
、
土
居
光
知
、
豊
田
実
、
沢
村
寅
二
郎
、
竹
友
虎
雄
、
山
宮
允
、
石
田
憲
次
、
日
夏
耿
之
助
、
矢
野

禾
積
、
勝
田
孝
興
、
山
本
與
吉
、
長
沢
英
一
郎
、
松
浦
嘉
一
、
杉
田
未
来
な
ど
、
大
正
の
十
五
年
間
に
か
な
り
の
英
文
学
者
が
輩
出
し
て
い
る
（
舟
生
平
蔵
「
大
正
年
間
に

於
け
る
英
文
学
の
研
究
」『
英
文
学
研
究
』
第
七
巻
第
一
号
所
収
、
昭
和
２
・
１
）。

明
治
維
新
後
、
海
外
か
ら
さ
ま
ざ
ま
の
新
し
い
学
問
が
入
っ
て
き
て
、
そ
の
新
知
識
が
わ
が
国
の
文
化
を
裨
益
し
た
の
で
あ
る
が
、
西
洋
史
な
ど
も
、
従
来
の
国
史
や
東

洋
史
と
は
ち
が
っ
た
新
し
い
学
問
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
事
例
を
基
礎
に
し
た
学
問
で
あ
っ
た
た
め
、
日
本
人
は
そ
こ
に
叙
述
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

以
上
の
知
見

0

0

0

0

0

を
学
界
0

0

に
提
供
す
る

0

0

0

0

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

わ
が
国
の
西
洋
史
家
に
で
き
る
こ
と
と
い
え
ば
、
西
洋
史
の
名
著
や
新
著
を
翻
訳
、
解
説
し
た
り
、
と
き
に
そ
う
い
っ
た
著
述
を
種
本
と
し
て
、“
焼
直
し
的
な
研
究
”

を
発
表
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
史
書
の
大
半
は
、
文
書
館
、
博
物
館
、
大
学
図
書
館
な
ど
が
保
管
し
て
い
る
古
文
書
（
古
写
本
、
古
記
録
）
私
記
、
書
簡
な

ど
を
材
料
と
し
た
、
独
自
の
研
究
で
あ
る
。
つ
ま
り
“
原
史
料
”
に
依
拠
し
て
な
し
た
独
創
性
に
富
ん
だ
研
究
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

日
本
史
研
究
の
ば
あ
い
、
ふ
つ
う
国
内
の
古
文
書
や
、
古
老
の
談
話
な
ど
を
素
材
と
し
て
お
こ
な
う
た
め
、
独
自
の
知
見
や
新
し
い
解
釈
を
く
わ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

西
洋
史
や
英
文
学
に
し
て
も
、
本
来
そ
の
研
究
や
判
断
の
基
礎
と
な
る
材
料
は
、“
原
史
料
”
で
あ
る
べ
き
は
ず
で
あ
り
、
諸
家
が
著
し
た
書
物
の
断
片
的
な
記
事
を
ひ
ろ

い
集
め
、
つ
ぎ
は
ぎ
的
に
ま
と
め
て
こ
と
足
り
る
も
の
で
は
な
い
。

根
本
史
料
に
よ
っ
て
考
証
し
た
独
創
的
な
意
見
が
出
し
え
な
い
以
上
、
西
洋
史
専
攻
者
に
“
比
較
研
究
”
を
勧
め
た
の
は
、
広
島
文
理
科
大
学
教
授
・
新
見
吉
治
で
あ
っ

た
。
新
見
は
、
日
本
の
西
洋
史
研
究
者
が
、
国
史
・
東
洋
史
の
知
識
を
も
と
に
、
西
洋
史
に
新
解
釈
を
く
わ
え
、
世
界
史
を
編
み
な
お
す
意
気
ご
み
で
研
究
に
従
事
し
、

“
比
較
研
究
”
を
お
こ
な
え
ば
、
出
色
の
成
果
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
（
新
見
吉
治
「
西
洋
史
研
究
の
使
命
」『
史
学
研
究
』
第
一
巻
第
一
号
所
収
、

昭
和
４
・
�0
』）。

そ
れ
を
お
こ
な
う
に
は
、
基
礎
学
力―

国
史
や
東
洋
史
に
つ
い
て
、
し
っ
か
り
と
し
た
、
深
い
知
識
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
西
洋
史
家
は
、
国
史
や
東
洋
史
の
修

し
ゅ
う

史し

（
歴
史
の
編
者
）
に
お
わ
ら
ず
、
読ど

く

史し

（
史
書
を
よ
む
人
）
な
る
必
要
が
あ
る
。
わ
が
国
の
英
文
学
研
究
者
も
、
た
だ
単
に
英
米
作
家
の
各
種
の
版
本
や
研
究
書
ば
か
り
を

漁あ
さ

さ
る
読
史
に
陥
る
こ
と
な
く
、
日
本
人
の
独
自
の
見
方
が
生
き
生
き
と
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
文
化
史
、
イ
ギ
リ
ス
文
学
史
を
著
わ
す
た
め
に
も
、
と
き
に
修
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史
に
な
る
必
要
が
あ
る
。

自
国
の
歴
史
と
世
界
史
と
の
連
関
を
究
め
る
や
り
方
も
一
つ
の
歴
史
学
の
研
究
方
法
で
あ
ろ
う
。
英
文
学
に
し
て
も
、
本
国
の
専
門
家
に
対
抗
し
う
る
だ
け
の
研
究
が
生

み
だ
せ
な
い
と
し
た
ら
、
新
た
に
攻
究
法
を
案
出
す
る
し
か
な
い
。
そ
の
際
に
役
立
つ
の
は
、
こ
ん
に
ち
“
比
較
文
学
”
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
わ
り
あ
い
新
し
い
学
問
分
野

で
あ
る
。

わ
が
国
で
は
“
比
較
”
の
文
字
か
ら
判
じ
て
、
そ
れ
を
何
ら
史
的
関
連
の
な
い
、
文
学
作
品
の
比
較
作
業
と
理
解
す
る
者
が
多
い
が
、
比
較
文
学
は
、
二
国
文
学
の
史
的

関
連
、
国
際
的
関
係
な
ど
を
究
め
る
学
問
で
あ
る
。
英
文
学
の
研
究
に
お
い
て
、
日
本
人
は
乏
し
い
語
学
力
、
鑑
賞
力
、
批
評
力
か
ら
い
っ
て
本
国
の
専
門
家
と
は
勝
負
に

な
ら
な
い
が
、
比
較
文
学
的
方
法
を
用
い
れ
ば
、
取
り
あ
つ
か
う
材
料
も
自
国
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
独
自
の
観
点
か
ら
、
独
自
の
見
方
が
お
の
ず
と
生
ま
れ
、
独
創
が
発

揮
で
き
る
の
で
あ
る
。

竹
友
藻そ

う

風ふ
う

（
一
八
九
一
〜
一
九
五
四
、
大
正
か
ら
昭
和
期
の
詩
人
、
英
文
学
者
）
は
、
昭
和
初
期
に
日
本
人
は
英
文
学
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
か
に
つ
い
て
小

論
を
発
表
し
た
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、
日
本
人
の
英
文
学
研
究
の
基
礎
条
件
の
ひ
と
つ
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
竹
友
の
命
題
（
題
目
）
は
、
日
本
人
に
英
文
学
は

わ
か
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

英
文
学
を
学
ぼ
う
と
す
る
に
は
、
そ
の
言
語
（
英
語
）
を
識
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
し
、
文
学
の
背
景
に
あ
る
“
文
化
”
や
“
伝
統
”
を
も
知
識
と
し
て
知
っ
て
お
く
必
要

が
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち―

英
語
そ
の
も
の
に
加
え
て
、
風
俗
・
文
学
・
科
学
・
社
会
・
政
治
や
す
べ
て
の
文
化
現
象
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。

英
語
を
ま
な
ぶ
に
は
、
日
本
語
を
わ
す
れ
、
英
語
で
考
え
る
。
イ
ギ
リ
ス
人
に
な
り
き
っ
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
っ
て
い
る
、
が
、
そ
れ
は
は
じ
め
か
ら
無
理
な

注
文
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
口
で
い
っ
た
も
の
の
、
本
人
も
わ
か
っ
て
い
た
。
日
本
人
が
英
語
に
加
え
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
文
化
と
伝
統―

日
本
人
と
イ
ギ
リ
ス
人
と
の
間

に
共
通
に
存
在
す
る
“
背
景
”
を
広
く
す
れ
ば
、
英
文
学
の
理
解
も
ま
た
広
く
な
る
、
と
い
っ
て
い
る
（
竹
友
藻
風
「
日
本
人
の
立
場
よ
り
」『
英
語
青
年
』
第
六
十
五
巻

第
二
号
所
収
、
昭
和
６
・
４
）。

大
正
時
代
の
官
立
大
学
の
英
文
科
に
お
け
る
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
は
、
古
典
的
な
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
も
わ
れ
わ
れ
の
生
活
か
ら
、
か
け
離
れ
た
も
の
、
非

現
実
的
か
つ
非
現
代
的
な
も
の
が
多
数
を
占
め
て
い
た
が
、
徐
々
に
現
代
作
家
を
取
り
あ
げ
る
者
も
出
て
き
た
。
問
題
は
、
論
文
を
書
く
側
の
学
生
の
テ
ー
マ
の
“
取
り
あ

つ
か
い
方
”
で
あ
る
。

矢
野
峰ほ

う

人じ
ん

（
本
名
・
禾か

積ず
み

、
一
八
九
三
〜
一
九
八
八
、
大
正
か
ら
昭
和
期
の
詩
人
、
英
文
学
者
）
の
「
卒
業
論
文
」（『
英
語
青
年
』
第
六
十
六
巻
第
八
号
所
収
、
昭
和
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７
・
１
）
に
よ
る
と
、
筆
者
が
独
創
的
見
地
か
ら
、
縦
横
に
批
評
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
、
い
か
に
多
く
の
参
考
書
を
明
示
し
た
も
の
か
が
多
い
と
い
う
。
つ
ま
り
博
引
傍

証
を
旨
と
す
る
も
の
、
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
訓
詁
註

ち
ゅ
う

疏そ

（
本
文
の
く
わ
し
い
説
明
）
に
重
き
を
お
い
た
文
献
学
的
な
も
の
を
尊
ぶ
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
特
自
の
見
地
な
ど
ま
っ
た
く
み
ら
れ
ぬ
、
た
だ
勉
強
量
（
？
）
を
示
し
た
り
、
参
考
書
を
仰
々
し
く
挙
げ
た
、
は
っ
た
り
を
利
か
せ
た
も
の
が
横
行
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
面
に
お
い
て
、
無
責
任
な
印
象
批
評
を
排
し
た
訓
詁
流
の
取
り
く
み
方
も
研ア

プ
ロ
ー
チ

究
方
法
と
し
て
必
要
で
あ
る
こ
と
に
論
を
ま
た
な
い
。
矢
野
に
よ
る
と
、
文
学
専
攻
の
学

者
が
も
っ
と
も
力
を
入
れ
て
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
文
学
に
た
い
す
る
“
見
方
”
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
だ
と
い
う
。
そ
し
て
“
読
書
力
”
を
涵か

ん

養よ
う

し
、
文
学
理
論
の
研

究
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

一
方
、
教
授
の
責
任
は
お
も
い
。
教
授
は
“
講
読
”
に
お
い
て
、
古
典
を
新
し
く
読
む
こ
と
に
苦
心
し
、“
文
学
の
味
い
方
”
や
“
批
評
の
方
法
”
な
ど
を
学
生
に
教
え

ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

市
河
三
喜
の
随
想
「
所
感
」（『
英
文
学
研
究
』
第
十
三
巻
所
収
、
昭
和
８
・
2
）
は
、
過
去
一
、
二
年
に
お
け
る
日
本
の
英
語
英
文
学
界
の
業
績
と
今
後
の
そ
の
発
表
の

あ
り
方
に
つ
い
て
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
業
績
の
ほ
う
は
“
目
覚
ま
し
い
も
の
”
が
あ
っ
た
と
い
う
。

た
だ
し
注
文
が
な
い
で
は
な
い
。
英
語
英
文
学
の
研
究
者
は
、
英
米
の
国
と
国
民
の
研
究
者
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
。―

英
米
両
国
の
歴
史
、
政
治
、
経
済
、
宗
教
、

教
育
、
国
民
性
ば
か
り
か
、
こ
の
二
つ
の
国
を
“
全
体
と
し
て
研
究
”
ほ
し
い
と
い
う
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
日
本
学
者
バ
ジ
ル
・
ホ
ー
ル
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
（
一
八
五
○

〜
一
九
三
五
）
が
著
し
た T

hings Japanese 

や
ジ
ョ
ー
ジ
・
ベ
イ
リ
ー
・
サ
ン
ソ
ン
卿
（
一
八
八
三
〜
一
九
六
五
、
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
官
、
日
本
研
究
家
）
が
執
筆
し
た

『
日
本
文
化
史
』
に
相
当
す
る
よ
う
な
、
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
の
書
物
が
、
日
本
人
の
手
で
書
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。

文
科
系
の
人
間―

こ
と
に
歴
史
や
文
学
な
ど
を
研
究
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
、“
史
（
資
）
料
”（
文
献
や
文
書
）
は
生い

の
ち命

で
あ
る
。
専
門
的
に
や
る
に
は
、
ま
ず
そ
れ

を
蒐
集
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
研
究
の
材
料
と
な
る
資
料
は
、
往
々
に
し
て
一
ヵ
所
に
あ
つ
ま
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
大
学
図
書
館
に
し
て

も
、
わ
れ
わ
れ
が
必
要
と
す
る
各
種
の
参
考
文
献
や
資
料
を
豊
富
に
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
。

資
料
あ
つ
め
は
、
あ
て
の
な
い
犯
人
さ
が
し
の
旅
の
よ
う
な
も
の
で
、
現
地
に
行
っ
て
み
な
け
れ
ば
手
が
か
り
は
得
ら
れ
な
い
し
、
そ
の
捜
索
に
は
時
と
金
が
か
か
る
こ

と
が
多
い
。
研
究
テ
ー
マ
を
設
定
し
て
も
、
関
係
資
料
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
集
ま
ら
ぬ
た
め
に
、“
資
料
難
の
門
前
で
足
ぶ（

�
）み

”
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り
、
あ
げ
く
の
果
て
に

研
究
そ
の
も
の
を
放
て
き
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
ば
あ
い
も
あ
る
。
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文
献
資
料
の
裏
づ
け
な
く
、
世
間
に
は
作
品
か
ら
う
け
る
印
象
だ
け
を
た
よ
り
と
し
て
、
感
想
文
め
い
た
も
の
を
書
き
、
そ
れ
を
研
究
論
文
と
し
て
発
表
し
て
、
す
ず
し

い
顔
を
し
て
い
る
者
が
い
る
が
、
そ
ん
な
も
の
は
何
の
価
値
も
な
い
駄
文
で
あ
り
、
学
問
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
研
究
は
文
献
資
料
を
用
い
な
が
ら
、
一
つ
の
テ
ー
マ
を
論

証
す
る
作
業
で
あ
る
か
ら
、
作
者
に
は
す
る
ど
い
眼
力
と
思
考
力
、
証
明
能
力
が
も
と
め
ら
れ
る
。
前
提
も
し
く
は
仮
説
か
ら
論
を
す
す
め
て
結
論
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
は
、

数
学
の
証
明
と
な
ん
ら
か
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
研
究
の
よ
し
あ
し
、
そ
の
研
究
の
権
威
と
い
っ
た
も
の
は
、
第
一
級
の
文
献
資
料
の
裏
づ
け
が
あ
っ
て
こ
そ
成
立
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

資
料
あ
つ
め
は
、
研
究
の
補
助
手
段
で
あ
り
、
目
的
で
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
研
究
の
予
備
作
業
で
あ
る
。
資
料
は
真
正
な
、
役
に
た
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、

偽
も
の（

5
）で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
か
り
に
一
定
て
い
ど
の
資
料
が
あ
つ
ま
っ
た
と
き
、
つ
ぎ
の
段
階
は
、
そ
れ
を
ど
う
料
理
し
、
ど
う
使
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で

き
あ
が
っ
た
論
文
の
よ
し
あ
し
は
、
資
料
の
質
と
そ
の
取
り
あ
つ
か
い
方
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

資
料
に
関
連
し
て
お
も
う
こ
と
は
、
大
学
は
“
研
究
の
で
き
る
大
学

0

0

0

0

0

0

0

0

”
と
“
研
究
の
で
き
な
い
大
学

0

0

0

0

0

0

0

0

0

”
に
、
は
っ
き
り
二
分
さ
れ
る
よ
う
に
お
も
う
。
研
究
の
で
き
る
大

学
と
は
、
そ
こ
の
研
究
所
な
り
図
書
館
が
収
蔵
し
て
い
る
資
料
を
用
い
て
研
究
す
る
こ
と
が
可
能
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
参
考
図
書
や
稀き

覯こ
う

本
や
文
書
（
か
き
つ
け
）
な
ど
を

豊
富
に
も
っ
て
い
る
大
学
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、“
研
究
型
大
学
”
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
大
学
は
、
国
内
に
十
指
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
国
立
大
学
で
は
、
五
、
六
校
、

私
立
大
学
で
は
せ
い
ぜ
い
二
、
三
校
で
あ
ろ
う
。
研
究
型
大
学
で
な
い
ば
あ
い
、
そ
れ
は
単
に
“
教
育
型
大
学
”
で
あ
り
、
学
問
的
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
は
す
く
な
く
、
生

産
性
は
い
っ
た
い
に
低
い
。

昭
和
十
年
代―

英
文
学
研
究
法
や
英
文
学
研
究
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
学
会
誌
や
専
門
誌
は
い
く
つ
か
試
論
を
掲
げ
た
。
た
と
え
ば
『
英
文
学
研
究
』（
第
十
七
巻
第

一
号
、
昭
和
�2
・
１
）
は
、
当
時
台
北
帝
国
大
学
文
政
学
部
講
師
で
あ
っ
た
島
田
謹
二
の
「
英
文
学
研
究
法
に
関
す
る
一
考
察―

仏
蘭
西
派
英
文
学
に
就
て
」
と
い
っ
た

論
文
を
か
か
げ
、
つ
い
で
『
英
語
青
年
』（
第
七
十
八
巻
第
八
号
、
昭
和
��
・
１
）
は
、「
英
学
者
の
態
度
」（
市
河
三
喜
）、「
英
文
学
研
究
の
態
度
」（
斎
藤
勇
）、「
わ
が
国

に
於
け
る
英
文
学
研
究
」（
島
田
謹
二
）
を
、
さ
ら
に
同
誌
第
七
十
九
巻
第
十
号
は
「
英
文
学
研
究
方
法
考
」（
島
田
謹
二
）
を
矢
つ
ぎ
ば
や
に
掲
載
し
た
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
人
の
英
文
学
研
究
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
何
人
か
の
先
達
の
意
見
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
確
固
と
し
た
方
針
に
も
と
づ
く

徹
底
し
た
方
法
論
は
、
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
が
、
お
な
じ
外
国
人
の
立
場
か
ら
、
英
文
学
を
み
つ
め
、
数
々
の
す
ぐ
れ
た
業
績
を
生
み
だ
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
人
の

英
文
学
研
究
に
注
目
し
、
そ
の
研
究
の
精
神
と
方
法
と
を
紹
介
し
た
島
田
謹
二
の
解
説
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
適
切
で
あ
り
、
刺
激
剤
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
人
の
英
文
学
研
究
は
、
い
っ
た
い
に
“
個
人
研
究
”
が
中
心
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
往
々
に
し
て
じ
つ
に
大
部
な
も
の
を
書
く
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
大
作
家
主
義
者



（�8）20�

で
あ
る
。
書
物
の
大
き
さ
は
、
か
な
ら
ず
し
も
内
容
が
よ
い
こ
と
や
充
実
を
し
め
す
も
の
で
な
い
に
し
て
も
、
日
本
人
が
書
く
も
の
は
は
る
か
に
見
お
と
り
の
す
る
小
冊
が

多
い
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
研
究
態
度
は
、
徹
底
し
て
文
献
資
料
に
目
を
通
し
、
そ
の
生
涯
と
作
品
を
精
査
し
、
作
者
の
心
理
の
底
ま
で
行
き
、
感
受
性
・
想
像
力
・
人
生
感
な

ど
を
働
か
せ
て
“
心
理
解
剖
”
を
お
こ
な
う
や
り
方
で
あ
り
、
原
作
の
“
芸
術
的
意
味
”
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
成
っ
た
業
績
は
、
エ
ミ
ー
ル
・
ル
グ
イ
の
名
著
『
若
き
日
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
』
や
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
大
著
『
ロ
バ
ー
ト
・

バ
ー
ン
ズ
研
究
』（
上
下
の
二
冊
本
）
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
“
批
評
研
究
の
方
法
”
は
、
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
か
。
そ
の
淵
源
を
た
ど
る
と
、
英
文
を
フ
ラ
ン
ス

語
に
訳
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
も
む
ろ
に
原
作
の
世
界
に
入
っ
て
行
き
、「
作
品
の
文
芸
的
意
味
や
そ
の
特
性
を
分
解
叙
述
」
す
る
。
そ
し
て
研
究
者
の
心
が
原
作
と
“
結

合
”
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
“
新
し
い
意
味
”
を
問
わ
ん
と
し
た
（
島
田
）。

要
す
る
に
研
究
者
の
主
目
的
は―
作
品
の
意
義
と
価
値
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

島
田
の
解
説
文
は
、
そ
れ
ま
で
闇や

み

路じ

の
な
か
で
方
法
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
う
ろ
ち
ょ
ろ
し
て
い
た
わ
が
国
の
英
文
学
研
究
者
に
一
条
の
光
を
投
げ
か
け
た
こ
と
は
た
し

か
だ
が
、
そ
の
後
フ
ラ
ン
ス
人
の
方
法
を
踏
襲
し
て
、
す
ぐ
れ
た
業
積
を
あ
げ
た
日
本
人
の
こ
と
は
聞
か
な
い
。

島
田
論
文
は
、
日
本
の
英
文
学
界
に
一
石
を
投
じ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
が
、
市
河
三
喜
や
斎
藤
勇
の
小
論
に
な
る
と
、
問
題
を
回
避
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
あ

た
え
る
。
両
人
は
、
ほ
と
ん
ど
参
考
に
な
る
よ
う
な
意
見
を
の
べ
て
い
な
い
。
市
川
は
「
英
学
者
の
態
度
」
の
中
で
、「
か
う
い
う
題
で
何
か
書
く
や
う
に
と
の
御
注
文
で

あ
る
が
、
英
学
者
の
態
度
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
ど
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
か
、
と
い
ふ
や
う
な
事
を
論
ず
る
よ
り
も
、
実
際
の
吾
々
の
態
度
或
は
自
分
自
身
の
過
去
及
び
現

在
の
態
度
を
自
省
的
に
顧
み
つ
ゝ
書
い
て
見
た
方
が
適
切
で
は
無
い
か
と
考
へ
る
」
と
、
詭
弁
を
弄
し
て
い
る
。

ま
た
斎
藤
は
「
英
文
学
研
究
の
態
度
」
に
お
い
て
、「『
只た

だ

こ
の
一
筋
に
つ
な
が
る
』
い
や
し
く
も
志

こ
こ
ろ
ざ
しを

立
て
た
か
ら
に
は
、
時
を
得
て
も
得
な
く
て
も
、
我
々
は
英
文

学
の
研
究
に
全
力
を
集
注
し
て
、
そ
の
方
面
か
ら
人
生
の
真
理
を
つ
か
ま
へ
た
い
。
そ
れ
は
、
代
々
の
碩
学
が
身
を
以
て
示
し
て
ゐ
る
態
度
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
だ
け

で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
説
得
力
は
な
い
。

し
か
し
、
島
田
謹
二
の
「
わ
が
国
に
於
け
る
英
文
学
研
究
」
だ
け
は
、
わ
が
国
の
英
文
学
研
究
者
が
求
め
、
欲
し
て
い
る
点
に
幾
分
か
解
答
を
あ
た
え
て
く
れ
る
も
の
で

あ
る
。
島
田
は
、
わ
が
国
で
英
文
学
を
味
読
考
究
す
る
こ
と
が
は
じ
ま
っ
た
明
治
二
十
年
代
あ
た
り
か
ら
の
英
文
学
研
究
の
小
史
に
つ
い
て
語
り
、
つ
い
で
日
本
の
英
文
学

研
究
の
進
む
べ
き
路
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。

約
言
す
れ
ば
、
日
本
人
が
モ
デ
ル
と
す
る
英
文
学
研
究
の
先
蹤
国
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。
英
米
本
国
の
学
者
の
“
所
説
の
請
け
売
り
”
に
お
わ
る
こ
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と
な
く
、
日
本
人
と
し
て
“
独
自
の
見
方
”
を
あ
く
ま
で
掘
り
さ
げ
、
独
自
の
分
野
を
拓
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
。
日
本
文
学
と
英
文
学
と
の
交
渉
関
連
を
究
め
る
、
い
わ
ゆ

る
比
較
文
学
も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
と
い
う
。

お
な
じ
著
者
の
「
英
文
学
研
究
方
法
考
」
で
は
、
具
体
的
方
法
に
ふ
れ
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
大
物
作
家
を
取
り
あ
げ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
フ
ラ
ン
ス
人
が
よ
く
や
る
“
個
人
研
究

0

0

0

0

”―

“
個
人
作
家
”
の
研
究
か
ら
取
り
か
ゝ
る
よ
う
勧
め
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
英
文
学
研
究
の
方
法
に
は
二
つ
あ
り
、
ひ
と
つ
は
日
本
文
学
と
英
文
学
と
の
関
係
を
究
め
る

“
比
較
文
学
研
究
”、
も
う
ひ
と
つ
は
、
日
本
人
の
立
場
か
ら
、
英
文
学
そ
の
も
の
と
四
つ
に
組
ん
で
考
究
す
る
や
り
方
で
あ
る
。

前
者
の
比
較
文
学
的
方
法
は
、
英
米
人
も
容
易
に
手
を
染
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
日
本
人
の
ひ
と
り
舞
台
で
あ
る
。
後
者
の
正
攻
法
は
あ
る
意
味
で
い
ち
ば
ん
む
ず
か

し
い
や
り
方
で
あ
る
。
が
、
日
本
人
の
国
民
的
特
性
を
し
め
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
英
文
学
作
品
の
一
面
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
外
国
文
学
研
究
の
う
ち
で
も
、
ド
イ
ツ
文
学
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
み
た
い
。
明
治
・
大
正
・
昭
和
と
わ
が
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
文
学
の
研
究
は
、
長

足
の
進
歩
を
と
げ
、
紹
介
・
鑑
賞
の
域
か
ら
研
究
の
段
階
に
い
た
り
、
英
文
学
畑
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
各
種
の
大
作
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ニ
イ
ベ

ル
ン
ゲ
ン
の
歌
、
ド
イ
ツ
思
潮
史
や
文
学
史
、
ゲ
ー
テ
や
シ
ラ
ー
と
い
っ
た
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
、
大
部
な
書
と
な
っ
て
市
中
に
出
ま
わ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

が
、
茅ち

野の

蕭
し
ょ
う

々し
ょ
う（

一
八
八
三
〜
一
九
四
六
、
明
治
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
文
学
者
）
に
よ
る
と
、
概
観
的
に
い
っ
て
日
本
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
文

学
の
研
究
法
に
は
、
な
に
か
著
し
い
“
新
味
0

0

”
も
“
特
殊
な
創
見

0

0

0

0

0

”
を
も
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
。
そ
し
て
研
究
者
が
、
諸
家
の
説
を
引
用
し
て
、
そ
の
よ
し

あ
し
を
批
判
す
る
場
合
も
、
単
な
る
“
主
観
的
感
情
”
だ
け
を
標
準
と
し
な
い
周
到
な
用
意
が
増
加
し
た
と
い
う
。

こ
れ
は
主
観
的
断
案
を
く
だ
す
こ
と
を
排
し
て
、
諸
家
に
語
ら
せ
る
客
観
的
叙
述
が
ふ
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
観
察
叙
述
の
方
法
、
思
想
探
求
の
視
点
を
み
て
も
、
研
究
者
そ
の
ひ
と
の
創
意
は
み
ら
れ
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
今
後
の
反
省
と
し
て
、
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
文

学
研
究
の
あ
り
方
に
つ
い
て
語
る
の
だ
が
、
茅
野
が
力
説
揚よ

う

言げ
ん

し
て
い
る
の
は
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。―

日
本
の
ド
イ
ツ
文
学
研
究
者
は
、
自
国
文
学
（
国
文
学
）

に
た
い
す
る
知
識
と
関
心
を
ふ
か
め
る
こ
と
。
す
で
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
“
比
較
文
学
的
方
法
”（
放
出
体
の
立
場
か
ら
み
た
、
文
学
的
成
功
や
影
響

を
き
わ
め
る
。
受
容
体
の
立
場
か
ら
み
た
、
材
源
の
問
題
な
ど
を
き
わ
め
る
）
を
実
践
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
本
国
の
人
間
が
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も

の
を
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
研
究
に
よ
っ
て
、
新
た
な
知
見
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
っ
ぱ
ん
に
外
国
文
学
を
研
究
す
る
の
は
、
ひ
ろ
く
世
界
文
学
の
理イ

デ
ア念

に
到
達
す
る
た
め
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
さ
い
自
国
の
文
学
を
つ
ね
に
念
頭
に
お
く
こ
と
は
矛
盾
を
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き
た
さ
な
い
と
い
う
（
茅
野
蕭
々
「
最
近
我
国
に
於
け
る
獨
逸
文
学
研
究
の
概
観
」『
日
独
文
化
』
第
三
巻
第
三
号
所
収
、
昭
和
�7
・
�0
）。

太
平
洋
戦
争
ち
ゅ
う
、
外
国
文
学
の
輸
入
が
途
だ
え
、
洋
書
が
入
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
英
語
は
、
中
等
学
校
に
お
い
て
敵
性
語
と
い
う
こ
と
で
教
え
ら
れ
な
く
な
っ

た
り
、
授
業
時
間
を
削
減
さ
れ
た
り
、
ま
た
同
志
社
大
学
や
関
西
大
学
の
よ
う
に
、
英
文
科
を
廃
止
す
る
と
こ
ろ
も
あ
ら
わ
れ
、
英
語
・
英
文
学
の
地
位
は
た
ち
ま
ち
失
墜

し
た
。
し
か
し
、
江
田
島
の
海
軍
兵
学
校
で
は
、
終
戦
時
ま
で
英
語
を
お
し
え
た
。

戦
争
中
、
外
国
文
学
を
職
業
と
し
て
い
た
者
は
、
あ
く
び
を
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
ら
し
い
。
そ
れ
ぞ
れ
勉
強
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る

者
は
翻
訳
し
た
り
、
い
ま
ま
で
読
ま
な
か
っ
た
古
典
や
洋
書
を
よ
み
直
し
た
り
し
た
（
福
原
麟
太
郎
「
外
国
文
学
に
つ
い
て
」『
新
潮
』
所
収
、
昭
和
�8
・
４
）。

太
平
洋
戦
争
は
、
開
戦
当
初
、
緒
戦
に
お
い
て
こ
そ
勝
利
を
お
さ
め
た
が
、
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
海
戦
か
ら
じ
り
貧
と
な
り
、
や
が
て
無
条
件
降
伏
受
諾
へ
と
追
い
こ
ま
れ
、

敗
戦
を
む
か
え
た
。
戦
後
わ
が
国
は
民
主
主
義
国
と
し
て
再
出
発
し
た
。

戦
後
し
ば
ら
く
、
偏
狭
な
（
せ
ま
い
）
日
本
主
義
が
漂
っ
て
い
た
。
戦
後
逸
早
く
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
西
洋
文
学
を
な
り
わ
い
と
す
る
者
に
た
い
す
る
注
文
で
あ
る
。
吉

川
幸こ

う

次じ

郎ろ
う

（
一
九
○
四
〜
八
○
、
昭
和
期
の
中
国
文
学
者
）
は
、「
芻す

う

議ぎ

（
い
や
し
い
者
の
意
見
）
一
篇
」（
雑
誌
『
人
間
』
所
収
、
昭
和
2�
・
5
）
の
な
か
で
、
日
本
人
の

西
洋
文
学
研
究
は
、
日
本
的
な
趣
味
の
浸し

ん

潤じ
ゅ
ん（

し
み
こ
み
）
を
う
け
て
い
る
結
果
、
対
象
が
“
日
本
的
に
歪
曲
さ
れ
て
理
解
さ
れ
て
は
い
な
い
か
”
と
い
っ
た
疑
問
を
提
起

し
た
。

す
な
わ
ち
、
西
洋
文
学
と
い
う
も
の
が
、
他
の
西
洋
の
事
象
と
の
関
係
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
の
古
典
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
に
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
孤
立
的
に
研
究

さ
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

敗
戦
と
と
も
に
英
米
文
学
の
古
典
的
作
品
の
翻
訳
出
版
が
企
て
ら
れ
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
文
学
の
翻
訳
や
研
究
が
さ
か
ん
に
な
る
と
と
も
に
、
昭
和
初
期
に
み
ら
れ
た
よ
う

な
“
純
学
究
的
態（

6
）度

”
が
復
活
し
は
じ
め
た
。

昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
十
月
、
雑
誌
『
芸
林
間
歩
』
は
、「
鷗
外
と
柳
村
に
捧
げ
る
記
念
号
」
と
題
し
て
、
特
集
号
を
刊
行
し
た
。
こ
の
中
で
矢
野
峰
人
は
先
師
・

上
田
敏
に
つ
い
て
一
文
を
草
し
て
い
る
。「
上
田
敏
先
生
の
こ
と
」（
四
三
頁
〜
五
十
頁
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
上
田
は
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
の
四
月
以
来
、
ひ
ど
く
健
康

を
害
し
、
休
講
が
ち
で
あ
っ
た
。
矢
野
は
半
年
ほ
ど
上
田
の
講
筵
に
列
す
る
こ
と
が
で
き
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
ソ
ネ
ッ
ト
」、
シ
ェ
リ
ダ
ン
の
『
恋
が
た
き
』
な
ど
を

教
わ
り
、
読
書
会
で
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
『
悪
の
華
』（
上
田
は
“
妖
華
”
と
訳
し
た
）
な
ど
を
読
ん
で
も
ら
っ
た
。

上
田
の
講
義
は
、
ノ
ー
ト
を
み
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
、
筆
記
で
き
る
よ
う
に
語
る
、
と
い
っ
た
や
り
方
で
は
な
く
、
む
し
ろ
“
談
話
風
”
で
あ
り
、
平
々
淡
々
と
洗
練
さ
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れ
た
こ
と
ば
と
調

し
ら
べ

と
を
も
っ
て
語
っ
た
と
い
う
。

上
田
が
講
義
に
お
い
て
目
ざ
し
た
こ
と
は
、
学
生
に
“
刺
戟
を
あ
た
え

0

0

0

0

0

0

、
好
奇
心
を
お
こ
さ
せ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

”
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
文
学
研
究
者
が
陥
ら
ぬ
よ
う
に
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
点
は
、
多
読
・
濫
読
の
幣へ

い

（
風
）、
註
釈
者
に
な
り
や
す
い
こ
と
、
文
献
学
と
文
学
と
を
混
同
す
る
こ
と
（
訓
詁
・
考
証
に
陥
り
や
す
い
こ
と
）
で
あ
っ
た
。

上
田
が
文
学
研
究
者
の
取
る
べ
き
最
上
の
方
法
と
か
ん
が
え
た
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
で
あ
っ
た
。

一　

概
観
を
つ
く
る
こ
と
。
二　

古
典
を
よ
む
こ
と
。
三　

外
国
文
学
の
研
究
。
四　

比
較
研
究
の
方
法
を
用
い
る
。
五　

人
文
地
理
、
文
学
地
理
学
の
研
究
。
六　

神

話
の
研
究
。
七　

文
学
の
形
式―

詩
形
、
リ
ズ
ム
の
研
究
。
八　

傑
作
を
重
要
な
文
学
運
動
に
む
す
び
つ
け
て
み
る
こ
と―

等
で
あ
っ
た
。

上
田
は
“
受
け
売
り
の
学
問
”
を
排
斥
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
後
塵
を
拝
す
る
こ
と
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
学
問
や
研
究
を
ど
う
や
れ
と
い
っ
た

の
か
。
講
義
の
な
か
で
、「
学
問
0

0

に
は
長

ち
ょ
う

安あ
ん

（
西
安
市
の
古
名
）
の
大
道
は
な
い

0

0

0

0

0

。
我
流
で
や
れ

0

0

0

0

0

。
文
学
史
に
か
い
て
あ

る
、
わ
か
り
き
っ
た
こ
と
で
も
、
自
分
で
発
見
す
れ
ば
、
じ
ぶ
ん
の
発
明
で
あ
る
。
独
学
者
に
は
と
に
か
く
僻き

見け
ん

（
片
よ

っ
た
見
方
）
が
多
い
が
、
型
に
は
ま
っ
た
も
の
よ
り
、
そ
の
方
が
ま
し
で
あ
る
」
と
語
っ
た
。

そ
し
て
一
作
家
の
作
品
の
個
性
を
感
得
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
そ
の
答
は
、「
洞
察
の
力
を
も
っ
て
天
才

に
ふ
れ
る
。
直
観
0

0

す
る
よ
り
、
ほ
か
に
道
は
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

明
治
・
大
正
時
代
の
わ
が
国
の
英
文
学
研
究
は
、
紹
介
的
・
解
説
的
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
に
入
っ
て
そ
の
や
り
方
も
学

究
的
に
な
っ
て
き
た
。
戦
後
、
各
大
学
に
お
い
て
英
文
学
の
教
育
と
研
究
が
学
問
と
し
て
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
と
、
そ
の
研
究
の
あ
り
方
に
た
い
し
て
反
省
が
芽
ば
え
て
き
た
。

『
英
語
青
年
』（
第
百
巻
第
六
号
、
昭
和
29
・
６
）
は
、「
座
談
会　

英
文
学
を
め
ぐ
っ
て
」
を
掲
載
し
た
。
こ
の
座
談

会
は
、
昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
三
月
二
十
三
日
の
夕
刻
「
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
・
ホ
テ
ル
」
で
開
催
さ
れ
た
。

出
席
者
は―

加
納
秀
夫
、
小
川
和
夫
、
大
沢
実
、
高
村
勝
治
、
吉
田
健
一
ら
で
あ
り
、
富
原
芳
彰
が
司
会
を
つ
と
め

た
。こ

の
と
き
の
主
要
な
テ
ー
マ
は
、“
日
本
に
お
け
る
英
米
文
学
研
究
の
可
能
性
”
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ひ
じ
ょ

う
に
学
問
的
な
英
文
学
の
研
究
が
、
は
た
し
て
こ
の
日
本
で
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
以
下
、
各
発
言
者

（写真：向って右より　加納秀夫・小川和夫・大沢実・吉田健一・高村勝治・
富原芳彰・小酒井研究社社長）。『英語青年』第百巻 6 号、昭和 29・6 より。
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の
こ
と
ば
を
摘
記
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

富
原　
　

日
本
に
い
て
は
、
英
米
の
学
者
の
や
っ
て
お
る
よ
う
な
こ
と
は
、
ど
う
も
出
来
そ
う
も
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
き
た
。
そ
の
大
き
な
理
由
と
し
て
は
、
ひ
じ
ょ
う
に
単

純
な
理
由
で
す
が
、
ま
ず
資
料
が
そ
ろ
わ
な
い
。（
中
略
）

ぼ
く
は
要
す
る
に
、
は
じ
め
か
ら
イ
ギ
リ
ス
人
の
学
者
と
純
粋
に
学
問
的
な
場
に
お
い
て
競
争
し
よ
う
と
い
う
こ
と
は
考
え
て
も
い
な
い
わ
け
で
す
。（
中
略
）

英
文
学
を
や
る
以
上
は
、
英
語
を
正
確
に
読
ま
な
く
て
は
し
ょ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
だ
け
に
い
つ
ま
で
も
い
た
ん
じ
ゃ
英
文
学
と
い
っ
て
も
つ
ま
ら
な
い
。
語
学
力
が
基

礎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
ま
す
よ
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
の
み
跼

き
ょ
く

蹐せ
き

（
抜
き
足
で
あ
る
く
）
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
ち
ょ
っ
と
文
学
と
し
て
の
英
文
学
を
見
失
な
う
こ
と
に

な
っ
て
惜
し
い
。（
中
略
）

今
日
の
結
論
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
学

ス
カ
ー
ラ
シ
ッ
プ

問
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
成
功
す
る
に
は
、
や
は
り
批

ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム

評
の
精
神
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。（
中
略
）

小
川　
　

日
本
人
が
英
文
学
を
よ
む
と
手
数
が
か
か
る
。
一
生
か
か
っ
て
も
沢
山
よ
め
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
最
後
に
も
の
を
い
う
の
は
感
受
性
で
、
ふ
つ
う
の
イ
ギ
リ
ス
人
が

キ
ー
ツ
を
読
ん
だ
と
き
と
、
ど
ち
ら
が
感
ず
る
か
と
い
う
と
、
向
う
の
感
受
性
が
鈍に

ぶ

い
の
よ
り
、
日
本
の
鋭
い
ほ
う
が
よ
く
わ
か
る
だ
ろ
う
、
そ
う
い
う
点
で
は
、
文
学
は
引
け
目

を
感
じ
な
い
。（
中
略
）

受
け
売
り
の
習
慣
が
つ
く
と
、
受
け
売
り
が
ふ
し
ぎ
じ
ゃ
な
い
し
、
い
ち
ば
ん
い
け
な
い
の
は
批

ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム

評
で
あ
る
か
の
ご
と
く
装
っ
て
、
そ
れ
が
全
部
む
こ
う
で
い
っ
て
い
る
と
か

何
と
か
…
…
。（
中
略
）

高
村　
　

学
者
と
し
て
の
立
場
に
立
つ
か
、
批
評
家
と
し
て
感
受
性
で
作
品
そ
の
も
の
に
ぶ
つ
か
っ
て
行
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。（
中
略
）

た
と
え
ば
、
ポ
ー
を
や
ろ
う
と
す
れ
ば
、
日
本
で
手
に
入
る
の
は
む
こ
う
で
本
の
形
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
ポ
ー
の
編
集
し
た
雑
誌
な
ど
と
い
う

も
の
は
手
に
入
ら
な
い
。
む
こ
う
に
い
る
よ
り
手
が
な
い
。
む
こ
う
に
い
れ
ば
、
日
本
人
で
も
や
り
得
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
こ
っ
ち
へ
帰
っ
て
来
た
ら
、
資
料
的
に
と
て
も
追
っ
つ

か
な
い
。（
中
略
）

む
こ
う
に
い
て
一
番
そ
れ
を
感
じ
ま
し
た
。
図
書
館
に
行
け
ば
雑
誌
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
ぼ
く
の
い
た
所
な
ど
で
は
、
ポ
ー
の
編
集
し
た
の
が
ず
っ
と
あ
る
。
ポ
ー
が
埋
草
に
書

い
た
も
の
ま
で
見
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
本
格
的
に
研
究
す
る
ん
だ
っ
た
ら
か
な
わ
な
い
。（
中
略
）

資
料
だ
け
で
は
、
文
学
の
本
質
が
つ
か
め
な
い
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
も
ち
ろ
ん
社
会
的
な
方
法
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に
叛
逆
し
て
い
る
。
ど
う
も
さ
っ
き
か
ら
考
え
て
い
る
が
、

資
料
を
あ
つ
め
て
や
っ
て
行
く
方
法
は
悪
く
は
な
い
が
、
何
も
む
こ
う
の
も
の
と
対
等
に
な
っ
て
喧
嘩
す
る
必
要
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
た
だ
行
詰
り
が
あ
る
。（
中
略
）

た
だ
作
品
そ
の
も
の
と
取
り
組
む
ほ
う
が
、
日
本
の
状
態
と
し
て
や
っ
て
ゆ
け
ば
、
何
と
か
結
果
が
出
て
く
る
の
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。（
中
略
）

大
学
に
お
け
る
英
文
学
の
先
生
の
立
場
と
す
れ
ば
、
文
学
史
の
事
実
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
よ
り
、
批
評
眼
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
行
く
の
が
必
要
じ
ゃ
な
い
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学匠詩人　オーギュスト・アンジュリエ

か
と
思
う
。（
中
略
）

大
学
の
図
書
館
を
よ
く
設
備
す
れ
ば
い
い
の
で
す
ね
。
日
本
の
よ
う
な
貧
乏
国
は
、
せ
め
て
大
学
の
図
書
館
ぐ
ら
い
自
由
に
交
流
が
で
き
る
と
い
い
ん
で
す
が
ね
。（
中
略
）

い
ま
ま
で
の
文
学
研
究
は
、
印
象
主
義
的
で
あ
っ
た
の
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
文
学
は
け
っ
き
ょ
く
個
人
で
は
じ
ま
り
、
個
人
で
お
わ
る
こ
と
は
事
実
で
す
が
、
し
か
し
自
分
の
受

け
た
印
象
を
客
観
的
に
コ
ン
フ
ァ
ー
ム
し
た
く
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
と
く
に
学ス

カ
ラ
ー者

の
立
場
に
た
て
ば
、
科
学
的
な
も
の
を
求
め
る
の
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
と
く
に
作
品
の
デ
ー

タ
と
か
伝
記
的
な
研
究
の
場
合
に
は
。（
中
略
）

吉
田　
　

と
く
に
資
料
の
研
究
で
は
か
な
わ
な
い
。
本
で
も
出
さマ

マれ
た
本
だ
け
で
、
い
く
ら
買
っ
て
も
そ
こ
ま
で
追
っ
つ
か
な
い
。
と
く
に
ど
こ
か
で
何
か
発
見
さ
れ
た
と
い
う

よ
う
な
場
合
…
…
。（
中
略
）

池
田
潔
さ
ん
が
書
い
た
の
を
読
ん
だ
が
、
む
こ
う
の
大
学
だ
と
、
先
生
の
い
っ
た
こ
と
を
書
く
と
○
点
で
あ
る
。
ぼ
く
は
先
生
の
い
っ
た
通
り
書
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら

（
笑
声
）
…
…
。

加
納　
　

先
程
か
ら
話
に
出
た
よ
う
な
、
資
料
が
そ
ろ
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
痛
切
で
す
。（
中
略
）

新
制
大
学
が
た
く
さ
ん
で
き
て
、
各
大
学
が
紀
要
と
か
論
集
を
出
す
が
、
あ
い
つ
は
紙
く
ず
を
つ
く
る
だ
け
だ
、
そ
の
点
は
あ
る
と
思
う
。
だ
け
れ
ど
も
、
読
ん
で
み
る
と
、
若

い
人
に
一
つ
二
つ
い
い
の
が
あ
る
。（
中
略
）

大
沢　
　

大
学
の
卒
業
論
文
は
、
書
き
た
い
も
の
に
書
か
せ
る
よ
う
に
し
た
ら
ど
う
か
と
思
う
の
で
す
。
卒
業
論
文
亡
国
論
が
出
て
く
る
と
思
う
。（
中
略
）

こ
の
よ
う
な
座
談
会
が
お
こ
な
わ
れ
て
数
年
後
、
矢
野
峰
人
は
「
研
究
の
国
内
版
と
海
外
版
」
と
題
す
る
小
論
を
『
英
語
青
年
』（
第
百
二
巻
第
十
一
号
所
収
、
昭
和

��
・
��
）
に
発
表
し
た
。
そ
れ
は
じ
ぶ
ん
が
お
こ
な
っ
て
き
た
、
ま
た
お
こ
な
っ
て
い
る
英
文
学
研
究
の
価
値
に
つ
い
て
、
反
省
と
自
戒
を
こ
め
て
綴
っ
た
一
文
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
じ
ぶ
ん
の
研
究
の
欠
陥
と
価
値
を
す
な
お
に
告
白
し
た
も
の
で
、
そ
の
勇
気
と
謙
虚
さ
は
大
い
に
た
た
え
ら

れ
て
よ
い
。
矢
野
に
よ
る
と
、
最
近
関
係
し
て
い
る
大
学
の
雑
誌
（
紀
要
？
）
に
、
な
に
か
研
究
を
載
せ
る
必
要
が
生
じ
、

旧
稿
（
特
殊
講
義
の
ノ
ー
ト
）
を
ひ
っ
ぱ
り
出
し
て
き
て
、
そ
の
整
理
を
は
じ
め
た
と
い
う
。
そ
し
て
英
文
の
レ
ジ
ュ
メ
を

つ
け
て
投
稿
の
段
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
論
文
の
要
旨
を
ど
う
か
く
べ
き
か
を
考
え
る
に
及
ん
で
行
詰
っ
た
。
じ
ぶ
ん
の
論
文
の
い
か
な
る
点
が
“
新
研

究
”
で
あ
り
、
海
外
の
研
究
者
に
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
考
え
た
と
き
、
何
も
新
し
い
も
の
が
な
い
こ
と
を
知
り
、

そ
の
講
義
草
稿
を
閉
じ
て
し
ま
っ
た
。

矢野禾積教授
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こ
の
論
文
を
発
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
学
界
に
何
か
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
と
、
反
省
し
て
み
る
と
、
何
も
な
い
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ

の
講
義
案
は
、
大
小
の
文
献
を
よ
み
、
じ
ぶ
ん
に
と
っ
て
重
要
と
お
も
わ
れ
た
箇
所
を
抜
粋
し
、
ま
と
ま
っ
た
形
に
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
既
知
の
資

料
を
た
だ
再
整
理
し
た
も
の
で
あ
り
、
作
者
の
創
見
は
皆
無
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
結
局
、
比
較
文
学
の
資
料
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。

矢
野
は
こ
の
と
き
改
め
て
研
究
の
“
学
術
的
価
値
”
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
も
し
じ
ぶ
ん
の
研
究
が
、
長
い
歳
月
を
か
け
博
捜
精
査
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

「
斯
学
（
英
文
学
）
に
た
い
し
て
、
何
ん
ら
新
た
に
付
加
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
つ
い
に
海
外
版
た
る
の
資
料
な
き
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
」
と
お
も
っ
た
。

矢
野
が
考
え
る
“
研
究
”
の
定
義
は
、
こ
う
で
あ
っ
た
。
研
究
と
は
、
資
料
を
蒐
集
調
査
す
る
こ
と
で
あ
る
。
閲
読
し
た
文
献
が
多
い
ほ
ど
、
そ
れ
は
“
学
問
的
”
で
あ

る
。
と
く
に
“
珍
奇
”“
稀
覯
”“
斬
新
”
な
文
献
を
利
用
し
た
も
の
は
、
学
的
価
値
が
高
い
、
と
。

他
人
の
や
っ
た
し
ご
と
や
研
究
に
た
よ
っ
て
、“
研
究
”
を
お
こ
な
お
う
と
す
る―

い
わ
ゆ
る
“
他
力
本
願
型
”
の
人
間
は
、
た
え
ず
古
書
や
新
刊
書
を
追
い
も
と
め

右
往
左
往
し
、
そ
の
読
破
に
忙
殺
さ
れ
、
他
人
の
意
見
に
ひ
っ
ぱ
り
ま
わ
さ
れ
、
い
つ
し
か
“
自
分
”
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
よ
う
な
人
間
は
、
じ
ぶ
ん
が
読
み
抜
い
た
書
物
の
“
抜
書
”
を
つ
く
り
、
そ
の
冊
数
が
多
い
ほ
ど
学
問
的
価
値
が
高
い
と
お
も
っ
て
お
り
、
目
に
ふ
れ
た
あ
ら
ゆ
る

文
献
、
と
き
に
見
た
こ
と
も
な
い
文
献

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
あ
た
か
も
見
た
よ
う
に
誇
示
羅
列

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
て
い
る
。

資
料
の
調
査
は
、
研
究
の
基
礎
作
業
と
は
な
り
え
て
も
、
文
学
の
研
究
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
欧
米
依
存
主
義
は
、
い
ま
な
お
残
存
し
て
い
る
。

矢
野
に
よ
る
と
、
研
究
と
い
う
も
の
は
、
他
か
ら
の
“
引
用
”
で
は
な
く
、
独
自
の
批
判
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
“
原
作
か
ら
の
引
用
”
な
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
生
前
の
矢
野
峰
人
の
け
い
が
い
に
何
度
か
接
し
た
。
あ
の
明
せ
き
な
、
歯
切
れ
の
よ
い
語
り
く
ち
、
そ
し
て
え
ら
ぶ
ら
ず
、
高
ぶ
ら
な
い
、
恭
謙
な
人
が
ら
を

い
ま
お
も
い
お
こ
す
。

矢
野
が
じ
ぶ
ん
の
研
究
は
、
日
本
国
内
し
か
通
用
し
な
い
“
国
内
版
”
で
あ
っ
て
、“
海
外
版
”（
外
国
に
通
用
す
る
研
究
）
と
標
榜
す
る
に
足
ら
ず
、
と
、
へ
り
く
だ
っ

た
と
き
、
そ
の
こ
と
ば
の
客
観
性
に
異
を
は
さ
ん
だ
の
は
石
田
憲
次
（
一
八
九
○
〜
一
九
七
九
、
大
正
か
ら
昭
和
期
の
英
文
学
者
）
で
あ
っ
た
（「
世
界
に
生
き
る
道
」『
英

語
青
年
』
第
百
三
巻
第
一
号
所
収
、
昭
和
�2
・
１
）。

石
田
は
海
外
に
も
通
用
す
る
研
究
が
で
き
な
い
第
一
の
原
因
は
、
文
献
資
料
の
不
足
に
あ
り
と
思
っ
た
。
資
料
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
な
い
と
、
ト
コ
ト
ン
ま
で
研
究
を
推
め

る
こ
と
が
で
き
ず
、
よ
い
加
減
で
打
ち
切
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
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“
海
外
版
”
を
出
す
こ
と
は
、
た
し
か
に
重
要
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
日
本
語
を
用
い
て
同
胞
を
相
手
に
し
た
り
っ
ぱ
な
も
の
を
書
く
の
が
、
し
ぜ
ん
の
順
序
で
は
な
い

か
と
思
っ
た
。
も
し
そ
の
国
内
版
が
ほ
ん
と
う
に
国
際
的
水
準
を
抜
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
外
国
人
も
ほ
っ
て
お
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
名
前
は
知
ら
れ
る
し
、
翻
訳
の
話
も

お
こ
る
は
ず
で
あ
る
。

世
界
の
学
界
が
み
と
め
る
業
績
と
は
、
ふ
つ
う
“
知
識
の
現
状
に
何
も
の
か
を
寄
与
す
る
”
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
ん
な
大
そ
れ
た
野
心
を
も
た
ず
、
ま
し
て
や
国
内
で
有

0

0

0

0

名
に
な
ろ
う
と
い
っ
た
け
ち
な
根
性
を
も
た
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
裸
に
な
っ
て
“
い
の
ち
の
通
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

も
の
”
を
書
き
え
た
ら
そ
れ
で
よ
し
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

要
は
背
伸
を
す
る
こ
と
を
や
め
、
じ
ぶ
ん
以
上
の
も
の
、
じ
ぶ
ん
以
外
の
も
の　

を
表
現
し
な
け
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

昭
和
四
十
年
代
、
わ
た
し
は
院
生
で
あ
っ
た
が
、
各
大
学
の
研
究
論
文
の
発
表
は
、
い
ま
よ
り
も
盛
況
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
広
島
大
学
教
授
・
小
川
二
郎
（
一
九
○
四
〜

一
九
八
一
）
は
、「
英
文
学
に
対
す
る
私
の
態
度
」（『
英
語
研
究
』
第
五
十
五
巻
第
十
二
号
所
収
、
昭
和
��
・
�2
）
に
お
い
て
、
英
文
学
界
の
反
省
、
英
文
学
研
究
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、
示
唆
に
富
ん
だ
発
言
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
小
川
に
よ
る
と
、
研
究
論
文
の
発
表
が
大
は
や
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
学
運
の
隆
盛
を
裏
が
き
す
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
。

文
学
作
品
を
た
ん
ね
ん
に
味
読
し
な
い
で
は
、
独
創
性
の
あ
る
論
文
は
書
け
な
い
。
研
究
テ
ー
マ
の
選
び
方
に
よ
り
、（
研
究
）
方
法
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
う
が
、
個

性
の
な
い
、
お
も
し
ろ
く
な
い
論
文
が
ど
し
ど
し
公
刊
さ
れ
て
い
る
（
中
略
）

参
考
書
に
た
よ
り
き
り
で
は
、
一
人
前
に
な
れ
な
い
。
現
物
0

0

（
原
典
0

0

）
に
当
っ
て
歯
が
た
た
な
い
う
ち
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
論
文
な
ど
書
く
べ
き
で
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
ど
れ
に
当
っ
て
も
歯
が
た
た

な
い
の
な
ら
、
学
者
に
な
ろ
う
な
ど
と
は
考
え
な
い
の
が
よ
い
（
中
略
）。

英
文
学
を
勉
強
す
る
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
文
学
が
わ
か
ら
な
く
て
も
英
文
学
者
に
は
な
れ
る
ら
し
い
が
、
や
は
り
わ
か
る
方
が
い
い
に

き
ま
っ
て
い
る
。
文
学
は
た
の
し
い
も
の
だ
。
そ
れ
な
の
に
た
の
し
さ
を
覚
え
ら
れ
ぬ
よ
う
で
は
、
何
を
苦
し
ん
で
文
学
な
ど
研
究
す
る
義
務
が
あ
ろ
う
（
中
略
）。

実
感
（
生
き
生
き
と
感
じ
る
こ
と
）
の
伴
わ
ぬ
論
文
は
、
書
か
な
い
こ
と
に
し
て
い
る
。“
研
究
者
の
不
在
”
の
論
文
は
、
砂
を
か
む
よ
り
味
気
な
い
。

日
本
の
大
学
で
英
文
学
が
お
し
え
ら
れ
て
百
二
十
年
ち
か
く
経
つ
の
に
、
わ
が
国
の
研
究
者
の
あ
い
だ
に
、
公
認
さ
れ
確
立
さ
れ（

7
）た

“
英
文
学
研
究
法
”
は
存
在
せ
ず
、

た
だ
や
み
く
も
に
そ
れ
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
う
ち
立
て
ら
れ
な
い
と
し
た
ら
、
い
ま
も
根
本
問
題
が
何
ら
の
形
で
揺
曳
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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む
す
び

明
治
維
新
以
来
、
わ
が
国
の
文
化
は
、
外
国
の
す
ぐ
れ
た
文
化
を
輸
入
し
、
か
つ
模
倣
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
り
、
や
が
て
独
自
の
も
の
を
創
り
あ
げ
る
に
至
っ
た
。
外

国
文
学
も
渡
来
物
で
あ
る
が
、
英
米
の
文
学
を
味
わ
い
、
研
究
す
る
萌
芽
は
、
明
治
二
十
年
前
後
に
さ
か
の
ぼ
る
。
外
国
の
文
学
を
味
読
し
た
り
、
研
究
し
た
り
す
る
に
は
、

語
学
の
素
養
が
必
須
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
諸
家
の
一
致
し
た
言
で
あ
る
。
し
か
し
、
語
学
は
あ
く
ま
で
研
究
す
る
う
え
で
の
一
つ
の
“
方（

8
）便

”
に
す
ぎ
ず
、
目
的
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

外
国
文
学
を
研
究
す
る
に
は
、
ま
ず
語
学
に
通
じ
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
る
が
、
能
力
は
人
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
か
ら
、
な
か
な
か
一
様
に
は
ゆ
か
な
い
。
語

学
力
が
な
い
と
た
し
か
な
研
究
は
と
う
て
い
で
き
な
い
。
ま
た
文
学
研
究
の
補
助
科
目
と
し
て
、
外
国
の
風
俗
や
人
情
や
習
慣
を
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
美
術
や
絵
画
、
彫
刻
、

建
築
、
音
楽
な
ど
の
知
識
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
ま
た
歴
史
、
言
語
学
、
美
学
、
心
理
学
、
社
会
学
ば
か
り
か
、
諸
般
の
科
学（

9
）を

も
ま
な
ぶ
必
要
が
あ
る
。
英
文
学
と
い

っ
て
も
、
詩
歌
・
小
説
・
戯
曲
・
随
筆
・
評
論
な
ど
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
作
者
が
じ
ぶ
ん
の
想
像
力
を
は
た
ら
か
せ
て
創
作
し
た
い
わ
ば
虚
構
の
世
界
を
芸
術
化
し
た
も

の
で
あ
る
。

装
備
と
し
て
の
語
学
力
に
つ
い
て
い
え
ば
、
わ
た
し
の
世
代
が
英
語
の
イ
ロ
ハ
を
は
じ
め
て
習
い
は
じ
め
た
昭
和
三
十
年
代
の
英
語
の
教
授
法
と
い
え
ば
、
文
法
と
訳
読

が
中
心
だ
っ
た
。
英
単
語
を
一
つ
ず
つ
、
文
法
の
項
目
も
一
つ
ず
つ
お
ぼ
え
、
や
が
て
や
さ
し
い
文
章
か
ら
む
ず
か
し
文
章
の
訳
読
を
お
そ
わ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

英
作
文
は
教
科
書
に
出
て
く
る
練
習
問
題
を
反
訳
す
る
て
い
ど
で
あ
り
、
英
会
話
に
至
っ
て
は
ま
っ
た
く
皆
無
で
あ
っ
た
。

い
ま
お
も
う
と
、
ま
っ
た
く
変
則
的
な
教
え
方
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
教
授
法
で
、
英
語
そ
の
も
の
の
力
は
つ
い
た
か
と
尋
ね
ら
れ
る
と
、
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
語
学
力
は
、
学
校
に
お
い
て
訓
練
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
る
の
が
、
い
ち
ば
ん
よ
い
方
法
で
あ
る
が
、
教
師
の
力
や
資
質
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
ら
、
一
概
に
い
え
な

い
。
わ
た
し
に
と
っ
て
、
英
語
は
比
較
的
す
き
な
科
目
で
あ
っ
た
が
、
と
く
に
語
学
の
才
が
あ
っ
た
わ
け
で
な
く
、
そ
こ
そ
こ
で
き
た
て
い
ど
で
あ
る
。

日
本
語
は
ま
っ
た
く
英
語
と
語
脈
を
異
に
し
て
い
る
か
ら
、
お
な
じ
欧
文
脈
の
フ
ラ
ン
ス
人
や
ド
イ
ツ
人
な
ど
が
英
語
を
学
ぶ
以
上
に
、
日
本
人
は
不
利
な
立
場
に
立
た

さ
れ
て
い
る
。
何
年
ま
な
ん
で
も
英
語
を
習
得
で
き
な
い
し
、
大
方
の
人
間
は
か
じ
り
語
学
の
レ
ベ
ル
の
ま
ま
で
一
生
を
お
え
る
。
実
感
と
し
て
よ
く
わ
か
る
、
と
い
っ
た

段
階
に
達
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
辞
引
が
な
い
と
、
何
も
で
き
な
い
。
そ
ん
な
語
学
力
で
英
文
学
を
研
究
し
よ
う
と
い
う
の
は
無
謀
で
あ
り
、
じ
っ
さ
い
現
物
に
当
っ
て
ま

っ
た
く
歯
が
立
た
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
そ
ん
な
貧
し
い
力
で
、
な
に
を
好
き
好
ん
で
論
文
を
か
く
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
生
じ
る
。
が
、
何
か
書
き
た
い
と
い
っ
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た
は
げ
し
い
衝
動
や
お
も
い
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
た
し
の
よ
う
に
日
本
国
内
の
劣
悪
な
教
育
環
境
の
な
か
で
英
語
を
ま
な
ん
だ
ふ
つ
う
の
人
間
が
、
文
学
作
品
を
よ
む

と
き
ど
う
す
る
か
と
い
え
ば
、
ま
ず
単
語
の
訳
語
を
頭
の
な
か
か
ら
ひ
っ
ぱ
り
出
し
て
き
て
、
原
文
の
語
に
当
て
は
め
て
ゆ
く
。
も
し
そ
の
訳
語
が
的
中
し
、
意
が
通
じ
た

と
き
は
よ
い
が
、
ま
っ
た
く
意
味
が
通
じ
な
い
と
き
は
辞
引
を
ひ
く
。
こ
う
し
て
一
字
一
句
ひ
ろ
い
読
み
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
や
読
み
方
、
原
文
か
ら
う
け

る
印
象
は
、
英
語
を
母
語
と
し
て
い
る
者
と
、
大
き
な
ず
れ
が
あ
る
や
も
し
れ
な
い
。

研
究
を
志
す
以
上
、
当
然
原
作
は
早
く
正
確
に
よ
む
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
が
、
そ
の
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
日
本
国
内
で
生
ま
れ
、
大
き
く
な
っ
て
か
ら
ふ
つ
う
の

英
語
教
育
を
う
け
た
日
本
人
に
は
無
理
な
話
で
あ
る
。
原
作
の
世
界
に
は
つ
ね
に
濃
霧
が
立
ち
こ
め
て
い
て
、
お
ぼ
つ
か
な
い
足
取
り
で
一
歩
一
歩
の
ろ
の
ろ
と
進
ま
ね
ば

な
ら
な
い
。
と
き
ど
き
つ
ま
づ
く
し
、
穴
の
中
に
落
ち
込
む
こ
と
も
あ
る
。
…
…

わ
が
国
の
英
文
学
研
究
者
は
、
じ
つ
に
長
い
あ
い
だ
、
研
究
の
手
引
や
教
科
書
、
拠
る
べ
き
物
差
し
を
も
た
ず
、
く
ら
や
み
の
中
を
手
さ
ぐ
り
状
態
で
す
す
み
、
じ
ぶ
ん

独
自
の
や
り
方
で

0

0

0

0

0

0

0

研
究
を
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
れ
は
言
い
換
え
る
と
、
無
為
無
能
の
作
戦
に
よ
る
で
た
ら
め
な
闘
い

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
。
い
ま
日
本
人
が
な
ん
ら
か
の
テ
ー
マ
に
つ

い
て
研
究
を
お
こ
な
う
と
し
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
り
う
る
か
、
い
く
つ
か
卑
見
を
の
べ
て
み
た
い
。
そ
の
方
法
は
、
単
に
英
文
学
だ
け
に
適
合
す
る
も
の
で
は
な

く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
ぜ
ん
た
い
に
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。

外
国
文
学
に
つ
い
て
研
究
論
文
を
か
く
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
何
ら
か
の
必
然
性
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
が
、
研
究
活
動

と
い
う
も
の
は
じ
つ
に
孤
独
な
作
業
で
あ
り
、
そ
れ
を
と
こ
と
ん
愛
し
ぬ
く
、
は
げ
し
い
情
熱
が
な
い
と
、
な
が
つ
づ
き
し
な
い
。

さ
て
英
文
学
を
具
体
的
に
ど
う
研
究
す
る
の
が
最
良
の
方
法
な
の
か
。
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
各
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
そ
の
攻
究
法
も
変
っ
て
く
る
か
ら

で
あ
る
。
英
文
学
の
研
究
法
に
は
、
大
別
し
て
二
つ
あ
ろ
う
か
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
研
究
対
象
と
す
る
作
品
（
散
文
、
韻
文
）
か
ら
う
け
る
自
分
の
印
象
を
基
礎
と
し
、

そ
れ
を
精
査
し
、
そ
の
特
質
（
性
）
を
あ
き
ら
か
に
す
る―

い
わ
ゆ
る
主
観
的
な
“
批
評
研
究
”
で
あ
る
。
そ
れ
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
文
献
資
料
を

博
捜
し
、
研
究
者
じ
し
ん
の
意
見
を
添
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
い
う
な
れ
ば
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
芸
術
作
品
の
分
析
も
し
く
は
解
剖
で
あ
る
。
作
品
の
特
質
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
作
者
の
想
像
の
所
産
を

視
覚
的
、
直
観
的
に
と
ら
え
な
く
て
は
な
ら
ず
、
す
る
ど
い
言
語
感
覚
と
鋭
敏
な
感
受
性
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
研
究
に
は
、
小
話
的
な
小
論
、
人
と
芸
術
の
す
べ
て
を
考
究
し
た
本
格
的
な
研
究―

換
言
す
れ
ば
、
徹
底
し
た
“
個
人
作
家
の
研
究
”
が
あ
る
。

も
う
一
つ
の
研
究
法
は
、
英
文
学
と
日
本
文
学
と
の
連
関
を
究
め
る
や
り
方
。
い
わ
ゆ
る
“
比
較
文
学
的
研
究
”
で
あ
る
。
こ
と
ば
、
趣
味
、
思
想
、
文
化
を
異
に
す
る
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日
本
人
が
、
文
学
作
品
の
受
容
と
波
動―

相
互
に
み
ら
れ
る
特
性
や
類
似
現
象
や
影
響
な
ど
を
科
学
的
に
研
究
す
る
態
度
で
あ
る
。
日
本
的
な
材
料
の
取
り
あ
つ
か
い
や

日
本
人
と
し
て
の
見
方
か
ら
い
っ
て
も
、
比
較
文
学
は
、
独
創
の
発
揮
で
き
る
分
野
で
あ
る
。
旅
順
の
二
○
三
高
地
を
た
よ
り
な
い
兵
力
で
、
ま
っ
正
面
か
ら
突
貫
攻
撃
す

る
よ
り
、
た
し
か
な
成
果
の
期
待
で
き
る
攻
略
法
で
あ
る
。

要
は
じ
ぶ
ん
の
性

し
ょ
う

に
あ
っ
た
や
り
方
で
研
究
を
進
め
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
定
評
あ
る
良
書
を
数
多
く
よ
み
抜
い
て
、
よ
い
と
こ
ろ
を
学
び
と
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
こ
か
ら
個
々
が
研
究
法
を
会
得
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、“
研
究
”
を
誇
称
す
る
以
上
、
そ
れ
が
意
義
や
価
値
を
も
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、

説
得
力
の
な
い
、
ま
た
ひ
と
の
共
感
を
う
る
こ
と
の
な
い
、
独
善
的
な
研
究
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

好
き
な
作
家
と
そ
の
作
品
を
好
き
な
よ
う
に
愛
し
、
す
き
な
よ
う
に
読
み
味
わ
い
、
本
質
的
な
何
か
を
原
作
の
な
か
か
ら
つ
か
み
と
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
研
究
の
目
的

は
一
応
達
成
し
た
と
い
え
る
。“
印
象
研
究
”
や
“
比
較
文
学
的
研
究
”
は
、
や
る
気
と
努
力
し
だ
い
で
、
凡
庸
な
人
間
に
も
で
き
る
攻
究
法
で
あ
る
。

し
か
し
、
外
国
に
ゆ
か
ね
ば
で
き
な
い
研
究
も
あ
る
。
そ
れ
は
伝
記
事
実
の
調
査
と
か
原
作
の
異
文
、
本
文
校
訂
で
あ
る
。
こ
の
種
の
分
野
で
、
ゆ
ら
い
す
ぐ
れ
た
成
果

を
あ
げ
た
の
は
、
本
国
の
研
究
者
で
あ
っ
た
。
当
面
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、“
研
究
の
国
内
版
”
を
出
す
こ
と
に
努
め
、
余
力
と
研
究
内
容
に
自
信
が
あ
れ
ば
、“
海
外

版
”
を
出
す
こ
と
に
は
げ
め
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
ん
に
ち
研
究
の
“
世

グ
ロ
バ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン

界
化
”
が
叫
け
ば
れ
、
日
本
人
も
海
外
の
学
会
に
出
か
け
る
機
会
も
ふ
え
た
。
が
、
研
究
の
成
果
を
英
文
で
発
表
し
て
国
際
的
な
高
い
評
価
を

う
け
た
と
い
っ
た
話
を
聞
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
海
外
の
大
学
に
留
学
し
て
学
位
を
取
る
者
の
数
は
こ
ん
な
に
多
い
の
に
、
そ
の
研
究
成
果
が
書
物
と
な
っ
て
刊

行
さ
れ
た
と
い
う
話
も
聞
こ
え
て
こ
な
い
。
日
本
人
の
英
文
学
研
究
の
社
会
的
評
価
は
、
け
っ
し
て
高
く
な
い
証
左
で
あ
ろ
う
か
。

い
ま
は
昔
と
ち
が
っ
て
外
国
に
行
く
こ
と
は
容
易
で
あ
る
か
ら
、
原
地
に
お
も
む
き
、
秘
庫
や
図
書
館
、
文
書
館
を
漁
り
、
未
知
の
文
献
資
料
を
さ
が
す
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
で
き
れ
ば
本
国
の
研
究
者
と
お
な
じ
位
置
に
な
ら
び
、
か
れ
ら
と
お
な
じ
土
俵
で
勝
負
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
で
き
な
い
相
談
で
は
な
い
が
、
そ
こ
ま
で
や
る
日
本

人
は
ひ
じ
ょ
う
に
す
く
な
い
。

要
は
、
日
本
人
の
英
文
学
研
究
は
、
日
本
的
で
あ
っ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
じ
め
な
研
究
を
“
我
流
”
で
や
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
研
究
対
象
の
妙
味
や
本
質

に
ふ
れ
る
に
は
、
洞
察
力
と
直
観
力
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
働
か
せ
る
し
か
道
は
な
く
、
会
心
の
作
が
生
れ
た
と
き
、
じ
ぶ
ん
の
解
釈
や
印
象
を
な
る
べ
く
欧
文
に
ま
と
め
、
ど
し

ど
し
発
表
し
、
国
際
的
に
進
出
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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人
が
ふ
つ
う
論
文
を
発
表
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
新
し
い
発
見
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
世
間
周
知
の
事
実
を
活
字
に
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
し
、
そ
れ
を
印
刷

に
付
す
こ
と
は
ま
っ
た
く
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

何
ん
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
外
国
文
学
を
研
究
す
る
の
か
。
き
っ
と
そ
こ
に
目
的
を
意
識
し
た
衝
動
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
文
学
研
究
と
い
う
も
の
は
、
抽
象
的
ま

た
は
科
学
的
方
法
に
よ
っ
て
、
何
か
に
つ
い
て
真
理
を
知
る
た
め
の
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
は
骨
を
お
っ
て
作
っ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
英
文
学
研
究
に
つ
い
て
い

え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
芸
術
的
に
昇
華
さ
せ
た
文
学
作
品
を
味
わ
い
、
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
そ
の
真
意
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
独

自
の
観
点
か
ら
、
独
自
の
感
性
を
も
っ
て
問
題
点
を
論
じ
よ
う
と
す
る
。

こ
れ
ま
で
人
が
あ
ま
り
気
づ
か
な
か
っ
た
点
に
、
人
の
注
目
を
あ
つ
め
よ
う
と
す
る
。
か
く
し
て
研
究
テ
ー
マ
が
定
ま
り
、
そ
れ
を
独
自
の
監
識
と
主
観
的
批
判
に
よ
り

論
評
し
よ
う
と
す
る
。
研
究
を
お
こ
な
う
に
は
、
研
究
対
象
に
ほ
れ
込
む
必
要
が
あ
り
、
義
理
で
い
や
い
や
や
る
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
無
我
夢
中
に
な
れ
る
こ
と
が

い
ち
ば
ん
重
要
な
要
件
で
あ
る
。

英
文
学
が
わ
が
国
に
伝
わ
っ
て
ゆ
う
に
一
世
紀
以
上
に
な
り
、
こ
の
間
に
先
進
学
者
に
よ
り
、
何
度
も
研
究
方
法
に
つ
い
て
反
省
や
建
設
的
な
提
言
が
な
さ
れ
た
が
、
い

ず
れ
も
打
ち
あ
げ
花
火
に
お
わ
り
、
先
導
的
な
研
究
の
見
本
は
、
い
ま
だ
に
生
ま
れ
て
い
な
い
。
世
界
の
学
界
に
打
っ
て
出
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
れ
だ
け
の
実
力

や
業
績
を
も
っ
た
学
者
も
育
っ
て
い
な
い
。
日
本
人
の
英
文
学
研
究
は
、
ま
さ
に
「
井い

の
中
の
蛙

か
わ
ず

大た
い

海か
い

を
知
ら
ず
」
で
あ
り
、
こ
の
小
さ
な
島
国
の
中
で
、
ち
ま
ち
ま
と
や

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

日
本
人
は
、
ま
と
も
な
研
究
を
や
る
能
力
に
欠
け
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
も
っ
と
根
本
的
な
欠
陥
が
あ
る
の
か
、
わ
た
し
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
わ
が
国
の
多
く
の

研
究
者
が
や
っ
て
い
る
英
文
学
研
究
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
趣
味
的
な
も
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
本
国
の
研
究
者
と
拮き

っ

抗こ
う

し
う
る
本
格
的
な
も
の
で
は
な
い
。
日
本
人
の

中
に
は
、
外
国
の
こ
と
を
何
か
調
べ
た
り
、
読
ん
だ
り
、
書
い
た
り
し
て
お
れ
ば
偉
い
気
に
な
り
、
い
っ
ぱ
し
の
学
者
を
気
ど
る
者
も
い
る
が
、
か
れ
ら
は
じ
ぶ
ん
の
や
っ

て
い
る
こ
と
の
意
義
と
価
値
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
自
覚
が
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
え
せ
学
者
の
研
究
の
多
く
は
、
本
国
の
研
究
者
や
批
評
家
の
口
を
借
り
た
も
の
で
あ
り
、
あ
た
り
さ
わ
り
の
な
い
発
言
を
お
こ
な
い
、
あ
た
り
さ
わ
り
の
な

い
結
論
を
出
し
て
い
る
。
じ
ぶ
ん
の
意
見
を
は
っ
き
り
と
述
べ
る
自
信
と
勇
気
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
鑑
賞
に
も
と
ず
く
、
ひ
と
り
よ
が
り
の
、
独
善
的
、
主
観
的
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批
評
な
ら
ま
だ
し
も
よ
い
が
、
西
洋
人
の
口
ま
ね
を
し
た
、
ひ
と
を
瞞
着
さ
せ
る
も
の
が
多
い
よ
う
だ
。

日
本
人
の
英
文
学
研
究
の
あ
り
方
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
の
は
、
近
隣
の
国
々
、
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
方
法
で
あ
る
が
、
こ
の
方
面
の
情
報
は
す

く
な
く
、
現
状
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
し
、
世
界
に
通
用
す
る
顕
著
な
業
績
を
あ
げ
て
い
る
と
い
っ
た
ニ
ュ
ー
ス
も
入
っ
て
こ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
日
本
人
が
や
っ

て
い
る
の
と
大
同
小
異
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
目
を
む
け
る
と
、
ゆ
ら
い
ド
イ
ツ
は
英
語
学
、
フ
ラ
ン
ス
は
英
文
学
畑
で
、
本
国
を
し
の
ぐ
ほ
ど
の
研
究
成
果
を
あ
げ
た
。
ゆ
え
に
フ
ラ
ン
ス
の

英
文
学
研
究
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
な
に
か
研
究
の
手
法
や
方
向
に
指
針
を
し
め
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
英
文
学
者
が
た
ど
っ
た
道
程
は
、
何
か
を

示
唆
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
の
英
文
学
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
と
っ
て
と
同
様
、
外
国
文
学
で
あ
り
、
研
究
の
出
発
点
は
お

な
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。

ガ
リ
ア
人
の
末
裔
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
俗
ラ
テ
ン
語
か
ら
派
生
し
た
ロ
マ
ン
ス
語
（
フ
ラ
ン
ス
語
）
を
用
い
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
極
言
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス

人
と
異
文
同
種
の
民
族
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
ま
っ
た
く
言
語
系
統
や
語
形
を
異
に
す
る
英
語
を
ま
な
ぶ
さ
い
に
困
難
を
お
ぼ
え
る
の
と
ち
が
っ

て
、
英
語
の
字
母
二
十
六
と
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
る
単
語
、
さ
ら
に
基
礎
的
英
語
を
修
め
れ
ば
、
比
較
的
み
じ
か
い
期
間
内
に
、
一
定
て
い
ど
の
英
語
を
も
の
に
で

き
る
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
語
は
英
語
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
言
語
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
学
ぶ
と
き
、
た
い
へ
ん
苦
労
を
強
い
ら
れ
る
。
そ
の
困
苦
た
る
や
、
フ
ラ

ン
ス
人
が
英
語
を
学
ぶ
と
き
の
比
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
語
は
、
文
の
構
造
や
語
形
変
化
を
べ
つ
に
す
れ
ば
、
語
い
な
ど
英
語
と
似
た
も
の
が
多
く
、
英
語
と
の
類
似
性
が

顕
著
で
あ
る
。

日
本
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
を
修
得
で
き
な
い
主
な
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
発
想
法
が
異
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
民
族
が
異
っ
て
も
、
そ
の
体
内
に

は
似
た
よ
う
な
血
が
流
れ
て
お
り
、
思
想
や
感
受
性
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
幼
な
い
時
分
か
ら
横
文
字
に
見
な
れ
て
い
る
か
ら
、
英
語

を
見
て
も
違
和
感
を
か
ん
じ
な
い
。

一
方
、
ひ
ら
が
な
と
カ
タ
カ
ナ
、
漢
字
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
日
本
語
を
母
語
と
す
る
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
横
文
字
と
対
峙
し
た
と
き
、
は
じ
め

か
ら
違
和
感
を
も
つ
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
英
語
学
習
の
出
発
点
か
ら
、
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
。
英
語
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
人
に
先
ん

じ
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
頭
の
中
に
あ
る
の
は―

脈
絡
の
な
い
こ
ま
ぎ
れ
の
単
語
で
あ
り
、
あ
る
い
は
短
い
文
章
で
あ
る
。
英
語
を
読
む
と
き
は
、
そ
の
こ
ま
ぎ
れ
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の
単
語
の
訳
語
を
ひ
っ
ぱ
り
出
し
て
き
て
、
一
つ
ず
つ
原
文
の
単
語
に
当
て
は
め
て
い
き
、
一
語
一
句
、
判
じ
物
を
解
釈
す
る
よ
う
に
し
て
、
読
ん
で
ゆ
く
。

こ
の
よ
う
な
お
そ
ま
つ
な
英
語
力
で
は
、
と
て
も
学
問
的
に
英
文
学
の
研
究
な
ぞ
、
真
っ
正
面
か
ら
で
き
る
わ
け
が
な
い
。
原
作
の
真
意
に
と
て
も
ふ
れ
え
な
い
し
、
ま

や
か
し
の
批
評
し
か
で
き
な
い
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
日
本
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
同
じ
よ
う
に
研
究
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
の
英
語
力
、

に
ぶ
い
感
性
、
ひ
く
い
言
語
能
力
や
、
鑑
賞
力
や
批
評
力
か
ら
い
っ
て
、
英
文
学
の
研
究
な
ぞ
歯
が
立
た
な
い
。

西
洋
人
の
物
の
見
方
や
表
現
法
が
、
と
き
に
日
本
人
の
感
性
や
思
考
性
に
何
も
う
っ
た
え
な
い
こ
と
が
あ
る
し
、
原
作
全
体
か
ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と

異
な
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
と
て
も
欧
米
の
研
究
者
と
勝
負
に
な
ら
な
い
か
ら
、
当
面
か
れ
ら
が
見
落
し
た
も
の
、
気
づ
か
な
か
っ
た
点
の
発
見
に

努
め
る
し
か
な
い
。
そ
の
間

を
う
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
一
応
そ
の
研
究
は
成
功
し
た
も
の
と
い
え
る
。

非
力
な
日
本
人
学
徒
に
で
き
る
こ
と
は
、
作
者
の
字
句
の
選
び
方
や
こ
と
ば
の
配
置
に
細
心
の
注
意
を
払
い
、
か
つ
作
者
の
感
情
な
り
考
え
方
に
注
意
を
む
け
る
よ
う
に

し
、
作
品
ぜ
ん
た
い
を
情
緒
的
（
ふ
ん
い
き
的
）
に
と
ら
え
、
そ
の
印
象
を
じ
ぶ
ん
の
こ
と
ば
で
綴
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
要
は
西
洋
の
学
者
の
口
ま
ね
を
し
て
、

む
ず
か
し
い
理
屈
を
な
ら
べ
た
て
る
の
で
は
な
く
、
じ
ぶ
ん
が
感
じ
た
と
こ
ろ
の
も
の
、
じ
ぶ
ん
の
鑑
賞
を
伝
え
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
も
、
恩
師

島
田
謹
二
は
、「
原
文
を
よ
く
よ
め
」
と
強
い
調
子
で
い
っ
た
こ
と
を
お
も
い
だ
す
。

＊

英
文
学
者
の
卵
を
そ
だ
て
る
大
学
院
の
制
度
と
教
育
に
つ
い
て
も
一
考
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
国
立
私
立
を
問
わ
ず
、
大
学
院
の
英
文
学
教
育
は
、
教
育
と
研
究
の
実
を
あ

げ
て
い
な
い
。
不
断
に
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
教
師
は
す
く
な
く
、
ま
た
研
究
の
や
り
方
を
知
っ
て
い
る
者
も
す
く
な
い
。
半
可
通
の
教
師
が
、
知
識
の
乏
し
い
学
生
に

え
ら
そ
う
に
講
義
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
講
義
の
中
心
は
、
テ
キ
ス
ト
を
よ
ん
で
訳
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
原
作
の
ふ
か
い
味
わ
い
に
迫
る
よ
う
な
評
釈
や
解
説
が
ほ

と
ん
ど
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
英
文
学
研
究
法
に
つ
い
て
の
話
や
、
修
士
論
文
や
博
士
論
文
作
成
の
指
導
も
な
い
。
指
導
教
授
に
し
て
も
、
じ
っ
さ
い
研
究
ら
し
い
研
究
を
や
っ
て
い
な
い
か
ら
、

人
さ
ま
に
差
し
出
が
ま
し
い
指
導
な
ど
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

東
京
の
田
ん
ぼ
の
中
に
あ
る
、
あ
る
私
立
学
校
の
文
学
部
英
文
科
の
ば
あ
い
、
た
し
か
に
明
治
以
来
有
為
の
人
材
を
多
数
世
に
送
り
だ
し
て
き
た
が
、
こ
れ
と
い
っ
た
学

者
は
あ
ま
り
育
っ
て
い
な
い
。
だ
い
た
い
伝
統
的
に
学
生
を
き
び
し
く
鍛
え
ぬ
く
風
土
が
な
く
、
閉
鎖
的
で
世
間
知
ら
ず
の
こ
の
学
校
に
は
、
惰
気
0

0

（
な
ま
け
心
）
の
よ
う
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な
も
の
が
横
い
つ
し
て
い
る
。
こ
の
学
校
を
出
て
、
情
実
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
英
文
科
の
教
員
に
お
さ
ま
っ
た
者
は
、
他
流
試
合
を
し
た
こ
と
は
な
い
し
、
実
力
の
ほ
ど
を

た
め
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
。

か
れ
ら
は
た
だ
ぬ
る
ま
湯
に
つ
か
り
、
先
輩
教
師
の
顔
色
を
う
か
が
い
、
か
れ
ら
に
へ
い
へ
い
し
て
き
た
だ
け
で
あ
る
。
お
よ
そ
勉
強
ら
し
い
勉
強
を
せ
ず
、
研
究
ら
し

い
研
究
を
せ
ず
、
顕
著
な
業
績
を
あ
げ
ず
、
い
っ
た
い
何
を
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
教
師
三
流
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
さ
み
し
い
業
績
で
、
お
く
面
も
な
く
、

え
ら
そ
う
に
授
業
を
や
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
も
し
大
学
院
の
教
師
で
あ
れ
ば
、
学
生
の
範は

ん

（
て
ほ
ん
）
と
な
る
た
め
に
、
営
々
と
し
て
学
び
、
精
魂
を
込
め
た
し
ご
と

を
し
、
大
著
の
一
つ
で
も
あ
ら
わ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
に
、
そ
ん
な
大
き
な
著
述
を
な
せ
ば
同
僚
に
不
安
を
あ
た
え
、
か
れ
ら
を
意
気
消
沈
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。

わ
た
し
の
友
人
は
、
英
文
専
攻
の
ひ
じ
ょ
う
に
す
ぐ
れ
た
院
生
で
あ
っ
た
が
、
修
士
論
文
の
口
頭
試
問
の
と
き
、
質た

ち

の
悪
い
、
知
っ
た
か
振
り
の
教
授
（
業
績
は
、
数
冊

の
翻
訳
と
若
干
の
論
文
し
か
な
い
）
に
、
さ
ん
ざ
ん
し
ぼ
ら
れ
た
あ
げ
く
、
わ
る
い
評
価
を
つ
け
ら
れ
、
博
士
課
程
へ
の
道
を
閉
ざ
さ
れ
た
。
こ
れ
は
最
悪
の
ケ
ー
ス
で
あ

る
。
い
ま
か
れ
は
豊
橋
の
古
刹
の
住
職
を
や
る
か
た
わ
ら
、
私
大
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
講
師
を
つ
と
め
て
い
る
。

国
立
大
学
と
私
立
大
学
の
院
生
を
く
ら
べ
た
ば
あ
い
、
国
立
の
ほ
う
が
一
般
的
学
力
が
や
や
高
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
業
績
面
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
は
な
い
は
ず
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
年
齢
や
学
校
に
関
係
な
く
、
ま
れ
に
み
る
筆
力
を
も
つ
才
人
が
、
私
学
に
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。

田
ん
ぼ
の
中
の
学
校
の
ば
あ
い
、
同
輩
は
と
く
に
目
立
っ
た
研
究
を
し
て
い
な
い
か
ら
、
じ
ぶ
ん
も
何
も
し
な
い
。
惰
眠
を
む
さ
ぼ
る
の
が
一
般
的
風
潮
と
し
て
定
着
し

て
お
り
、
世
間
が
み
と
め
る
顕
著
な
業
績
を
あ
げ
る
こ
と
な
く
、
七
十
歳
ま
で
だ
ら
だ
ら
と
働
き
、
名
誉
教
授
の
称
号
を
み
や
げ
に
学
校
を
去
っ
て
ゆ
く
。

ま
と
も
な
研
究
者
が
育
た
な
い
理
由
が
こ
れ
で
あ
る
。
院
生
は
さ
ん
ざ
ん
な
ま
け
、
学
業
を
な
お
ざ
り
に
す
る
懶ら

ん

惰だ

な
空
気
に
な
れ
て
い
る
か
ら
、
楽
を
し
て
学
校
を
出

る
こ
と
を
考
え
る
。
大
学
院
の
科
目
は
、
他
大
学
な
み
に
、
む
ず
か
し
い
文
字
が
麗
々
し
く
な
ら
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
名
ば
か
り
で
、
中
味
は
大
し
て
実
体
が
な
い
。

そ
し
て
博
士
課
程
に
い
た
っ
て
は
、
有
名
無
実
で
あ
り
、
課
程
博
士
は
お
ろ
か
論
文
博
士
も
出
さ
な
い
。
じ
ぶ
ん
た
ち
が
学
位
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら―

い
や
顕
著
な

業
績
が
な
い
か
ら―

た
ま
に
博
士
請
求
論
文
が
出
て
も
、
な
ん
の
こ
う
の
と
難
癖
を
つ
け
て
出
さ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
論
文
を
も
っ
て
来
ら
れ
る
と
、
た

い
へ
ん
め
い
わ
く
な
の
で
あ
る
。

一
般
学
生
は
、
英
文
科
の
実
体
を
知
ら
ず
、
末
を
た
の
し
み
に
、
毎
年
大
学
院
に
入
っ
て
く
る
。
名
ば
か
り
の
実
質
の
な
い
英
文
科
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
…
…
。
の

ち
に
か
れ
ら
は
幻
滅
と
悲
哀
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
こ
と
も
知
ら
ず
に
…
…
。
こ
の
種
の
イ
ン
チ
キ
大
学
院
が
、
い
ま
や
時
代
お
く
れ
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
ま
た
実
体

を
知
ら
ず
に
大
学
院
に
入
っ
て
く
る
学
生
は
あ
わ
れ
で
あ
る
。
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こ
の
学
校
の
英
文
科
の
教
員
は
、
人
を
あ
ざ
む
き
、
じ
ぶ
ん
で
も
よ
く
わ
か
ら
ぬ
外
国
語
を
ふ
り
ま
わ
し
て
い
る
だ
け
と
い
え
る
。
こ
の
学
校
の
最
大
の
利
点
は
、
日
本

有
数
の
図
書
館
を
も
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

二　

日
本
に
お
け
る
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
。

二
十
代
の
わ
た
し
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
、
語
学
の
勉
強
を
か
ね
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
英
訳
本
を
じ
つ
に
た
く
さ
ん
読
ん
だ
。
が
、
い
ま
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
原

作
の
風
景
が
お
も
い
だ
せ
て
も
、
細
部
と
な
る
と
も
う
記
憶
に
は
な
い
。
い
ま
お
も
え
ば
、
よ
ん
だ
と
い
う
よ
り
、
横
文
字
を
目
で
追
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
英
文
学
の

主
要
作
品
は
、
ほ
と
ん
ど
読
ん
で
い
な
い
し
、
ま
た
古
典
に
せ
よ
、
現
代
物
に
せ
よ
、
身
を
入
れ
て
よ
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
っ
た
い
に
学
校
の
授
業
は
、
ど
れ
も
お

も
し
ろ
く
な
く
、
ま
た
興
味
を
覚
え
な
か
っ
た
か
ら
、
わ
た
し
の
学
生
生
活
は
、
た
だ
す
き
な
本
を
よ
ん
で
お
わ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

三
十
ち
か
く
に
な
り
、
た
ま
た
ま
季
刊
誌
『
比
較
文
学
研
究　

�5
』（
東
大
比
較
文
学
会
、
昭
和
��
・
４
）
を
手
に
と
っ
た
と
き
目
に
ふ
れ
た
島
田
謹
二
の
「
オ
ー
ギ
ュ

ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
業
績―

『
フ
ラ
ン
ス
派
英
文
学
研
究
』
の
一
章
」（
二
段
組
、
九
三
頁
〜
一
八
三
頁
、
こ
れ
は
『
台
北
帝
国
大
学　

文
政
学
部
文
学
科
研
究
年

報　

第
三
輯
』［
昭
和
�2
・
４
］
に
発
表
し
た
「
仏
蘭
西
派
英
文
学
の
研
究―

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
業
績
」
五
頁
〜
一
○
二
頁
を
増
補
改
訂
し
た
も
の
）

に
心
を
う
ば
わ
れ
、
ひ
と
い
き
に
読
ん
だ
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
英
文
学
者
が
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
田
園
詩
人
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ン
ズ
の
人
と
芸
術
に
つ
い
て
著
わ
し
た

論
著
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
が
得
意
と
す
る
“
個
人
作
家
”
の
抱
括
的
な
研
究
の
生
成
の
秘
密
や
英
文
学
の
教
師
と
し
て
の
箴し

ん

諫か
ん

に
つ
い
て
解
説
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
島
田
の
簡
潔
な
文
体
。
晦
渋
な
と
こ
ろ
が
す
こ
し
も
な
い
文
章
。
息
が
か
よ
い
、
生
彩
に
富
ん
だ
叙
述
。
文
章
か
ら
情
景
が
は
っ
き
り
と
浮
か
ん
で
く

る
、
力
強
い
描
写
力
。

息
の
な
が
い
、
し
か
も
何
度
も
行
き
つ
も
ど
り
つ
し
な
け
れ
ば
前
に
進
め
ぬ
、
お
も
し
ろ
味
に
欠
け
た
文
章
を
読
ま
さ
れ
て
き
た
わ
た
し
に
は
、
島
田
論
文
は
目
が
さ
め

る
よ
う
な
述
作
で
あ
り
、
わ
れ
を
忘
れ
て
よ
ん
だ
。
そ
こ
に
は
一
篇
の
小
説
を
よ
む
よ
う
な
た
の
し
さ
が
あ
り
、
読
み
お
え
て
も
、
知
的
昂
奮
が
い
つ
ま
で
も
さ
め
や
ま
な

か
っ
た
。
島
田
の
入
魂
の
一
作
で
あ
る
。

わ
た
し
は
島
田
の
も
と
受
講
生
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
口
吻
と
人
と
な
り
を
思
い
お
こ
し
な
が
ら
、
そ
の
長
編
論
文
を
味
読
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
あ
あ
、
ど
う
し
た

ら
こ
ん
な
絵
画
的
な
文
章
が
書
け
る
の
か
。
ど
う
し
た
ら
こ
ん
な
研
究
が
で
き
る
の
か
。
い
っ
た
い
ど
う
い
っ
た
文
献
資
料
を
使
え
ば
こ
の
よ
う
な
作
品
が
書
け
る
の
か
。

ぜ
ひ
そ
の
製
作
の
秘
密
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
論
文
の
な
か
に
は
、
参
考
書
目
は
ほ
と
ん
ど
挙
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
は
む
ず
か
し
か
っ
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た
。あ

れ
か
ら
数
十
年
の
歳
月
が
た
っ
た
。
そ
の
間
に
と
き
ど
き
こ
の
論
文
を
何
度
か
再
読
し
、
む
か
し
と
お
な
じ
よ
う
な
感
興
を
も
よ
お
し
た
。
あ
れ
は
数
年
前
の
初
夏
の

こ
ろ
か
。
と
き
ど
き
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
の
帰
り
に
立
ち
寄
る
古
書
肆
「
早
稲
田
進
省
堂
」
の
主
人
に
、
た
ま
た
ま
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
『
ロ
バ
ー

ト
・
バ
ー
ン
ズ
研
究
』
の
有
無
を
き
い
た
ら
、「
あ
り
ま
す
」
と
い
っ
た
思
い
が
け
な
い
返
事
が
返
っ
て
き
た
の
で
お
ど
ろ
い
た
。
主
人
は
ほ
こ
り
に
ま
み
れ
た
書
棚
の
い

ち
ば
ん
高
い
と
こ
ろ
か
ら
、
淡
い
空
色
の
大
部
の
二
冊
本
を
と
り
だ
す
と
、
そ
れ
を
わ
た
し
に
示
し
た
。

わ
た
し
は
数
十
年
の
あ
い
だ
渇
望
し
て
止
ま
な
か
っ
た
“
幻
の
書
”
を
手
で
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
感
慨
無
量
で
あ
っ
た
。
す
ぐ
そ
れ
を
も
と
め
る
と
、
満
ち
た
り

た
気
持
で
家
路
に
つ
い
た
。
そ
の
後
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
著
作
の
す
べ
て
を
蒐
集
す
る
こ
と
に
取
り
か
か
っ
た
。
神
田
の
古
書
店
を
通
じ
、
世
界
中
に
探
索
の
綱
を
は
っ
て

も
ら
っ
た
。
や
が
て
捜
索
の
返
事
が
ひ
と
つ
ず
つ
や
っ
て
き
た
。
や
っ
ぱ
り
フ
ラ
ン
ス
は
文
献
が
い
ち
ば
ん
多
く
、
つ
い
で
イ
ギ
リ
ス
か
ら
意
外
な
も
の
が
み
つ
か
っ
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
と
っ
く
に
絶
版
と
な
っ
て
い
る
珍
し
い
論
著
や
詩
集
な
ど
の
ほ
か
に
、
名
刺
や
書
簡
な
ど
が
見
つ
か
っ
た
。
わ
た
し
は
、
金
に
糸
目
を
つ
け
な
い
で
す
べ

て
注
文
し
、
購
入
し
た
。

つ
ぎ
な
る
わ
た
し
の
最
大
の
関
心
は
、
そ
の
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
そ
の
ひ
と
の
生
涯
の
足
跡
を
た
ど
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
一ひ

と

夏な
つ

を
か
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
ロ
ン
ド
ン

郊
外
の
グ
リ
ニ
ッ
ジ
、
北
仏
は
フ
ラ
ン
ド
ル
の
地―
ダ
ン
ケ
ル
ク
、
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
・
シ
ュ
ー
ル
・
メ
ー
ル
、
ド
ゥ
ー
エ
ー
、
リ
ー
ル
の
ほ
か
、
エ
タ
ー
プ
ル
、
ベ
ル

ク
・
シ
ュ
ー
ル
・
メ
ー
ル
、
パ
リ
、
ル
ー
ア
ン
そ
の
他
を
訪
ね
歩
い
た
。
そ
の
間
、
各
地
の
文
書
館
、
図
書
館
で
珍
し
い
資
料
を
偶
目
で
き
、
予
想
外
の
収
穫
を
う
る
こ
と

が
で
き
た
。
つ
ぎ
に
記
す
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
記
述
に
、
読
者
が
何
か
新
鮮
味
を
覚
え
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
そ
の
と
き
の
取
材
の
成
果
の
お
か
げ
で
あ
る
。

＊

“
フ
ラ
ン
ド
ル
の
ペ
ト
ラ
ル
カ
”
の
異
名
を
も
つ
、
学
匠
詩
人
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
な
い
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
名
前
が
活

字
と
な
っ
て
日
本
の
文
献
に
あ
ら
わ
れ
た
の
が
い
つ
の
こ
と
か
、
判
然
と
し
な
い
。
ま
だ
だ
れ
も
日
本
に
お
け
る
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
に
つ
い
て
、
書
誌
的
な
研
究
を
お
こ
な
っ

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

わ
た
し
の
乏
し
い
知
見
で
は
、
島
田
謹
二
は
当
時
台
北
高
等
学
校
の
講
師
で
あ
っ
た
昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）
の
夏
、
内
地
に
帰
っ
た
と
き
京
都
帝
国
大
学
助
教
授
・
石

田
憲
次
宅
を
訪
れ
た
。
そ
の
と
き
石
田
よ
り
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
英
文
学
の
研
究
書
に
つ
い
て
の
話
を
聞
き
、
そ
の
談
話
筆
記
を
島
田
は
「
仏
蘭
西
人
の
英
文
学
研
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究
」
と
題
し
、
石
田
の
名
で
雑
誌
『
書
物
の
趣
味
』（
昭
和
2
・
��
）
に
発
表
す
る
の
だ
が
、
そ
の
中
に
、“A
uguste A

ngellié マ
マr 

のR
obert B

urns” 

と
出
て
く
る
。
こ

れ
こ
そ
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
名
前
の
初
出
で
は
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。

つ
い
で
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
名
が
紙
面
に
現
れ
た
の
は
、
中
村
為
治
の
『
バ
ー
ン
ズ
』（
研
究
社
英
米
文
学
叢
書　

�2
、
研
究
社
、
昭
和
９
・
５
）
で
あ
る
。
巻
尾
の
バ
ー

ン
ズ
文
献
の
な
か
に
、A

ngellier, A
.:É

tude sur la vie et les oeuvres de R
obert B

urns. Paris, �892

と
あ
る
。

そ
の
つ
ぎ
に
こ
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
こ
と
が
出
て
く
る
の
は
、
雑
誌
『
愛
書　

第
二
輯
』（
昭
和
９
・
８
）
で
あ
る
。
こ
の
中
に
“
市
河
十
九
”
の
「
学
匠
の
歌

─
ア
ン

ヂ
ュ
リ
エ
の
詩
書
」
と
い
っ
た
小
論
（
六
五
頁
〜
七
四
頁
）
が
載
っ
て
い
る
。
市
河
十
九
は
、
島
田
謹
二
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
あ
る
。

執
筆
者
が
東
北
帝
国
大
学
の
二
年
生
の
と
き
、
土
居
光
知
教
授
が
英
文
学
史
を
講
じ
て
十
八
世
紀
末
に
入
っ
た
と
き
、
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ン
ズ
に
至
っ
た
。
そ
の
と
き

「
バ
ァ
ン
ズ
の
歌
謡
を
楽
譜
と
仏
訳
と
を
併
せ
録
し
た
プ
リ
ン
ト
を
配
っ
て
話
を
進
め
ら
れ
た
」
と
い
う
。
そ
の
プ
リ
ン
ト
に
記
さ
れ
て
い
た
仏
訳
者
の
名
が A

uguste 

A
ngellier 

で
あ
っ
た
と
い
う
。

島
田
は
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
名
を
脳
裡
に
き
ざ
ん
だ
ま
ま
学
窓
を
巣
立
つ
の
だ
が
、
そ
の
ひ
と
が
ど
う
い
っ
た
人
物
で
あ
る
か
明
ら
か
に
し
え
た
の
は
、
そ
の
後
何
年
か
た

ち
、
フ
ラ
ン
ス
の
英
文
学
者
の
著
作
を
組
織
的
に
よ
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

邦
人
が
学
匠
詩
人
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
名
と
学
問
的
業
績
（『
バ
ー
ン
ズ
研
究
』）
と
処
女
詩
集
『
別ラ

ミ
・
ペ

ル

デ

ュ

れ
た
女
人
に
』
に
つ
い
て
語
っ
た
の
は
、
島
田
が
は
じ
め
で
あ
る
。
こ

の
あ
と
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
名
前
が
出
て
く
る
の
は
、
つ
ぎ
の
諸
文
献
で
あ
る
。

㈠ 

島
田
謹
二
「
英
文
学
研
究
法
に
関
す
る
一
考
察―

仏
蘭
西
派
英
文
学
に
就
て
」（『
英
文
学
研
究
』
第
十
七
巻　

第
一
巻
所
収
、
昭
和
�2
・
2
）

㈡ 

島
田
謹
二
「
仏
蘭
西
派
英
文
学
の
研
究―

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ヂ
ュ
リ
エ
の
業
績
」（
台
北
帝
国
大
学
文
政
学
部
『
文
学
研
究
年
報　

第
三
輯
』
所
収
、
昭
和
�2
・

�
）

㈢ 

阪
田
勝
三
訳
『
バ
ー
ン
ズ
詩
選
』（
新
月
社
、
昭
和
2�
・
�
）

㈣ 

矢
野
峰
人
著
『
文
学
史
の
研
究
』（
松
柏
社
、
昭
和
��
・
��
）

㈤ 

島
田
謹
二
「
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジマ

マェ
リ
エ
の
『
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ン
ズ
研
究
』）
大
和
資
雄
編
『
詩
人
バ
ー
ン
ズ
』
所
収
、
松
柏
社
、
昭
和
�6
・
�
）

　
　

島
田
謹
二
「
私
の
英
語
・
英
文
学
修
業
」（『
白
山
英
文
学
』
第
七
号
所
収
、
昭
和
�6
・
��
）

㈥ 

島
田
謹
二
「
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジマ

マェ
リ
エ
の
業
績―

『
フ
ラ
ン
ス
派
英
文
学
研
究
』
の
一
章
」（『
比
較
文
学
研
究　

�5
』
所
収
、
昭
和
��
・
�
）
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㈦ 

島
田
謹
二
「
フ
ラ
ン
ス
派
英
文
学
に
打
ち
こ
む
」（『
英
語
研
究
』
十
二
月
号
所
収
、
研
究
社
出
版
株
式
会
社
、
昭
和

��
・
�2
）

㈧ 

島
田
謹
二
「
フ
ラ
ン
ス
英
文
学
者
の
跡
を
尋
ね
て
」（『
英
語
青
年
』
第
一
二
四
号
第
七
号
所
収
、
昭
和
5�
・
�0
）

㈨ 

島
田
謹
二
「
フ
ラ
ン
ス
英
文
学
者
の
あ
と
を
尋
ね
て―

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
故
里
」（『
英
語
青
年
』

第
一
二
五
巻
第
一
一
号
所
収
、
昭
和
55
・
2
）

㈩ 

矢
野
峰
人
著
『
飛
花
落
葉
集
─
古
今
東
西
文
苑
散
歩
』（
北
沢
書
店
、
昭
和
6�
・
2
）

（ ）十
一 

島
田
謹
二
著
『
フ
ラ
ン
ス
派
英
文
学
研
究　

上
巻
』（
南
雲
堂
、
平
成
７
・
８
）

三　

島
田
謹
二
先
生
を
お
も
う
。

こ
の
先
生
は
明
治
三
十
四
年
（
一
九
○
一
）
三
月
二
十
日
、
日
本
橋
区
本
銀
町
に
生
ま
れ
、
平
成
五
年
（
一
九
九
三
）
四
月
二
十
日
、
脳
梗
塞
に
よ
り
亡
く
な
っ
た
。
享

年
九
十
二
歳
で
あ
っ
た
。
学
歴
は
、
当
時
お
茶
の
水
に
あ
っ
た
私
立
・
京
華
中
学
か
ら
東
京
外
国
語
学
校
英
語
部
に
進
み
、
つ
い
で
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
英
文
学
科
に

入
学
し
、
そ
こ
を
卒
業
し
た
の
ち
台
湾
に
渡
り
、
台
北
高
等
学
校
教
授
と
な
り
、
台
北
帝
国
大
学
文
政
学
部
講
師
を
兼
任
し
た
。

戦
争
中
は
香
港
大
学
図
書
館
管
理
の
た
め
陸
軍
司
政
官
（
大
佐
相
当
）
と
な
り
、
現
地
に
赴
任
し
た
。
し
か
し
、
日
本
の
敗
戦
と
と
も
に
捕
虜
と
な
り
、
五
ヶ
月
間
ス
タ

ン
レ
ー
半
島
の
収
容
所
で
く
ら
し
た
。
の
ち
、
内
地
送
還
と
な
り
、
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
一
つ
肩
に
背
お
い
、
鹿
児
島
に
上
陸
し
た
。
昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
五
月
、

第
一
高
等
学
校
講
師
（
の
ち
教
授
）、
つ
い
で
新
設
の
東
京
大
学
教
養
学
部
教
授
、
さ
ら
に
大
学
院
が
開
設
さ
れ
る
と
、
比
較
文
学
比
較
文
化
課
程
の
主
任
と
な
り
、
後
進

の
育
成
に
献
身
し
た
。

そ
の
間
、
都
内
の
官
私
立
の
大
学
で
英
文
学
を
講
じ
た
。
学
問
的
に
は
、『
ロ
シ
ア
に
お
け
る
広
瀬
武
夫
』（
弘
文
堂
、
昭
和
�7
・
6
）、『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
秋
山
真

之
』（
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
��
・
7
、
日
本
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
ク
ラ
ブ
賞
）、『
日
本
に
お
け
る
外
国
文
学
』（
上
下
の
二
巻
、
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
50
・
�2
〜
5�
・
2
、
日
本
学

士
院
賞
）、『
ロ
シ
ア
戦
争
前
夜
の
秋
山
真
之
』（
朝
日
新
聞
社
、
平
成
2
・
5
、
菊
池
寛
賞
）
な
ど
の
大
作
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
世
に
問
い
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
文
化
功

労
者
と
し
て
顕
彰
さ
れ
た
。
没
後
、『
華
麗
島
文
学
志―

日
本
詩
人
の
台
湾
体
験
』（
明
治
書
院
、
平
成
7
・
6
）
が
刊
行
さ
れ
た
。

ま
た
こ
れ
ら
の
述
作
と
は
べ
つ
に
フ
ラ
ン
ス
派
英
文
学
の
研
究―

『
ル
イ
・
カ
ザ
ミ
ア
ン
の
英
国
研
究
』（
白
水
社
、
平
成
2
・
�
）
が
あ
る
し
、
遺
著
と
し
て
は

『
フ
ラ
ン
ス
派
英
文
学
研
究
』（
上
下
の
二
巻
、
南
雲
堂
、
平
成
7
・
8
）
が
あ
る
。

島田謹二教授
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こ
の
教
師
は
、
学
問
を
す
る
た
め
に
生
ま
れ
て
来
た
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
。
が
、
家
庭
的
に
は
め
ぐ
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
子
息
を
山
で
う
し
な
っ
た
り
、
連
れ
あ
い
と

離
別
す
る
と
い
っ
た
家
庭
の
不
幸
を
味
わ
っ
た
。
け
れ
ど
生
前
に
な
し
え
た
研
究
の
多
く
は
、
栄
誉
に
か
が
や
い
た
か
ら
、
別
な
い
み
で
幸
福
な
ひ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

ま
た
か
れ
に
た
い
し
て
は
毀き

誉よ

半
ば
す
る
が
、
た
し
か
に
稀き

世せ
い

の
学
者―

ま
こ
と
に
異
色
あ
る
学
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
講
義
を
よ
ろ
こ
ん
で
聴
い
て
く
れ
る
者
に
た
い
し

て
は
、
だ
れ
か
れ
の
区
別
な
く
愛
情
を
注
い
だ
。

わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
ず
い
ぶ
ん
多
く
の
教
師
と
出
会
い
、
そ
の
教
え
を
受
け
た
も
の
だ
が
、
ど
の
授
業
も
う
わ
の
そ
ら
で
聞
き
、
勉
学
そ
の
も
の
に
興
味
を
お
ぼ
え
た
こ

と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
教
師
の
授
業
だ
け
は
、
身
魂
を
ふ
る
わ
せ
る
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
。
は
た
ち
す
ぎ
の
小
僧
が
、
こ
の
教
師
の
授
業
を
は
じ
め
て
う
け
た
と

き
の
印
象
は
ま
こ
と
に
強
烈
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
ろ
こ
の
教
師
は
、
ち
ょ
う
ど
い
ま
の
わ
た
し
の
年
齢―

六
十
台
な
か
ば
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
目
鼻
立
ち
の
と
と
の
っ
た
顔
。
や
や
厚
い
、
口
び
る
。
眼
鏡
を
か

け
て
い
た
が
、
ビ
ン
の
底
の
よ
う
に
厚
い
レ
ン
ズ
が
フ
レ
ー
ム
に
お
さ
ま
っ
て
い
た
。
背
丈
は
、
高
か
ら
ず
低
か
ら
ず
と
い
っ
た
と
こ
ろ
。
装
い
は
、
学
者
ら
し
く
地
味
で

あ
っ
た
。
口こ

う

跡せ
き

は
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
音お

ん

吐と

（
声
の
出
し
方
）
は
朗
朗
と
し
て
い
た
。
天
性
の
美
声
の
も
ち
ぬ
し
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

渾
身
の
精
気
を
こ
め
て
語
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
あ
の
熱
っ
ぽ
い
語
り
口

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
、
四
十
年
以
上
も
た
っ
た
い
ま
も
あ
り
あ
り
と
思
い
お
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。
お
も
し
ろ
味
の
欠
如
し
た
も

そ
も
そ
授
業
に
う
ん
ざ
り
し
て
い
た
わ
た
し
は
、
こ
の
教
師
の
第
一
声
を
聞
い
た
と
き
か
ら
、
生
の
気
力
を
感
じ
る
お
も
い
が
し
た
。

大
学
三
年
生
の
と
き
、
こ
の
教
師
の
授
業
を
三
コ
マ
受
講
し
た
。
そ
の
内
訳
は
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
英
文
学
（
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
）
が
一
コ
マ
と
、
英
文
学
特

講
を
二
コ
マ
で
あ
っ
た
。
後
者
は
ポ
ー
の
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」
と
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
『
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
』
の
購
読
で
あ
っ
た
。『
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
』
の
授
業
を
の
ぞ

く
と
、
記
憶
は
だ
い
ぶ
う
す
れ
て
い
る
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
英
文
学
に
お
い
て
は
、
プ
リ
ン
ト
を
用
い
た
ろ
う
か
。
黒
板
に
チ
ョ
ー
ク
で
何
や
ら
文
字
を
書
い
た
よ
う
な
記
憶

が
あ
る
。

ポ
ー
の
短
篇
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」
は
読
了
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
二
度
ほ
ど
補
講
を
や
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
終
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
授
業
の
印
象
と
想
い
出
は
稀

薄
で
あ
る
が
、「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
の
崩
壊
」（T

he F
all of H

ouse of U
sher

）
を
、「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
、
崩く

ず

れ
倒た

お

る
る
の
記（

�0
）」

と
訳
さ
れ
た
こ
と
を
憶
え
て
い
る
。

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
『
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
』
の
講
釈
は
、
い
ち
ば
ん
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
わ
た
し
は
毎
時
間
、
こ
の
教
師
の
口
か
ら
で
る
片
言
雙
語
を
も
聞
き
も
ら
す
ま
い
と

耳
を
傾
け
た
。
先
生
は
い
つ
も
始
業
か
ら
十
二
、
三
分
お
く
れ
て
教
室
に
や
っ
て
く
る
。
教
科
書
と
“
淡
い
レ
ン
ガ
色
の
本
”
を
手
に
し
て
教
室
に
入
る
と
、
出
欠
を
と
ら

ず
、
お
も
む
ろ
に
原
文
を
よ
み
は
じ
め
る
。
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わ
れ
わ
れ
の
教
科
書
は
、
大
阪
大
学
教
授
・
竹
友
乕と

ら

雄お

（
藻
風
）
が
解
説
と
注
を
つ
け
た
版
本 “T

he Prelude” by W
illiam

 W
ordsw

orth

（
研
究
社
英
文
学
叢
書
、
上

巻
、
昭
和
�9
・
６
）
で
あ
っ
た
。“
淡
い
レ
ン
ガ
色
”
の
本
は
、
わ
れ
わ
れ
に
示
す
こ
と
は
な
く
、
ど
ん
な
も
の
か
判
ら
な
か
っ
た
が
、
わ
た
し
は
昭
和
四
十
一
年
の
三
月
、

東
大
赤
門
前
の
古
書
店
「
大
山
堂
」
で
み
つ
け
、
早
速
求
め
た
。
そ
れ
は
パ
リ
の
オ
ー
ビ
エ
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
、
英
文
学
の
古
典
の
対
訳
叢
書
ち
ゅ
う
の
一
冊

（W
ordsw

orth:Le Prélude ou la croissance de l’esprit d’un poète, Introduction, traduction et notes de Louis C
azam

ian tom
e

� 

）
で
あ
り
、
著
名
な
英
文
学

者
ル
イ
・
カ
ザ
ミ
ア
ン
が
く
わ
し
い
解
説
と
フ
ラ
ン
ス
語
訳
を
つ
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
四
十
三
年
（
一
九
六
八
）
三
月
、
わ
た
し
は
、
辞
引
を
ひ
き
な
が
ら
こ
の
オ
ー
ビ
エ
版
を
読
み
は
じ
め
、
約
一
年
か
け
て
翌
年
の
春
四
月
読
み
あ
げ
た
。
が
、
わ
た

し
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
力
で
は
、
内
容
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
消
化
で
き
な
か
っ
た
。『
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
』
と
い
っ
た
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
長
編
詩
は
、
一
種
の
自
伝
で
も
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は

ブ
ッ
ク
・
ワ
ン

第
一
編
を
す
っ
と
ん
で
、
い
き
な
り

ブ
ッ
ク
・
ツ
ー

第
二
編
の
“
学
校
時
代
”（School-T

im
e

）
か
ら
習
っ
た
。
そ
し
て
一
年
か
け
て
、
こ
の
第
二
編
（
二
四
頁
〜
三
九
頁
）
だ

け
を
読
み
お
え
た
。
こ
の
章
編
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
故
郷
ホ
ー
ク
ス
ヘ
ッ
ド
の
学
校
生
活
を
背
景
と
す
る
、
十
歳
か
ら
十
七
歳
ご
ろ
ま
で
の
精
神
史
で
あ
る
。

毎
回
、
十
五
行
ほ
ど
進
ん
だ
で
あ
ろ
う
か
。
学
生
に
訳
を
つ
け
さ
せ
ず
、
教
師
の
一
方
的
な
独
演
で
あ
っ
た
。
原
文
を
独
特
の
節ふ

し

回ま
わ

し
で
よ
む
と
、
そ
れ
に
独
特
の
訳
を

つ
け
て
い
っ
た
。
な
か
な
か
味
の
あ
る
訳
し
ぶ
り
で
あ
っ
た
が
、
訳
語
を
教
科
書
に
書
き
入
れ
て
お
か
な
か
っ
た
こ
と
が
、
い
ま
悔く

や

ま
れ
る
。

テ
キ
ス
ト
の
朗
読
の
調
子
は
、
や
や
声
を
長
く
ひ
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
読
み
手
の
感
情
を
表
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

B
O

O
K

 SE
C

O
N

D

SC
H

O
O

L-T
IM

E
―

(C
O

N
T

IN
U

E
D

)

T
hus far, O

 Friend! have w
e, though leaving m

uch

U
nvisited, endeavour’d to retrace

M
y life through its first years, and m

easured back

T
he w

ay I travell’d w
hen I first began

T
o love the w

oods and fields;

こ
れ
を
教
師
は
、
詠
嘆
調
で
読
ん
で
ゆ
く
。
そ
の
声
は
朗
々
と
教
室
内
で
ひ
び
い
た
。「
ザ
ス
、
フ
ァ
ー
、
オ
ー
フ
レ
ン
ド
�
ハ
ブ　

ウ
ィ
（
…
…
）
ゾ
ゥ
リ
ー
ヴ
ィ
ン
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グ
マ
ッ
チ　

ア
ン
ヴ
ィ
ズ
ィ
ッ
テ
ッ
ド
（
…
…
）
イ
ン
デ
ヴ
ァ
ー
ド　

ト
ゥ
ー　

リ
ト
ゥ
レ
イ
ス　

マ
イ　

ラ
イ
フ　

ス
ル
ー　

イ
ッ
ツ　

フ
ァ
ー
ス
ト
ヤ
ー
ズ
…
…
」。

文
中
に
人
称
代
名
詞―

人
称
複
数
主
格
の “W

e” 

が
出
て
く
る
が
、
こ
の
語
を
「
わ
れ
わ
れ
」
と
訳
す
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
「
わ
れ
わ
れ
学
友
は
…
」
と
訳
し
た
。
そ

し
て
文
章
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
説
明
す
る
と
き
、
よ
く
「
こ
の
語
は
一
行
す
っ
と
ん
で
、
…
に
か
か
る
」
と
い
っ
た
。

と
き
ど
き
原
文
か
ら
脱
線
し
て
、
雑
談
に
興
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
わ
れ
わ
れ
学
生
に
は
、
授
業
そ
の
も
の
よ
り
、
そ
っ
ち
の
ほ
う
が
お
も
し
ろ
か
っ
た
。
当
時
の
わ

れ
わ
れ
の
語
学
力
で
は
、
と
て
も
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詞
華
を
よ
み
、
そ
れ
を
解
し
、
味
わ
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
。

あ
る
と
き
、
少
年
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
ひ
っ
か
け
て
、
じ
ぶ
ん
の
少
年
時
代
の
こ
と
を
語
っ
た
。

―

子
ど
も
の
こ
ろ
、「
謹
ぼ
う
」「
謹
ぼ
う
」
と
呼
ば
れ
た
。
上
野
の
“
擂す

り
鉢ば

ち

山
”
で
あ
そ
ん
だ
。
栗く

り

金き
ん

団と
ん

が
好
物
で
あ
っ
た
。

と
、
い
っ
て
み
た
り
、
湖
畔
に
た
た
ず
み
、
朝
日
を
な
が
め
た
り
、
山
あ
い
に
沈
ん
で
ゆ
く
夕
日
を
愛め

で
る
少
年
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
を
評
し
て
、

―

こ
ん
な
ま
せ
た
子
ど
も
は
、“
父と

っ
つ
ぁ
ん
小
僧
”
で
あ
る
。

と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
を
爆
笑
さ
せ
た
。
ま
た
何
か
の
つ
い
で
に
、
授
業
中
に
、“
コ
ロ
ッ
ケ
”
が
出
て
き
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
四
月
中
旬
に
は
じ
ま
っ
た
講
義
は
、

五
月
に
入
っ
た
。
そ
の
と
き
「
い
ま
の
時
候
を
フ
ラ
ン
ス
人
は
、j ジ

ョ
リ

oli m

メai

（
す
ば
ら
し
い
五
月
）
と
い
う
の
で
す
」
と
い
っ
た
の
を
お
ぼ
え
て
い
る
。
ま
た
授
業
中
に
こ

ん
な
こ
と
を
い
っ
た
。

―

外
国
語
が
読
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
会
話
と
か
作
文
は
む
ず
か
し
い
。
勉
強
は
コ
ツ
コ
ツ
や
る
も
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
生
き
て
い
る
作
家
を

識
り
、
つ
き
あ
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
外
国
の
景
色
を
想
い
う
か
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
国
内
の
景
色
か
ら
連
想
す
る
が
よ
い
。
大
学
を
出
た
と
き
、
ひ
と
り

立
ち
す
る
た
め
に
、
ノ
ー
ト
を
す
べ
て
焼
い
た
。
カ
ザ
ミ
ア
ン
は
、
パ
リ
風
の
発
音
で
は
、“
キ
ャ
ザ
ミ
ア
ン
”
と
な
る
。

試
験
（
学
年
末
に
一
度
だ
け
お
こ
な
っ
た
）
の
問
題
も
変
わ
っ
て
い
た
。
ぜ
ん
ぶ
で
二
問
と
く
の
で
あ
る
。
う
ち
一
問
は
英
文
和
訳
。
も
う
一
問
は
「
わ
た
し
の
講
義
に

つ
い
て
感
想
を
の
べ
よ
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
和
訳
問
題
は
、
少
年
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
が
“
日
の
出
”
や
“
入
日
”
を
見
た
と
き
の
感
動
を
歌
っ
た
も
の
で
、
つ
ぎ
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
問
一　

つ
ぎ
の
英
文
を
和
訳
せ
よ
。
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(I love him
) 

B
ut, for this cause, that I had seen him

 lay

H
is beauty on the m

orning hills, had seen　

T
he w

estern m
ountain touch his setting orb,

（
そ
の
沈
み
ゆ
く
球
体
＝
入
日
の
意―

引
用
者
）

In m
any a thoughtless hour, w

hen, from
 excess

O
f happiness, m

y blood appear’d to flow

W
ith its ow

n pleasure, and I breath’d w
ith joy.注

・
出
題
者
は
、
研
究
社
の
教
科
書
の
三
○
頁
か
ら
抜
い
て
出
題
し
た
も
の―

引
用
者
。

ま
た
あ
る
と
き
、
オ
ー
ビ
エ
版
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
を
ひ
ら
い
て
、
音
読
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
独
特
の
発
音
で
あ
り
、
詠
嘆
調
で
あ
っ
た
。
当
時
、
奇
異
の
感

に
打
た
れ
た
あ
の
ふ
し
ぎ
な
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
こ
と
を
い
ま
わ
た
し
は
な
つ
か
し
く
憶
い
お
こ
し
て
い
る
。

ポ
ー
の
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
、
崩
れ
倒
る
る
の
記
」
の
補
講
が
お
わ
っ
た
と
き
、
七
、
八
名
の
学
生
を
連
れ
て
、
中
華
料
理
店
に
行
き
、
五
目
そ
ば
を
ご
ち
そ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
道
す
が
ら
、
恐
る
恐
る
先
生
に
話
し
か
け
て
み
た
。

─
先
生
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
い
つ
勉
強
な
さ
い
ま
し
た
か
。

─
少
年
の
こ
ろ
か
ら
…
…
。
初
等
文
法
を
修
め
た
ら
、
単
語
を
覚
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
英
語
し
か
読
め
な
い
の
は
、
片
目
だ
。

─
ク
セ
ジ
ュ
の
…
…
訳
の
『
英
文
学
史
』
に
は
、
訳
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
が
あ
り
ま
す
が
…
…
。

─
あ
ん
な
も
の
と
い
っ
し
ょ
に
さ
れ
て
は
こ
ま
る
。

─
教
育
大
学
の
比
較
文
学
の
Ｆ
先
生
は
、
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

─
ま
だ
力
を
込
め
て
書
い
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
な
い
ね
。

院
生
の
こ
ろ
、
い
ち
ど
高
円
寺
の
住
居
（
ア
パ
ー
ト
）
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
。“
源
氏
の
会
”
が
催
さ
れ
る
日
で
あ
り
、
四
名
ば
か
り
の
来
客
（
う
ち
二
名
は
女
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性
）
が
あ
っ
た
。
先
生
の
座
卓
の
う
え
に
は
文
庫
本
が
山
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

積
ん
で
あ
っ
た
。
紅
茶
が
ふ
る
ま
わ
れ
、
一
杯
の
ん
で
帰
ろ
う
と
す
る
と
、「
も
う
一
杯
飲
ん
で
ゆ

け
」
と
い
っ
た
。

新
装
に
な
る
ま
え
の
新
宿
の
「
中
村
屋
」（
レ
ス
ト
ラ
ン
）
へ
は
、
わ
れ
わ
れ
学
生
は
、
よ
く
立
ち
寄
り
、“
中
華
ま
ん
じ
ゅ
”
を
食
べ
た
も
の
で
あ
る
。
友
人
と
た
ま
た

ま
入
ろ
う
と
し
た
と
き
、
美
し
い
女
性
を
連
れ
た
先
生
と
会
っ
た
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
同
席
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
先
生
は
「
か
れ
は
ぼ
く
の
講
義
を
き
い
た
」
と
い
っ
て
、

わ
た
し
を
そ
の
女
性
に
紹
介
し
た
。

そ
の
女
性
は
、
講
談
社
の
佐
藤
春
夫
全
集
を
担
当
し
た
編
集
者
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
先
生
は
わ
た
し
に
財
布
を
わ
た
す
と
、「
中
華
ま
ん
じ
ゅ
を
買
っ
て
き
て
く

れ
」
と
い
っ
た
。
ウ
エ
ー
ト
レ
ス
に
食
券
を
わ
た
し
、
ま
ん
じ
ゅ
が
来
る
あ
い
だ
、
わ
れ
わ
れ
は
緊
張
し
、
無
言
で
あ
っ
た
。「
司
馬
遼
（
太
郎
）
の
あ
の
本
を
買
っ
て
き

て
く
れ
た
か
ネ
」
と
い
っ
た
声
が
し
た
。

や
が
て
餡あ

ん

ま
ん
と
肉
ま
ん
が
き
た
。
先
生
は
い
っ
た
。「
ぼ
く
は
支し

那な

の
習
慣
で
、
餡
ま
ん
と
肉
ま
ん
を
両
手
に
も
っ
て
、
交
互
に
食
べ
る
ん
だ
」
と
い
っ
て
、
実
演
し

て
み
せ
た
。

ま
た
あ
る
と
き
、
山
の
手
線
の
な
か
で
、
座
席
に
す
わ
っ
た
先
生
の
す
が
た
を
み
た
。
お
そ
ら
く
ど
こ
か
の
学
校
で
の
講
義
の
帰
り
で
あ
ろ
う
。

―

荷
物
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

と
い
わ
れ
、
わ
た
し
は
た
い
へ
ん
恐
縮
し
た
。

―

こ
れ
か
ら
外
国
人
の
先
生
の
講
義
が
あ
り
ま
す
。
と
わ
た
し
は
い
っ
た
。
こ
の
先
生
は
、
い
っ
た
い
に
外
人
講
師
の
講
義
に
は
敬
意
を
表
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

―

ご
講
義
…
…
。
ワ
セ
ダ
の
弱
み
は
、
語
学
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。（
…
…
）
は
英
語
が
読
め
る
の
か
な
。

―

読
め
る
と
お
も
い
ま
す
。

わ
た
し
は
学
窓
を
出
て
、
あ
る
大
学
の
専
任
講
師
に
な
っ
た
。
何
年
か
た
っ
て
六
月
ご
ろ
ワ
セ
ダ
の
文
学
部
で
講
演
会
が
開
催
さ
れ
た
。
先
生
は
淡
い
青
緑
色
の
高
級
な

夏
服
を
着
て
い
た
。
演
題
は
た
し
か
「
私
と
比
較
文
学
」
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
二
百
名
ほ
ど
の
聴
衆
が
あ
つ
ま
っ
た
。
当
時
、
先
生
は
七
十
を
す
ぎ
て
い
た
だ
ろ

う
か
。
声
に
は
往
年
の
こ
ろ
の
張
り
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
澄
ん
で
い
た
。
講
話
の
細
部
に
つ
い
て
は
い
ま
思
い
出
せ
な
い
が
、
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
開
口
一
番

「
ワ
セ
ダ
で
お
も
い
だ
す
の
は
、
吉
江
喬た

か

松ま
つ

（
一
八
八
○
〜
一
九
四
○
、
早
大
仏
文
科
、
創
設
者
）
と
佐
藤
輝
夫
（
一
八
九
九
〜
？
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
・
早
大
教
授
）
で

あ
る
」
と
い
っ
た
こ
と
、
書
い
た
も
の
に
は
“
い
の
ち
の
部
分

0

0

0

0

0

0

”
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
島
田
は
ど
う
考
え
る
か
と
い
い
ま
す
と
…
」
と
か
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「
島
田
は
…
…
な
の
で
す
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
が
耳
に
の
こ
っ
て
い
る
。
講
演
が
お
わ
っ
て
大
隈
会
館
で
昼
食
会
と
な
っ
た
が
、
庭
園
を
み
な
が
ら
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
召
し

あ
が
っ
て
い
た
姿
を
お
も
い
だ
す
。

晩
年
、
こ
の
先
生
は
ひ
と
か
ら
ほ
め
そ
や
さ
れ
、
そ
の
著
作
が
賞
の
対
象
に
な
り
、
ま
た
国
家
が
そ
の
業
績
を
嘉よ

み

す
る
に
つ
れ
て
、
知
名
度
は
、
あ
が
っ
て
い
っ
た
。
同

時
に
驕

き
ょ
う

慢ま
ん

の
風
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
和
服
を
着
て
、
新
宿
の
紀
ノ
国
屋
書
店
の
洋
書
部
で
知
り
あ
い
と
、
話
を
し
て
い
る
姿
を
目
撃
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と

き
先
生
は
高
ぶ
っ
た
人
の
よ
う
に
み
え
、
鼻
息
が
荒
く
、
昂こ

う

然ぜ
ん

と
し
て
「
ふ
む
」「
ふ
む
」
と
い
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
か
つ
て
の
恭
謙
な
姿
は
な
か
っ
た
。
…
…

わ
た
し
は
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
三
）
の
盛
夏―

信
州
飯
田
市
の
日
夏
耿こ

う

之の

介す
け

（
一
八
九
○
〜
一
九
七
一
、
本
名
・
樋
口
圀く

に

登と

、
大
正
〜
昭
和
期
の
詩
人
、
英
文
学

者
）
宅
を
訪
れ
た
。
そ
の
蔵
書
を
拝
見
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
約
一
万
二
千
冊
の
蔵
書
の
多
く
は
“
蔵
”［
書
庫
］
の
な
か
に
収
め
ら
れ
て
い
た
。

日
夏
夫
人
は
、
突
然
た
ず
ね
た
わ
た
し
を
心
よ
く
迎
え
入
れ
て
く
れ
た
。
蔵
書
を
拝
見
し
た
の
ち
、
茶
菓
子
、
昼
食
（
ち
ら
し
ず
し
）
を
供
さ
れ
、
た
い
へ
ん
恐
縮
し
た
。

そ
の
と
き
、
こ
ん
な
話
を
耳
に
し
た
。

―

東
京
の
古
書
店
の
人
が
き
て
、
蔵
書
の
値
ぶ
み
を
し
た
が
、
三
人
と
も
評
価
額
が
ち
が
っ
て
い
ま
し
た
。
先
日
、
慶
応
の
先
生
が
硯

す
ず
り

（
宋
代
の
も
の
）
を
わ
ざ
わ
ざ
見

に
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
。

─
若
い
こ
ろ
の
島
田
謹
二
先
生
は
、
お
宅
に
よ
く
出
入
り
な
さ
っ
た
よ
う
で
す
が
。

─
あ
の
方
は
、
お
え
ら
く
な
ら
れ
た
。
主
人
は
翻
訳
を
た
の
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
気
に
入
ら
な
く
て
ね
。
…
…
か
あ
ち
ゃ
ん
（
妻
）
が
い
ば
っ
て
ネ
…
…
。

外
国
語
学
校
の
生
徒
の
こ
ろ
、
先
生
は
仏
語
学
科
の
学
友
安
藤
更
生
（
一
九
○
○
〜
七
○
、
の
ち
美
術
史
家
）
の
父
親
が
ワ
セ
ダ
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
て
い
た
関
係
か

ら
、
西
条
八や

十そ

（
一
八
九
二
〜
一
九
七
○
、
大
正
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
の
詩
人
）
や
日
夏
耿
之
介
を
知
る
に
至
っ
た
。

日
夏
耿
之
介
が
島
田
に
依
頼
し
た
翻
訳
と
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
レ
イ
ン
が
英
訳
し
た
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
の
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
正
十
四
年
（
一

九
二
五
）
二
月
、『
壹ア

ラ

千
ビ
ヤ
ン

壹ナ

夜イ

譚ト

』
と
題
し
て
、
世
界
童
話
大
系
刊
行
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

日
夏
は
「
国
訳
者
之
凡
例
」
の
な
か
で
、「
発は

つ

兌だ

者し
ゃ

か
ら
委
託
さ
れ
て
翻
訳
に
着
手
し
て
間ま

も
な
く
、
か
の
大
震
火
災
に
遭
遇
し　

元
来
の
虚
弱
な
る
身
心
が
一
方
な
ら

ぬ
打
撃
を
受
け
た
上う

え　

職
務
の
た
め
繁
忙
に
追
は
れ
た
た
め
、
三
月
中
旬
一い

ち

夜や

つ
ひ
に
仆た

お

れ
て
爾じ

来ら
い

十
ヶ
月
以
上
重
態
の
病
床
に
あ
っ
た
た
め
、
友
人
市
川
十
九
君
（
島
田

謹
二
の
ペ
ン
ネ
ー
ム―

引
用
者
）
の
夥

お
び
た
だし

き
助
力
を
覓も

と

め
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
寔

ま
こ
と

に
本
書
第
一
巻
の
辛か

ら

く
も
世
に
出
で
た
の
は　

同
君
の
篤
実
な
下
訳
的
助
力

に
ま
つ
こ
と
が
多
い
」（
三
一
頁
〜
三
二
頁
）
と
の
べ
て
い
る
。
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昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
四
月
の
あ
る
日
曜
日
の
こ
と
、
わ
た
し
は
就
職
に
さ
い
し
て
お
世
話
に
な
っ
た
中
林
徳
三
郎
先
生
（
一
九
○
五
〜
一
九
七
六
、
も
と
東
大

教
養
学
部
教
授
、
京
華
中
学
、
第
一
高
等
学
校
を
へ
て
東
大
英
文
科
卒
）
の
練
馬
の
自
宅
を
た
ず
ね
た
。
中
村
教
授
は
、
ネ
ク
タ
イ
を
し
め
、
背
広
を
着
、
わ
た
し
を
バ
ス

停
ま
で
迎
え
に
出
て
い
た
。
休
日
で
あ
れ
ば
、
普
段
着
の
ま
ま
で
ひ
と
を
む
か
え
る
の
が
当
然
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
か
ら
、
み
だ
し
な
み
の
良
さ
と
礼
譲
に
お
ど
ろ
き
、

身
が
ち
ぢ
ま
る
ほ
ど
恐
れ
入
っ
た
。

中
村
教
授
は
、
岩
波
文
庫
に
入
っ
て
い
る
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ソ
ン
の
『
南
海
千
一
夜
物
語
』
や
『
オ
シ
ア
ン―

ケ
ル
ト
民
族
の
古
歌
』
な
ど
の
翻
訳
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

江
戸
ッ
子
で
あ
り
、
た
し
か
本
郷
の
生
ま
れ
で
あ
る
。「
勉
強
が
し
た
く
な
り
」、
三
ヵ
年
間
か
け
て
、
オ
シ
ア
ン
の
翻
訳
に
没
頭
し
た
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
先
生
も
な
か
な

か
の
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
礼
儀
正
し
い
ひ
と
と
会
っ
た
の
は
、
高
校
の
と
き
担
任
だ
っ
た
国
漢
の
宇
井
義
三
郎
先
生
と
こ
の
先
生
だ
け
で
あ
る
。

い
ち
ど
も
面
晤
し
た
こ
と
も
な
い
、
し
か
も
素
性
の
知
れ
な
い
わ
た
し
を
、
中
村
教
授
は
た
っ
た
一
枚
の
履
歴
書
を
見
た
だ
け
で
、「
こ
の
人
を
後
任
に
…
…
」
と
い
っ

て
あ
と
が
ま
に
す
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

―

島
田
さ
ん
も
そ
こ
に
す
わ
り
、
に
ぎ
り
ず
し
を
食
べ
て
行
き
ま
し
た
。

と
、
語
っ
た
。
そ
の
と
き
両
人
の
あ
い
だ
で
、
ど
の
よ
う
な
会
話
が
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
か
知
る
よ
し
も
な
い
。
が
、
二
人
と
も
中
学
は
お
な
じ
、
職
場
も
お
な
じ
の
同
輩

同
士
で
あ
っ
た
。

昭
和
二
十
九
年
（
一
九
五
四
）
の
真
冬

─
島
田
は
西
穂ほ

高た
か

の
い
た
だ
き
で
、
猛
吹
雪
の
な
か
、
愛
児
・
敏と

し

彦ひ
こ

（
当
時
、
都
立
戸
山
高
校
生
徒
）
を
う
し
な
っ
た
。
そ
の

子
息
と
中
学
の
と
き
同
級
生
で
あ
っ
た
の
が
、
練
馬
在
住
の
共
立
女
子
大
学
名
誉
教
授
・
内
田
市
五
郎
氏
で
あ
る
。
島
田
敏
彦
は
、
小
柄
の
少
年
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
せ

た
少
年
で
あ
り
、
あ
ま
り
人
望
は
な
か
っ
た
。
あ
る
と
き
、
中
学
の
教
師
が
、“
解げ

せ
な
い
”
を
“
解か

い

せ
な
い
”
と
誤
読
し
た
。
そ
の
と
き
、「
こ
れ
は
解げ

せ
な
い
と
読
む
の

が
正
し
い
の
で
す
」
と
い
っ
た
の
は
、
島
田
教
授
の
息
子
で
あ
っ
た
。

ど
う
も
島
田
敏
彦
は
、
こ
な
ま
い
き
な
こ
と
を
い
う
少
年
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
内
田
少
年
（
の
ち
に
都
立
北
園
高
校
に
す
す
む
）
は
、
遭
難
事
件
の
あ
と
、
島
田
教
授
宅

に
電
話
し
た
が
、
通
じ
な
か
っ
た
と
い
う
。
わ
た
し
は
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
内
田
教
授
か
ら
直
か
に
聞
い
た
。

＊

四　

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
人
と
業
績
。
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島
田
教
授
が
執
筆
し
た
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
に
関
す
る
論ろ

ん

攷こ
う

に
は
参
考
文
献
が
い
ち
い
ち
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ

に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
が
、
わ
た
し
は
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
に
関
す
る
目
ぼ
し
い
文
献
を
す
べ

て
入
手
し
た
結
果
、“
種
本
”
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
明
ら
か
に
な
っ
た
。

何
ん
と
い
っ
て
も
先
生
が
た
え
ず
手
元
に
置
き
、
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
文
献
は
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
弟
子
で
あ
っ

た
フ
ロ
リ
・
ド
ゥ
ラ
ト
ル
（
リ
ー
ル
大
学
名
誉
教
授
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
教
授
）
が
執
筆
し
た
『
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン

ジ
ュ
リ
エ
の
人
と
な
り
』
二
巻
本
（La personalité d’A

uguste A
ngellier, Librairie Philosophique J. V

rin, Paris, 

�9�9,�9��

）
で
あ
る
。

＊

本
稿
の
主
人
公
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
名
は
、
正
式
に
は
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ジ
ャ
ン
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
と
い
う
。
フ
ラ
ン
ド

ル
（
い
ま
の
ノ
ー
ル
県
）
の
ダ
ン
ケ
ル
ク
の
人
で
あ
る
。
一
八
四
八
年
七
月
一
日
、
ダ
ヴ
ィ
ド
・
ダ
ン
ジ
ェ
街
二
十
七
番

地
で
う
ま
れ（

��
）た

。
そ
の
生
家
は
、
い
ま
残
っ
て
い
な
い
。
近
く
に
古
い
家
が
す
こ
し
は
現
存
す
る
が
、
お
そ
ら
く
か
れ
が
生
ま
れ
た
家
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
と
き
、
空

襲
に
よ
っ
て
失
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ダ
ン
ケ
ル
ク
（D

unkerque

）
は
、
リ
ー
ル
の
北
西
七
十
九
キ
ロ
の
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
ド
ー
バ
ー
海
峡
に
の
ぞ
む
港
町
で
あ
る
。
ダ
ン
ケ
ル
ク
と
い
う
名
称
は
、
フ
ラ

マ
ン
語
の
「
砂
丘
の
教
会
」
の
意
で
あ
り
、
七
世
紀
に
建
て
ら
れ
た
教
会
に
由
来
す
る
。
一
八
五
○
年
代
の
人
口
は
約
二
万
四（

�2
）千

ほ
ど
で
あ
る
。

こ
の
町
は
中
世
に
お
い
て
六
回
も
侵
略
者
の
包
囲
と
略
奪
を
う
け
、
十
四
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ペ
イ
ン
・
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
の
支

配
を
う
け
た
。
ル
イ
十
四
世
は
こ
こ
に
と
り
で
を
築
い
た
が
、
一
七
一
三
年
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
に
よ
り
取
り
こ
わ
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

こ
の
町
が
一
躍
し
て
有
名
に
な
っ
た
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
ち
ゅ
う
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
の
兵
約
三
十
三
万
八
千
名
が
ド
イ
ツ
軍
の
追
撃
を
う
け
て
、

海
岸
か
ら
イ
ギ
リ
ス
本
土
へ
撤
退
し
た
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
古
い
港
町
は
、
こ
ん
ど
の
戦
争
で
町
の
四
分
の
三
が
破
壊
さ
れ
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
が
生
ま
れ
た
家
の
跡
地
に
は
、
い
ま
ア
パ
ー
ト
の
よ
う
な
も
の
が
建
っ
て
い
る
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
父
ジ
ャ
ン
と
お
な
じ
名
で
あ
っ
た
。
母
ル
イ
ザ
の
実
家
の
姓
は
、
ラ
ク
ー
ル
と
い
う
。
母
は
パ
ド
カ
レ
ー
県
の
漁
港
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
＝
シ
ュ
ー
ル
＝

ダンケルクの町。〔筆者蔵〕
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メ
ー
ル
の
人
で
あ
る
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
出
生
届
に
よ
る
と
、
か
れ
が
生
ま

れ
た
と
き
、
両
親
は
と
も
に
二
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
フ
ロ
リ
・
ド
ゥ
ラ
ト
ル

の
『
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
人
と
な
り
』（
上
巻
、
二
十
五

頁
）
に
は
、
父
親
は
“
製
材
所
”
を
ダ
ヴ
ィ
ド
・
ダ
ン
ジ
ェ
街
六マ

マ番
地
で
営

な
み
、
そ
の
騒
音
の
た
め
に
、
近
所
の
住
民
は
た
い
そ
う
迷
惑
し
た
よ
う
に

書
い
て
あ
る
。

著
者
の
ド
ゥ
ラ
ト
ル
は
、
ダ
ン
ケ
ル
ク
に
出
か
け
、
戸
籍
を
調
べ
て
書
い

た
か
ど
う
か
判
ら
な
い
。
が
、
お
そ
ら
く
実
地
調
査
は
し
な
か
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

ダ
ン
ケ
ル
ク
の
文
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
「
出
生
登
録
簿
」（
一
八
四

八
年
）
に
よ
る
と
、
父
親
の
職
業
は
、“
天プ

ラ
フ
ォ
ヌ
ー
ル

井
の
漆
喰
塗
り
職
人
”
と
あ
る
。

ま
た
証
人
の
ひ
と
り
と
し
て
、
役
所
に
出
頭
し
た
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
祖
父

（
当
時
、
五
十
三
歳
）
Ｊ
・
Ａ
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、“
建
具
屋
”
の
親
方
と

あ
る
。

い
ま
文
書
館
に
残
る
公
的
な
記
録
を
そ
の
ま
ま
信
ず
る
と
す
れ
ば
、
ア
ン

ジ
ュ
リ
エ
は
職
人
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
り
、
島
田
論
文
（「
オ

ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ェ
リ
エ
の
業
績―

『
フ
ラ
ン
ス
派
英
文
学
研
究
』

の
一
章
」『
比
較
文
学
研
究
第
十
五
号
』
所
収
、
昭
和
��
・
�
）
に
み
ら
れ

る
「
家
は
、
製
材
工
場
を
営
み
、
大
へ
ん
豊
か
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
た
記
述

は
だ
い
ぶ
ん
怪
し
く
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
幼
く
し
て
父
を
な
く
し
た
。
父
は
あ

ブーローニュ・シュール・メールの地図（�9�0 年代）
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ま
り
体
が
丈
夫
で
は
な
く
、
し
ご
と
の
ほ
う
も
あ
ま
り
ぱ
っ
と
し
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
父
は
一
八
五
二
年
五
月
三
十
一
日
に

亡
く
な
っ
た
。
や
が
て
母
は
、
第
二
子
（
娘
）
が
生
ま
れ
る
前
に
、
ダ
ン
ケ
ル
ク
を
引
き
払
い
、
実
家
の
あ
る
ブ
ー
ロ
ー
ニ

ュ
＝
シ
ュ
ー
ル
＝
メ
ー
ル
に
居
を
移
す
の
で
あ
る
。

ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
＝
シ
ュ
ー
ル
＝
メ
ー
ル
（
以
下
、
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
と
し
る
す
）
は
、
ド
ー
バ
ー
海
峡
に
の
ぞ
む
港
町
で
あ

る
。
パ
リ
の
北
北
西
二
四
二
キ
ロ
に
位
置
し
、
ロ
ー
マ
時
代
に
軍
港
が
築
か
れ
、“
ゲ
ー
ソ
リ
ア
ク
ム
”（
の
ち
に
“
ボ
ノ
ー

ニ（
��
）ア

”）
と
呼
ば
れ
た
。

シ
ー
ザ
ー
の
『
ガ
リ
ア
戦
記
』
の
第
五
巻
の
な
か
に
、
こ
の
町
の
港
の
こ
と
が
出
て
く
る
。
シ
ー
ザ
ー
は
第
一
次
イ
ギ
リ

ス
遠
征
を
計
画
し
、「
一
同
が
イ
テ
ィ
ウ
ス
港
へ
集
る
よ
う
に
命
じ
た
。
大
陸
か
ら
約
三
○
哩
の
ブ
リ
タ
ン
ニ
ア
へ
渡
る
の

は
こ
の
港
か
ら
が
最
も
便
利
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
」（
近
山
金
次
訳
『
ガ
リ
ア
戦
記
』
岩
波
文
庫
）。

紀
元
前
五
十
四
年
ご
ろ
、
イ
テ
ィ
ウ
ス
港
（Itius portus

）
は
、
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
の
町
の
ほ
ぼ
中
央
を
流
れ
る
リ
ア
ー

ヌ
川
の
河
口
に
あ
り
、
規
模
は
大
き
く
、
水
深
も
あ
っ
た
。

こ
の
町
は
い
ま
フ
ラ
ン
ス
第
一
の
漁
港
と
し
て
栄
え
て
い
る
が
、
八
八
二
年
ノ
ル
マ
ン
人
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
九
一
二

年
に
再
建
さ
れ
た
。
中
世
の
伯
爵
領
時
代
を
へ
て
十
五
世
紀
に
王
領
と
な
っ
た
が
、
十
六
世
紀
に
は
し
ば
ら
く
イ
ギ
リ
ス
に

占
領
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
イ
ギ
リ
ス
遠
征
を
計
画
し
た
と
き
、
そ
の
基
地
に
な
っ
た
し
、
第
二
次
世
界

大
戦
ち
ゅ
う
は
、
ド
イ
ツ
海
軍
の
Ｕ
ボ
ー
ト
の
基
地
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。

ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
の
町
の
景
観
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
町
の
中
心
は
、
何
ん
と
い
っ
て
も
十
三
世
紀
に
築
か
れ
た
と
い

う
“
城

ラ
ン
パ
ー
ル砦

”（
じ
ょ
う
さ
い
）
で
あ
る
。

そ
の
要
塞
城
壁
は
、
威
風
堂
々
と
眼
下
の
街
を
見
お
ろ
し
て
い
る
。
町
中
の
道
は
ふ
ぞ
ろ
い
で
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
の
家
が

そ
の
わ
き
に
立
っ
て
い
る
。

町
は
“
山オ

ー
ト
・
ヴ
ィ
ル

の
手
”
と
“
下

バ
ー
ス
・
ヴ
ィ
ル

町
”
に
わ
け
ら
れ
、
前
者
は
リ
ア
ー
ヌ
川
の
東
岸
に
あ
っ
て
旧
市
街
を
形
づ
く
り
、
後
者
は

城
砦
の
ふ
も
と
に
位
置
し
、
近
代
的
な
町
並
み
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
ん
に
ち
い
ち
ば
ん
賑
や
か
な
街
区
は
、
こ
の
下
町
な

ブーローニュ・シュール・メールを描いた �9 世紀の銅版画。〔筆者蔵〕
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の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
歴
史
的
建
造
物
と
し
て
は
、
十
五
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
造
ら
れ
た
サ
ン
・
ニ
コ
ラ
聖
堂
、
十
八
世
紀
に
創
建
さ
れ
た
市
庁
舎
な
ど
が
あ
る
。

城
砦
か
ら
街リ

ュ路
が
何
本
も
市
街
地
に
む
け
て
伸
び
て
い
る
。
数
あ
る
大
通
り
の
中
で
い
ち
ば
ん
大
き
い
の
が
リ
ア
ー
ヌ
川
に
む
か
っ
て
下
っ
て
い
る
“
大

グ
ラ
ー
ン
ド
・
リ
ュ

通
り
”
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
リ
ア
ー
ヌ
川
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
河
川
に
よ
く
み
ら
れ
る
“
係バ

サ

ン
船
池
”
や
“
港
”
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。
当
時
、
そ
こ
に
は
ニ
シ
ン
や
サ
バ
を
と
る

大
小
の
漁
船
が
い
つ
も
も
や
っ
て
い
た
し
、
対
岸
の
イ
ギ
リ
ス
と
の
連
絡
船
が
出
入
り
し
た
。

リ
ア
ー
ヌ
川
の
河
口
に
は
、
の
ち
に
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
が
た
び
た
び
海
を
見
に
出
か
け
る
“
突ジ

ュ
テ堤

”
が
二
本
、
外
洋
に
突
き
で
て
い
る
。
町
の
北
側―

外
港
の
そ
ば
に
砂

地
の
海
水
浴
場
が
あ
り
、
そ
こ
に
カ
ジ
ノ
も
あ
っ
た
。
砂
丘
も
あ
る
。
そ
の
海
岸
の
後
背
地
は
、
丘
陵
と
崖
で
あ
り
、
砲
台
や
墓
地
な
ど
が
あ
る
。
そ
こ
に
散
歩
に
と
っ
て

つ
ご
う
の
よ
い
小
道
が
何
本
も
走
っ
て
い
る
。
目
の
前
に
は
茫ぼ

う

洋よ
う

と
し
た
海
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。

ま
た
城
砦
か
ら
リ
ア
ー
ヌ
川
の
左
岸
の
先
を
の
ぞ
め
ば
、
緑
の
丘
陵
が
目
に
入
っ
た
。
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
ー
は
、
自
然
の
雄
大
な
け
し
き
に
取
り
か
こ
ま
れ
た
古
い
、
静
か

な
町
で
あ
る
。

寡
婦
と
な
っ
た
母
は
、
実
直
な
女
性
で
あ
っ
た
。
幼
な
い
子
ど
も
を
連
れ
て
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
に
く
る
と
、
兄
の
持
物
で
あ
る
小
さ
な
家
に
入
り
、
兄
の
帳
簿
を
手
伝
い
な

が
ら
、
小
じ
ん
ま
り
と
暮
ら
し
は
じ
め
た
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
に
と
っ
て
お
じ
に
当
た
る
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ラ
ク
ー
ル
は
、
実
業
家
（
建
築
請
負
業
者
）
で
あ
り
、
生
活
に
ゆ

と
り
が
あ
る
町
の
名
士
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
一
家
は
、
こ
の
“
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
お
じ
”
か
ら
生
活
の
援
助
を
う
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

お
じ
に
は
娘
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
と
む
す
こ
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
が
い
た
が
、
の
ち
に
両
人
と
も
若
く
し
て
逝
っ
た
の
で
、
お
い
の
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
を
わ
が
子
の
よ
う
に
愛
し
、
一
八

九
五
年
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
お
じ
の
遺
産
と
宏
壮
な
る
家
を
う
け
継
ぐ
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
一
家
の
新
た
な
住
所
は
、
デ
ュ
モ
ン
・
ド
ゥ
・
ク
ー
ル
セ
街
二
十
番

地
で
あ
っ
た
。
家
は
城
砦
の
“
デ
ュ
ン
ヌ
門
”
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
か
れ
ら
の
住
居
の
写
真

が
一
枚
残
さ
れ
て
い
る
が（

��
）、

そ
の
家
は
い
ま
は
な
い
。

母
の
故
郷
に
帰
っ
た
か
ら
に
は
、
学
校
に
も
通
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
一
八
五

八
年
か
ら
一
八
六
五
年
ま
で
の
約
七
年
間
、
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
の
町
の
“
中コ

レ
ー
ジ
ュ

学
校
”
に
通
っ
た
。

こ
の
学
校
は
、
か
れ
の
住
居
の
す
ぐ
近
く
に
あ
り
、
い
ま
は
「
美
術
学
校
」
に
な
っ
て
い
る
。
島

田
謹
二
教
授
は
、
昭
和
五
十
三
年
（
一
九
七
八
）
六
月
中
旬―

フ
ラ
ン
ス
の
友
人
Ｂ
氏
夫
妻
の
案

アンジュリエ親子が住んだ家
（ブーローニュ）。
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内
で
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
を
訪
れ
た
と
き
、「
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
学
ん
だ
中
学
を
た
ず
ね
あ
て
た
。
今
で
は
ア
ン
ジ

ュ
リ
エ
中
学
校
と
改
称
さ
れ
て
、
何
の
変
哲
も
な
い
あ
り
ふ
れ
た
校
舎
だ
」（「
フ
ラ
ン
ス
英
文
学
者
の
あ
と
を

尋
ね
て―

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
古
里
」『
英
語
青
年
』
第
一
二
五
巻
第
十
一
号
所
収
、
昭
和

55
・
8
）
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
記
述
は
誤
り
で
あ
る
。
わ
た
し
は
同
中
学
校
の
校
長
と
会
っ
た
と
き
に
、

「
い
ま
の
美
術
学
校
が
当
時
の
中
学
校
で
あ
る
」
と
教
え
ら
れ
た
。
一
八
五
八
年
十
月
に
い
ち
ば
ん
低
い
第
八

学
年
生
と
な
り
、
つ
い
で
上
級
の
ク
ラ
ス
へ
と
進
ん
だ
。
中
学
校
に
在
籍
ち
ゅ
う
は
、
す
な
お
な
よ
い
生
徒
と

は
い
え
ず
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
奔
放
な
子
ど
も
で
あ
っ
た
。
学
校
の
課
業
に
い
ら
い
ら
す
る
生
徒
で
あ
っ
た
。

い
ろ
い
ろ
本
を
よ
ん
だ
が
、
気
に
入
っ
た
も
の
だ
け
を
熱
心
に
よ
ん
だ
。
勤
勉
な
生
徒
で
は
な
く
、
気
が
む
け

ば
深
夜
ま
で
勉
強
す
る
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
。

の
ち
に
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
終
生
の
友
と
な
る
学
友
ル
イ
・
オ
ヴ
ィ
ヨ
ン
（
医
師
）
の
回
想
に
よ
る
と
、
ア
ン

ジ
ュ
リ
エ
は
通
学
生
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
教
師
を
当
て
に
せ
ず
、
み
ず
か
ら
学
ぶ
タ
イ
プ
の
生
徒

で
あ
っ
た
と
い
う
。
当
時
の
教
師
は
、
教
養
に
欠
け
る
も
の
が
多
く
、
そ
の
心
情
な
り
知
性
が
尊
敬
で
き
る
も

の
で
な
い
か
ぎ
り
、
け
っ
し
て
そ
の
教
師
の
こ
と
ば
に
従
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

と
き
ど
き
ラ
テ
ン
語
の
宿
題
を
や
っ
て
こ
ぬ
と
き
も
あ
っ
た
。
が
、
よ
く
フ
ラ
ン
ス
語
で
“
詩
”
を
か
い
て

い
た
。
そ
の
気
に
な
っ
て
一
生
懸
命
、
課
業
に
精
を
だ
し
さ
え
す
れ
ば
、
ク
ラ
ス
の
ト
ッ
プ
に
な
る
こ
と
も
難

事
で
は
な
か
っ
た
が
、
か
れ
は
ガ
リ
勉
で
な
く
、
勉
強
に
も
む
ら
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
宿
題
を
お
え
る
と
、
家
の
そ
ば
に
あ
る
城
砦
に
遊
び
に
行
く
。
と
き
に
デ
ュ
モ
ン
・
ド

ゥ
・
ク
ー
ル
セ
街
の
坂
道
を
く
だ
っ
て
波
止
場
の
突
堤
の
ほ
う
ま
で
散
歩
に
出
か
け
、
夕
日
を
な
が
め
た
り
し

た
。
ま
た
学
校
が
夏
休
み
に
な
る
と
、
海
で
泳
い
だ
り
、
リ
ア
ー
ヌ
川
に
ボ
ー
ト
を
浮
べ
て
船
あ
そ
び
を
し
た
。

ま
た
あ
る
と
き
は
、
田
野
を
ひ
と
り
思
う
ま
ま
に
歩
き
ま
わ
る
。
人
嫌
い
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
じ

ぶ
ん
と
ち
が
っ
た
感
性
を
も
つ
人
間
が
そ
ば
に
い
る
と
、
そ
の
者
に
気
持
を
か
き
乱
さ
れ
る
。
じ
ぶ
ん
ひ
と
り

アンジュリエの学友、
ルイ・オヴィヨン医師

アンジュリエが通った当時の中学校、いまは「美術学校」。〔筆者撮影〕
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の
印
象
を
も
と
め
、
そ
れ
を
味
わ
う
た
め
で
あ
っ
た
、
と
友
人
オ
ヴ
ィ
ヨ
ン
は
追
憶
し
て
い
る
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
に
は
、
す
こ
し
も
孤
独
を
お
そ
れ
ぬ
、
真し

ん

の
つ
よ
さ
が
あ

っ
た
。
ま
た
故
畔
詩
人
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
も
“
自
然
”
を
友
と
す
る
ま
せ
た
子
供
で
あ
っ
た
。
自
然
と
孤
独
を
愛
す
る
へ
ん
な
少

年
だ
っ
た
。

年
齢
の
わ
り
に
お
と
な
び
た
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
い
つ
し
か
恋
愛
感
情
を
散
文
や
韻
文
に
た
く
し
て
詠
い
あ
げ
る
少
年
に
な
っ
て
い
た
。
マ
リ
ー
と
い
う
女
性
に
詩
篇
を

は
じ
め
て
献
げ
た
。
一
八
六
三
年
六
月
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
り
、
と
き
に
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
十
五
歳
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
二
年
後
の
一
八
六
五
年
一
月
か
ら
日
記
を
つ
け
は
じ
め
る
の
だ
が
、
恋こ

い

心
を
よ
ん
だ
文
字
が
た
び
た
び
日
記
に
し
る
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
か
れ
の
初
恋
の
相
手

と
い
う
の
は
、
ど
う
や
ら
か
わ
い
い
イ
ギ
リ
ス
女
性
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
も
そ
も
の
な
れ
そ
め
は
こ
う
で
あ
っ
た
。

復パ

ー

タ
活
祭
の
日
に
教
会
の
ミ
サ
に
出
か
け
た
と
き
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
街
で
す
れ
ち
が
い
ざ
ま
に
お
互
い
の
姿
を
見
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
何
の
屈
託
も
な
い
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ

の
歩
き
ぶ
り
が
、
相
手
の
女
性
に
お
か
し
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
イ
ギ
リ
ス
女
は
子
守
で
あ
っ
た
。
体
の
が
っ
し
り
と

し
た
、
黒
い
目
を
し
た
娘
で
あ
り
、
い
つ
も
え
み
を
浮
べ
て
い
た
。

こ
の
イ
ギ
リ
ス
女
の
こ
と
は
、
や
が
て
母
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
母
は
息
子
が
女
に
う
つ
つ
を
抜
か
す
あ
ま
り
、

学
業
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
。

恋
愛
に
心
が
ゆ
れ
う
ご
い
て
い
る
間
に
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
い
つ
し
か
十
七
歳
に
な
っ
て
い
た
。
そ
ろ
そ
ろ
将
来
の

方
向
を
定
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
い
く
つ
か
選
択
肢
は
あ
る
。
商
人
に
な
る
道
。
あ
る
い
は
流
浪
者
と
し
て
外
国
を

さ
ま
よ
い
歩
く
道
。
し
か
し
、
流
浪
生
活
は
い
か
に
も
あ
ぶ
な
い
生
き
方
で
あ
る
。
か
れ
は
修
辞
学
科
（
中
学
最
高
学

級
）
に
い
た
。「
バ（

バ

シ

ョ

）

カ
ロ
レ
ア
（
大
学
入
学
資
格
）
を
と
っ
た
ら
、
ど
う
し
よ
う
か
」（
一
八
六
五
年
一
月
九
日
付
）
と

日
記
に
し
る
し
て
い
る
。

一
時
は
パ
リ
に
あ
る
理ポ

リ

テ

ク

ニ

ク

工
科
学
校
に
進
む
こ
と
を
考
え
た
が
、
母
に
い
ろ
い
ろ
経
済
的
負
担
を
か
け
る
こ
と
を
お
も

う
と
、
し
り
ご
み
し
た
。
と
も
あ
れ
、
バ
カ
ロ
レ
ア
の
資
格
だ
け
で
も
と
っ
て
お
こ
う
と
、
一
八
六
五
年
八
月
一
日
ド

ゥ
ー
エ
ー
（
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
─
ノ
ー
ル
県
の
都
市
）
で
試
験
を
う
け
た
ら
、
難
な
く
合
格
し
た
。

ブーローニュ・シュール・メールの町とリアーヌ川。〔筆者蔵〕
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や
が
て
大
学
に
進
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
か
ら
パ
リ
に
上
り
、
ル
イ
・
ル
グ
ラ
ン

高
校
の
寄
宿
生
と
な
っ
た
。
か
れ
が
こ
の
進
学
校
に
入
り
た
い
と
お
も
っ
た
の
は
、
ゆ
く
ゆ
く
は

高エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ー
ル
・
シ
ュ
ペ
リ
ュ
ー
ル

等
師
範
学
校
に
進
学
す
る
肚
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
こ
の
高
校
で
第
一
級
の
教
師
に
つ
い
て
学
業
に
精
を
だ
す
一
方
で
、
少
年
の
こ
ろ
か

ら
は
じ
め
た
詩
作
を
試
み
た
り
、
高
等
師
範
学
校
の
受
験
を
念
頭
に
入
れ
て
、
ラ
テ
ン
語
で
詩
を
か
く
こ
と

も
は
じ
め
た
。
け
れ
ど
か
れ
の
人
生
を
根
底
か
ら
狂
わ
す
よ
う
な
あ
る
事
件
が
お
こ
る
。
一
八
六
九
年
七
月

の
こ
と―

よ
く
あ
る
賄

ま
か
な
いに

関
す
る
生
徒
の
不
満
が
い
っ
き
ょ
に
爆
発
し
た
。
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ー
ル
の
試
験
が
は
じ
ま
る
数
週
間
ま
え
の
こ
と
で
あ
る
。
い
つ
も
の
よ

う
に
固
い
、
し
か
も
よ
く
煮
え
て
い
な
い
イ
ン
ゲ
ン
豆
が
食
卓
に
出
た
こ
と
か
ら
、
う
つ
積
し
た
生
徒
の
不
満
が
い
っ
き
ょ
に
爆
発
し
た
。
大
さ
わ
ぎ
と
な
り
、
食
堂
の
会

計
係
は
さ
ん
ざ
ん
罵
倒
さ
れ
た
。
三
日
の
あ
い
だ
学
校
は
生
徒
に
よ
っ
て
占
拠
さ
れ
、
窓
ガ
ラ
ス
、
テ
ー
ブ
ル
、
胸
像
な
ど
が
破
壊
さ
れ
た
。
地
下
室
に
た
て
こ
も
る
者
も

い
て
、“
ラ
・
マ
ル
セ
イ
エ
ー
ズ
（
国
歌
）”
を
う
た
っ
て
気
勢
を
あ
げ
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
当
局
の
者
と
は
げ
し
く
や
り
合
っ
て
い
た
か
ら
“
反
抗
的
な
人
間
”
と
み
ら
れ
て
い
た
。
暴
動
の
張
本
人
の
ひ
と
り
と
み
ら
れ
、
同
年
九
月
三
十
日

六
十
三
名
の
生
徒
が
退
学
処
分
を
う
け
た
が
、
そ
の
中
に
か
れ
の
名
前
が
あ
っ
た
。
か
れ
に
と
っ
て
も
天
か
ら
ふ
っ
て
わ
い
た
よ
う
な
大
事
件
で
あ
っ
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
寄
宿
舎
の
ま
か
な
い
事
件
で
は
、
さ
ん
ざ
ん
騒
ぎ
を
あ
お
っ
た
ひ
と
り
で
あ
り
、
そ
の
名
は
当
然
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
の
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ー
ル
側
は
、
ま
さ
か
受
験
資
格
ま
で
う
ば
わ
な
い
で
あ
ろ
う
と
高
を
く
く
っ
て
い
た
。
筆
記
試
験
を
う
け
た
と
こ
ろ
感
触
も
よ
か
っ
た
の
で
、
こ
れ
な

ら
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
の
び
の
び
と
す
ご
し
て
い
る
と
、
数
日
後
、
教
授
の
ひ
と
り
か
ら
試
験
に
落
ち
た
、
と
い
っ
た
知
ら
せ
が
入
っ
た
。
エ
コ
ー
ル
・
ノ

ル
マ
ー
ル
の
校
長
は
、
今
回
の
さ
わ
ぎ
で
ル
イ
・
ル
グ
ラ
ン
高
校
か
ら
閉
め
だ
さ
れ
た
生
徒
は
、
入
学
さ
せ
な
い
、
と
い
っ
た
き
び
し
い
方
針
を
う
ち
だ
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。

青
春
す
な
わ
ち
挫
折
の
時
代
、
と
い
う
が
、
か
れ
は
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
大
き
な
挫
折
を
あ
じ
わ
っ
た
。
こ
う
な
る
と
、
ギ
リ
シ
ャ
語
や
ラ
テ
ン
語
を
教
え
る
教
師
の
道

は
、
あ
き
ら
め
る
し
か
な
い
。
が
、
現
代
外
国
語
や
現
代
外
国
文
学
の
教
師
の
口
な
ら
あ
る
や
も
し
れ
な
か
っ
た
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
校
制
度
で
は
、
現
代
外
国
語
の

ルイ・ルグラン高校の寄宿生であった
ころのアンジュリエ（20 歳）。
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教
師
の
地
位
は
ひ
く
く
、
図
工
や
体
育
の
教
師
の
地
位
と
お
な
じ
よ
う
に
権
威
は
な
か
っ
た
。
お
ま
け
に
待
遇
は
わ
る
い
し
、
受
講
す
る
生
徒
の
頭
数
に
よ
っ
て
俸
給
が
支

払
わ
れ
た
。

八
月
の
初
旬―

か
れ
は
故
郷
の
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
に
帰
っ
た
。
そ
し
て
数
年
前
に
で
き
た
英
語
塾
に
出
か
け
、
そ
こ
の
教
師
に
思
い
あ
ま
っ
て
相
談
を
し
て
み
た
。
す
る

と
あ
な
た
は
、
古
典
語
の
先
生
に
な
れ
る
見
込
み
は
あ
り
ま
せ
ん
な
。
ど
う
で
す
、
い
っ
そ
の
こ
と
現
代
外
国
語
の
先
生
、
た
と
え
ば
英
語
の
先
生
に
で
も
な
っ
て
み
た
ら

い
か
が
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
へ
行
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
る
か
た
わ
ら
、
英
語
や
英
文
学
を
ま
な
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
、
と
い
っ
た
。

そ
の
教
師
は
親
切
な
男
で
あ
っ
た
。
ロ
ン
ド
ン
郊
外
の
グ
リ
ニ
ッ
ジ
で
私
立
学
校
を
経
営
し
て
い
る
の
が
、
わ
た
し
の
友
人
で
す
。
い
ま
ち
ょ
う
ど
“
フフ

レ

ン

チ
・
マ

ス

タ

ー

ラ
ン
ス
語
の
先
生
”

を
捜
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
も
し
ご
希
望
が
あ
れ
ば
、
紹
介
し
て
さ
し
あ
げ
ま
す
よ
、
と
い
っ
て
く
れ
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
渡
り
に
舟
と
こ
の
申
し
出
に
飛
び
つ
い
た
。
そ
し
て
、
し
た
く
を
と
と
の
え
る
と
、
一
八
六
九
年
九
月
は
じ
め
に
、
対
岸
の
イ
ギ
リ
ス
に
む
け
て
出

発
し
た
。

こ
の
年
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
二
十
一
歳
で
あ
っ
た
。

か
れ
に
提
供
さ
れ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
助
手
の
地
位
で
あ
る
。
住
込
み
の
無
給
の
雇
人
で
あ
る
。
食
事
と
部
屋
は
あ
た
え
ら
れ
る
け
ど
、
月
給
な
し
で
働
か
ね
ば
な

ら
ぬ
、
き
び
し
い
労
働
条
件
で
あ
っ
た
。

か
れ
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
イ
ロ
ハ
を
教
え
た
学
校
は
、
グ
リ
ニ
ッ
ジ
の
ブ
ラ
ッ
ク
ヒ
ー
ス
の
丘ヒ

ル

に
あ
る

「
イ
ー
ス
ト
・
ハ
ウ
ス
」
と
呼
ば
れ
た
私
立
学
校
で
あ
る
。
校
長
の
名
は
、
ジ
ョ
ン
・
ベ
リ
ー
と
い
っ
た
。

わ
た
し
は
こ
の
学
校
に
ひ
じ
ょ
う
に
興
味
を
お
ぼ
え
た
の
で
、
ロ
ン
ド
ン
滞
在
ち
ゅ
う
に
調
査
を
試
み

た
。
校
長
は
ど
の
よ
う
な
経
歴
の
人
で
あ
っ
た
の
か
。
学
校
は
い
ま
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
ア
ン
ジ
ュ

リ
エ
の
痕
跡
は
、
何
か
あ
る
の
か
。

当
時
、
グ
リ
ニ
ッ
ジ
に
は
私
立
の
進
学
準
備
校
の
よ
う
な
も
の
が
、
い
く
つ
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
イ
ー
ス
ト
・
ハ
ウ
ス
」
も
そ
の
よ
う
な
学
校
の
一
つ
で
あ
っ
た
。『
グ
リ
ニ
ッ
ジ
の
住
所
氏
名
録
』（
一

八
六
九
年
）
の
三
八
頁
と
九
一
頁
に
、
こ
の
学
校
の
小
記
事
が
出
て
い
る
。―

校
長
は
、
ロ
ン
ド
ン
大

学
で
学
士
号
を
取
得
し
た
人
で
、
ジ
ョ
ン
・
ベ
リ
ー
と
い
う
。
イ
ー
ス
ト
・
ハ
ウ
ス
校
は
「
紳
士
の
た
め

アンジュリエがフランス語を教えた「イース
ト・ハウス校」（グリニッジ）。〔筆者撮影〕
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の
学
校
」（

�5
）と

あ
る
。

こ
の
学
校
は
、
い
ま
あ
る
グ
リ
ニ
ッ
ジ
の
鉄
道
駅
か
ら
北
西
の
方
角
に
位
置
し
、
駅
か
ら
歩
い
て
二
十
分
ぐ
ら
い
の
所
に
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
・
ヒ
ル
通
り
を
北
西
に
行
く

と
、
小
高
い
丘
に
“
ブ
ラ
ッ
ク
ヒ
ー
ス
公
園
”
が
あ
り
、
そ
の
う
し
ろ
に
あ
る
レ
ン
ガ
造
り
の
校
舎
が
、
イ
ー
ス
ト
・
ハ
ウ
ス
校
で
あ
る
。
こ
の
建
物
は
、
い
ま
売
り
に
出

さ
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ッ
ク
・
ヒ
ル
通
り
に
面
し
て
校
舎
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
裏
手
は
ふ
つ
う
の
住
居
と
な
っ
て
い
て
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
か
つ
て
そ
の
一
つ
で
寝
食
を
と

も
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

グ
リ
ニ
ッ
ジ
に
来
て
み
る
と
、
す
べ
て
に
幻
滅
し
た
。
新
し
い
仕
事
に
身
が
入
ら
な
い
。
か
れ
に
与
え
ら
れ
た
仕
事
と
い
う
の
は
、
二
十
名
ほ
ど
の
い
た
ず
ら
ッ
子
に
フ

ラ
ン
ス
語
の
初
歩
を
教
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
読
み
書
き
や
、
数
の
か
ぞ
え
方
ま
で
教
え
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

＊

一
八
七
○
年
の
夏
休
み
を
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
の
母
の
そ
ば
で
す
ご
し
て
い
る
間
に
、
祖
国
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
と
の
あ
い
だ
の
関
係
が
悪
化
し
、
つ
い
に
普
仏
戦
争
（
一
八

七
○
〜
七
一
）
が
は
じ
ま
っ
た
。
二
十
二
歳
の
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
い
と
こ
の
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ラ
ク
ー
ル
（
十
八
歳
）
と
と
も
に
志
願
兵
と
な
っ
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
同
年
九
月
上
旬―

ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
を
立
ち
、
サ
ン
ト
メ
ー
ル
（
パ
ド
カ
レ
県
の
町
）
に
赴
く
と
、
そ
こ
で
初
年
兵
教
育
を
う
け
た
。
は
じ
め
て
の
軍

隊
生
活
に
感
覚
が
鈍
磨
し
、
思
考
力
が
な
く
な
る
お
も
い
を
し
た
が
、
暇
の
と
き
ネ
ル
ヴ
ァ
ル
や
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
小
説
を
よ
ん
で
、
み
ず
か
ら
を
慰
め
た
。
兵
舎
の
ま
わ

り
の
景
色
は
す
ば
ら
し
い
。
牧
草
地
が
果
て
し
な
く
広
が
っ
て
い
る
。
田
園
風
景
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
詩
人
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
が
描
い
た
静
け
さ
の
世
界
だ
。

牛
が
牧
場
で
の
ん
び
り
と
草
を
は
ん
で
い
る
。
樹
木
は
静
止
し
て
い
る
。
夜
中
に
牛
の
鳴
き
声
が
き
こ
え
て
く
る
。
小
川
の
水
は
、
静
か
に
流
れ
て
い
る
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
兵
士
と
な
る
べ
く
基
礎
訓
練
を
お
え
る
と
、
リ
ヨ
ン
に
駐
留
し
て
い
る
連
隊
に
合
流
せ
よ
、
と
い
っ
た
命
を
う
け
た
。
か
れ
は
い
と
こ
と
共
に
リ
ヨ

ン
を
目
ざ
し
て
出
発
し
た
。
ア
ラ
ス
、
ア
ミ
ア
ン
、
ル
ー
ア
ン
、
ル
・
マ
ン
、
ト
ゥ
ー
ル
を
経
て
、
リ
ヨ
ン
に
た
ど
り
着
い
た
。

リ
ヨ
ン
の
連
隊
に
入
隊
し
た
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
そ
の
年
の
十
一
月
上
旬
、
ボ
ル
ド
ー
（
フ
ラ
ン
ス
南
西
部
の
都
市
）
に
転
属
に
な
り
、
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
（
フ
ラ
ン
ス

中
央
部
）
を
経
て
目
的
地
に
む
か
っ
た
。
そ
の
移
動
中
、
か
れ
は
風
邪
を
こ
じ
ら
せ
、
十
日
ほ
ど
入
院
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

年
が
明
け
、
一
八
七
一
年
の
一
月
下
旬
、
病
い
が
ぶ
り
返
し
た
。
こ
ん
ど
は
ミ
ラ
イ
ユ
街
に
あ
る
尼
僧
院
の
病
舎
に
入
院
す
る
は
め
に
陥
っ
た
。

か
れ
が
入
れ
ら
れ
た
場
所
は
、
白
い
、
小
さ
な
清
潔
そ
の
も
の
の
部
屋
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
庭
が
よ
く
み
え
た
。
患
者
は
大
切
に
扱
わ
れ
、
尼
僧
た
ち
は
骨
身
を
お
し
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ま
ず
、
よ
く
世
話
を
し
て
く
れ
る
。
か
れ
は
こ
こ
で
閑
余
を
ぬ
す
ん
で
は
、
ボ
シ
ュ
エ
（
一
六
二
七
〜
一
七
○
四
、
神
学
者
、
作
家
）
の
も
の
を
読
ん
だ
り
し
た
。
が
、
読

書
と
は
別
に
、
い
つ
し
か
あ
る
尼
僧
に
淡
い
恋
心
を
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
若
い
、
う
つ
く
し
い
女
性
は
、
静
寂
と
聖
愛
に
満
ち
た
病
舎
で
病
い
を
い
や
し
て

い
る
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
心
の
な
か
で
、
清
ら
か
な
愛
情
を
は
ぐ
く
ん
で
い
た
。
彼
女
と
の
別
れ
は
、
つ
ら
く
哀
し
い
も
の
だ
っ
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
と
う
と
う
免
役
除
隊
と
な
っ
た
。
こ
れ
で
晴
れ
て
故
郷
に
帰
れ
る
。
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
に
は
、
息
子
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
て
い
る
母
が
い
る
。

故
郷
へ
も
ど
る
に
際
し
て
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
あ
わ
て
ず
、
の
ん
び
り
と
帰
る
こ
と
に
し
た
。
三
月
十
五
日
、
ポ
ワ
テ
ィ
エ
（
フ
ラ
ン
ス
中
西
部
の
町
、
パ
リ
の
南
西
三

三
九
キ
ロ
）
に
着
い
た
。
町
の
サ
ン
・
ピ
ェ
ー
ル
大
聖
堂
を
お
と
ず
れ
た
。
夜
、
そ
の
印
象
を
克
明
に
日
記
に
し
る
す
。

こ
こ
は
古
い
だ
け
が
取
り
え
の
町
で
あ
る
。
教
会
や
家
や
通
り
も
古
色
を
お
び
て
い
る
。
男
と
女
も
醜
悪
で
あ
る
。
女
性
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ボ
ル
ド
ー
の
ほ
う
が
、
か

わ
い
い
、
き
れ
い
な
娘こ

が
多
い
。
翌
日
は
古
代
か
ら
の
都
市
ト
ゥ
ー
ル
（
フ
ラ
ン
ス
中
部
、
パ
リ
の
南
西
二
三
四
キ
ロ
）
に
着
い
た
。
こ
こ
も
ポ
ワ
テ
ィ
エ
と
お
な
じ
よ
う

に
ロ
ー
マ
時
代
か
ら
の
古
い
町
で
あ
る
。

ゴ
シ
ッ
ク
式
の
大
聖
堂
や
古
城
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
訪
れ
た
町
と
は
ち
が
っ
て
、
住
ん
で
み
た
い
気
持
に
な
る
町
で
あ
っ
た
。
通
り
の
家
の
壁
は
白
い
し
、
清
潔
だ
。
ち

ょ
っ
と
故
郷
の
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
女
性
も
き
れ
い
だ
。

こ
こ
か
ら
ふ
た
た
び
汽
車
に
の
る
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、
乗
り
そ
こ
ね
て
し
ま
っ
た
。
や
む
な
く
時
間
つ
ぶ
し
に
町
中
や
郊
外
を
歩
い
て
み
る
。
澄
み
き
っ
た
空
。
小

川
の
青
々
と
し
た
水
を
見
、
そ
の
せ
せ
ら
ぎ
の
音
に
耳
を
そ
ば
た
て
る
。
ポ
プ
ラ
の
並
木
が
、
遠
く
ま
で
ず
っ
と
の
び
て
い
る
。
樹
木
は
ま
だ
芽
を
ふ
い
て
い
な
い
の
に
、

木
の
間
に
は
す
で
に
小
鳥
が
い
て
、
何
や
ら
さ
え
ず
っ
て
い
る
。

お
昼
ち
か
く
、
ト
ゥ
ー
ル
か
ら
オ
ル
レ
ア
ン
行
の
汽
車
に
の
る
。
オ
ル
レ
ア
ン
（
フ
ラ
ン
ス
中
北
部
の
町
、
パ
リ
の
南
南
西
一
一
六
キ
ロ
）
で
下
車
し
、
十
七
世
紀
の
大

聖
堂
を
見
物
す
る
つ
も
り
だ
。

切
符
を
買
わ
ず
、
オ
ル
レ
ア
ン
か
ら
パ
リ
行
の
汽
車
に
の
っ
た
。
無
賃
乗
車
で
あ
る
。
お
な
じ
客
車
に
若
い
女
性
が
の
っ
て
い
た
。
ブ
ロ
ン
ド
の
髪
の
気
さ
く
な
美
し
い

女
性
で
あ
る
。
い
い
旅
の
道
ず
れ
が
で
き
た
。
横
顔
が
と
て
も
美
し
い
。
人
に
た
い
す
る
態
度
に
、
や
さ
し
さ
や
せ
ん
細
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

目
は
碧あ

お

い
。
声
は
よ
く
ひ
び
く
。
ｒ

ア
ー
ル

の
発
声
に
気
を
つ
け
る
と
こ
ろ
は
、
女
優
の
よ
う
だ
。
会
話
が
は
じ
ま
っ
た
。
オ
ペ
ラ
座
の
お
ど
り
子
だ
そ
う
で
あ
る
。
齢
は
二
十

二
。
名
前
は
ブ
ラ
ン
シ
ュ
・
Ｂべ

ー

だ
と
い
う
。
素
性
の
よ
さ
そ
う
な
女
の
よ
う
だ
。
住
い
は
メ
イ
ン
街
三
十
番
地
だ
と
い
う
。
結
婚
し
て
い
て
、
夫
は
五
十
二
歳
。
職
業
は
彫

像
師
だ
が
、
い
ま
は
別
居
し
て
い
る
。
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二
人
の
会
話
は
、
ま
す
ま
す
う
ち
と
け
た
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
女
性
は
と
て
も
疲
れ
て
い
る
と
み
え
て
、
い
つ
し
か
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
肩
に
も
た
れ
る
と
、
す
や
す

や
と
眠
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
れ
は
そ
う
さ
れ
る
の
が
、
ま
ん
ざ
ら
い
や
で
も
な
い
。
そ
の
美
し
い
横
顔
を
見
て
い
る
と
、
そ
の
額
に
そ
っ
と
口
づ
け
し
た
い
気
持
に
な
っ
た
。

い
つ
の
間
に
か
、
彼
女
の
手
が
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
手
の
中
に
あ
っ
た
。
…
…

と
う
と
う
パ
リ
に
着
い
た
。
包
囲
中
の
パ
リ
で
、
ふ
た
り
は
食
事
を
し
た
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
、
か
れ
は
馬
車
を
や
と
い
、
女
を
そ
の
家
に
送
り
届
け
た
。
あ
す
会
い
に

く
る
と
、
彼
女
は
い
っ
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
が
パ
リ
に
着
い
た
翌
日―

一
八
七
一
年
三
月
十
八
日―

コ
ミ
ュ
ー
ン
の
内
乱
が
勃
発
し
た
。
反
共
和
主
義
者
の
国
民
議
会
に
反
抗
す
る
王
制
主
義
者

ら
は
、“
革
命
自
治
体
”
を
宣
言
し
た
。
そ
の
た
め
パ
リ
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
小
ぜ
り
合
い
や
戦
闘
が
お
こ
り
、
ま
た
銃
殺
刑
な
ど
の
殺
り
く
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
お

ま
け
に
パ
リ
は
、
プ
ロ
シ
ャ
軍
に
包
囲
さ
れ
、
窮
乏
に
あ
え
い
で
い
た
。
人
は
食
べ
ら
れ
る
も
の
な
ら
、
何
で
も
口
の
中
に
入
れ
た
。

十
八
日
、
朝
か
ら
砲
声
が
き
こ
え
る
。
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
丘
の
あ
た
り
で
大
砲
を
う
ば
う
た
め
の
戦
闘
が
は
じ
ま
っ
た
、
と
い
う
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
軍
服
を
身
に
つ
け

て
い
る
か
ら
、
危
く
て
街
路
を
う
ろ
う
ろ
で
き
な
い
。
ヴ
ァ
ヴ
ァ
ン
街
の
サ
ン
ト
・
マ
リ
ー
・
ホ
テ
ル
に
ひ
き
こ
も
っ
て
い
た
。

彼
女
が
や
っ
て
き
た
。
夕
方
の
六
時
に
は
失
礼
す
る
と
い
う
。
暖
炉
の
火
の
そ
ば
で
話
を
す
る
。
手
は
手
の
う
ち
に
、
目
は
目
の
う
ち
に
…
…
。
や
が
て
彼
女
は
立
ち
あ

が
り
、
帽
子
を
手
に
し
、
帰
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ
を
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
引
き
と
め
た
。
小
さ
な
テ
ー
ブ
ル
で
夕
食
を
と
る
。
テ
ー
ブ
ル
越
し
に
キ
ス
を
す
る
。

女
は
包
み
か
く
さ
ず
、
何
で
も
語
り
だ
す
。
家
族
の
こ
と
、
結
婚
の
こ
と
、
じ
ぶ
ん
の
人
生
の
こ
と
、
失
く
し
た
子
供
の
こ
と
、
世
間
か
ら
ど
う
見
ら
れ
て
い
る
か
と
い

っ
た
こ
と
な
ど
を
…
…
。
そ
の
こ
と
ば
は
、
一
つ
ず
つ
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
心
に
し
み
込
ん
で
ゆ
く
。

あ
た
し
の
こ
と
を
ど
う
思
っ
て
い
る
の
、
と
女
は
た
ず
ね
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
愛
し
て
い
る
と
答
え
る
。
二
人
の
会
話
は
、
暖
炉
の
す
み
に
置
か

れ
た
テ
ー
ブ
ル
の
う
え
の
ロ
ー
ソ
ク
の
火
か
げ
の
中
で
、
ひ
そ
ひ
そ
と
お
こ
な
わ
れ
た
。
突
然
、
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
す
る
者
が
い
た
。
ホ
テ
ル
の
ボ
ー
イ
で
あ
る
。
ル
コ
ン
ト

と
ク
レ
マ
ン
・
ト
マ
の
両
将
軍
が
銃
殺
さ
れ
、
あ
ち
こ
ち
で
バ
リ
ケ
ー
ド
が
築
か
れ
た
、
と
い
っ
た
ニ
ュ
ー
ス
を
知
ら
せ
て
く
れ
た
。

と
き
ど
き
街
中
を
通
っ
て
ゆ
く
、
兵
隊
の
軍
靴
の
音
が
き
こ
え
て
く
る
。
外
の
喧
騒
に
く
ら
べ
て
、
こ
の
部
屋
は
何
ん
と
静
か
な
こ
と
か
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
静
寂
と
、

愛
と
、
接
吻
と
、
た
め
息
で
あ
る
。
二
人
は
な
に
も
か
も
忘
れ
て
、
没
我
の
さ
か
い
に
い
た
。
や
が
て
真
夜
中
の
鐘
が
鳴
っ
た
と
き
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
女
を
家
ま
で
送
っ

て
ゆ
く
。
別
れ
ぎ
わ
に
見
た
、
赤
い
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
を
は
い
た
彼
女
の
足
は
、
す
ば
ら
し
か
っ
た
。
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こ
の
ほ
の
か
な
恋
は
、
長
く
は
つ
づ
か
な
か
っ
た
。
二
十
日
に
は
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
の
町
に
も
ど
っ
て
行
っ
た
。
か
れ
は
シ
ー
ブ
ル
カ
ン
街
、
ウ
ィ
ソ

ッ
ク
街
を
息
を
は
ず
ま
せ
な
が
ら
登
っ
て
ゆ
く
。
や
が
て
デ
ュ
モ
ン
・
ド
ゥ
・
ク
ー
ル
セ
街
の
角
を
ま
が
り
、
さ
ら
に
小
さ
な
坂
道
を
の
ぼ
っ
て
ゆ
く
と
、
目
ざ
す
わ
が
家

が
み
え
た
。
わ
が
子
の
無
事
な
す
が
た
を
見
て
、
母
は
息
子
を
か
た
く
抱
き
し
め
る
と
、
泣
き
だ
し
た
。
程
な
く
む
か
し
の
恋
人
マ
リ
ー
や
叔
母
な
ど
が
や
っ
て
来
た
。
久

び
さ
の
再
会―

抱
擁
と
キ
ス
と
祭
の
よ
う
な
騒
ぎ
が
し
ば
ら
く
つ
づ
い
た
。
夜
に
は
叔
父
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
の
家
を
訪
ね
、
帰
還
の
あ
い
さ
つ
を
し
た
。
そ
の
夜
、
ひ
さ
し

ぶ
り
に
じ
ぶ
ん
の
小
さ
な
部
屋
で
安
眠
を
え
た
。

一
八
七
一
年
の
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
将
来
に
つ
い
て
不
安
の
気
に
み
た
さ
れ
て
い
た
。
が
、
い
つ
も
の
よ
う
に
教
会
の
ミ
サ
に
出
か
け
る
。
ま
た
街

中
に
出
る
と
、
そ
こ
に
く
り
広
げ
ら
れ
る
日
々
の
光
景
に
目
を
と
め
る
。
市
場
の
活
気
に
み
ち
た
あ
り
さ
ま
、
ゆ
き
交
う
人
波
、
な
か
で
も
き
れ
い
な
女
性
に
す
ぐ
目
が
と

ま
る
。

夕
食
後
、
港
や
突
堤
の
あ
た
り
を
さ
ま
よ
う
。
海
岸
に
た
え
ず
打
ち
寄
せ
る
波
。
ひ
ろ
く
大
き
な
海
を
飽
ず
に
な
が
め
る
。

将
来
の
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
気
に
な
る
。
こ
れ
か
ら
ど
う
生
き
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
か
。
ル
イ
・
ル
グ
ラ
ン
高
校
で
の
一
件
以
来
、
大
学
へ
進
学
す
る
こ
と
に
は
う
ん
ざ
り
し

て
い
た
。
そ
の
代
わ
り
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
夏
の
間
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
の
雑
誌
『

北
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
・
デ
ュ
・
ノ
ー
ル

仏

』
に
“
ハ
ム
レ
ッ
ト
”
の
ペ
ン
ネ
ー
ム

で
記
事
が
の
り
、
つ
い
で
国
内
の
諸
雑
誌
も
か
れ
の
た
め
に
誌
面
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
記
事
を
か
い
て
も
、
糊こ

口こ
う

を
し
の
ぐ
に
は
十
分
と
は
い
え
ず
、

将
来
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
考
え
る
と
、
意
気
消
沈
し
た
。

あ
る
日
の
こ
と
、
グ
リ
ニ
ッ
ジ
の
イ
ー
ス
ト
・
ハ
ウ
ス
の
校
長
と
町
中
で
ば
っ
た
り
再
会
し
た
。
そ
の
と
き
も
う
い
ち
ど
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
て
み
な
い
か
、
と
い
っ
た

誘
い
が
か
か
り
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
渡
英
す
る
決
心
を
し
た
。
し
か
し
、
恋
人
マ
リ
ー
と
母
は
、
か
れ
の
イ
ギ
リ
ス
行
に
反
対
し
た
。
そ
ん
な
国
に
行
っ
て
も
、
う
だ
つ
が

上
が
ら
な
い
か
ら
、
止
す
べ
き
だ
、
と
い
う
。
そ
れ
よ
り
も
高リ

セ校
の
助
教
に
で
も
な
る
こ
と
を
考
え
て
は
と
勧
め
る
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
家
族
の
懇
願
に
負
け
て
、
パ
リ
大
学
副
区
長
に
手
紙
を
か
き
、
パ
リ
の
高
校
の
復レ

ペ
テ
ィ
ト
ゥ
ー
ル

習
教
師
（
リ
セ
の
自
習
監
督
）
の
口
で
も
な
い
か
、
依
頼
し
た
。

そ
の
返
事
が
く
る
ま
で
、
ぶ
ら
ぶ
ら
し
て
い
て
も
し
ょ
う
が
な
い
の
で
、
一
時
し
の
ぎ
と
し
て
、
グ
リ
ニ
ッ
ジ
の
例
の
学
校
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
る
こ
と
に
し
た
。

一
八
七
一
年
七
月
末―

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
ロ
ン
ド
ン
に
着
く
と
、
グ
リ
ニ
ッ
ジ
の
む
か
し
の
古
巣
に
む
か
っ
た
。
や
が
て
い
た
ず
ら
子
を
相
手
の
授
業
が
は
じ
ま
っ
た
。
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こ
ま
切
れ
の
フ
ラ
ン
ス
語
を
か
れ
ら
の
頭
の
中
に
詰
め
込
ん
で
ゆ
く
の
だ
が
、
わ
ん
ぱ
く
小
僧
ど
も
は
消
化
不
良
を
お
こ
し
て
い
る
。
き
ょ
う
も
一
日
お
わ
っ
た
。
将
来
が

と
て
も
不
安
だ
。

八
月
中
ご
ろ
、
か
ね
て
詩
人
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
テ
ニ
ソ
ン
（
一
八
五
○
〜
九
二
、
イ
ギ
リ
ス
の
桂
冠
詩
人
）
に
手
紙
を
だ
し
、
詩
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
し
て
も
よ
い

か
許
可
を
も
と
め
て
い
た
が
、
よ
う
や
く
そ
の
返
事
が
届
い
た
。
返
事
は
好
意
的
な
も
の
で
、
遠
慮
な
く
仏
訳
な
さ
っ
て
も
よ
い
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
パ
リ
か
ら
も
吉
報
が
届
い
た
。
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
高
校
の
校
長
か
ら
来
た
も
の
で
、
年
俸
八
○
○
フ
ラ
ン
の
復
習
教
師
の
口
が
あ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
ア
ン
ジ

ュ
リ
エ
は
、
こ
の
申
し
出
に
飛
び
つ
い
た
。
そ
し
て
直
ち
に
ベ
リ
ー
校
長
か
ら
暇
を
も
ら
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
に
帰
っ
た
。

ル
イ
・
ル
グ
ラ
ン
高
校
は
、“
賄
事
件
”
の
一
年
後
に
名
称
を
変
更
し
、“
デ
カ
ル
ト
高
校
”
に
な
っ
て
い
た
。
か
つ
て
苦
杯
を
な
め
た
母
校
に
、
こ
ん
ど
教
師
と
し
て
舞

い
も
ど
る
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
心
境
は
複
雑
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
背
に
腹
は
換
え
ら
れ
な
い
。
か
つ
て
好
意
を
し
め
し
て
く
れ
た
む
か
し
の
恩
師
、
紛
争
の
と
き
さ
ん
ざ
ん
や

り
合
っ
た
相
手
も
い
た
。
が
、
学
校
側
は
恩
讐
を
こ
え
て
こ
の
新
入
り
教
師
を
迎
え
た
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
を
受
け
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
恩
師
の
哲
学
教
授
Ｅ
・
シ
ャ
ル
ル

の
取
り
な
し
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
二
十
区
に
居
を
さ
だ
め
る
と
新
し
い
し
ご
と
に
つ
い
た
。
こ
ん
ど
の
し
ご
と
は
、
一
時
的
な
も
の
で
、
か
れ
は
学リ

サ
ー
ン
ス

士
号
を
取
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
あ
き
ら
め
ず
、
根
気
よ
く
コ
ツ
コ
ツ
と
勉
強
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
一
カ
月
ほ
ど
す
る
と
、
生
徒
の
課
業
や
宿
題
の
め
ん
ど
う
を
み
た

り
、
食
堂
で
い
っ
し
ょ
に
食
事
を
し
た
り
、
日
曜
日
に
は
教
会
へ
つ
れ
て
行
っ
た
り
、
散
歩
に
連
れ
だ
し
た
り
す
る
復
習
教
師
の
し
ご
と
が
い
や
に
な
っ
て
き
た
。
あ
れ
ほ

ど
う
と
ま
し
か
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
生
活
が
、
秋
も
ふ
け
て
十
一
月
ご
ろ
に
な
る
と
、
な
つ
か
し
く
思
え
て
き
た
。

と
も
あ
れ
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
元
気
あ
ふ
れ
る
年
ご
ろ
の
二
十
代
で
あ
る
。
青
春
の
ま
っ
盛
り
で
あ
る
。
ひ
と
な
み
に
街
の
中
を
う
か
れ
あ
る
き
た
い
年
齢
で
あ
る
。

そ
の
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
、
カ
ル
チ
エ
ラ
タ
ン
（
パ
リ
の
学
生
街
）
の
友
人
ら
と
パ
ー
テ
ィ
を
計
画
し
、
女
の
子
た
ち
を
呼
ん
で
大
さ
わ
ぎ
を
し
た
。
誘
い
に
乗
っ
て

や
っ
て
来
た
の
は
、
ど
ち
ら
ら
か
と
い
え
ば
尻
軽
の
町
娘
で
あ
る
。
飛
び
切
り
上
等
の
美
人
は
い
な
か
っ
た
。
ふ
つ
う
の
き
り
ょ
う
の
明
る
い
女
性
た
ち
だ
っ
た
。
多
く
は

美
校
生
、
医
学
生
、
法
学
生
と
い
っ
た
連
中
の
恋
人
だ
っ
た
り
、
愛
人
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
あ
ま
り
品
行
の
よ
く
な
い
、
若
い
娘
た
ち
と
乱
痴
気
さ
わ
ぎ
を
や
っ
た
。

そ
う
か
と
思
う
と
、
目
や
耳
を
こ
や
す
た
め
に
コ
ン
サ
ー
ト
に
出
か
け
た
り
、
ル
ー
ブ
ル
の
美
術
館
に
出
入
り
す
る
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
人
を
愚
か
に
す
る
高
校
の
助

教
の
し
ご
と
に
息
苦
し
さ
と
陰
う
つ
さ
を
覚
え
な
が
ら
暮
ら
す
う
ち
に
、
ゆ
き
あ
た
り
ば
っ
た
り
の
生
活
か
ら
脱
け
出
て
、
の
び
の
び
と
し
た
、
ま
と
も
な
生
き
方
を
考
え

る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
助
教
の
し
ご
と
は
、
一
時
の
雨
宿
り
の
た
め
に
、
軒
に
た
た
ず
ん
だ
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
が
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
知
識
が
養
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わ
れ
、
力
が
つ
い
て
い
た
。

一
八
七
二
年
四
月
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
お
い
て
文

リ
サ
ー
ン
ス
・
エ
ス
・
レ
ー
ト
ル

学

士
の
試
験
を
う
け
た
ら
、
運
よ
く
合
格
し
た
。
一
八
八
○
年
の
学
制
改
革
ま
え
の
文
学
士
の
た
め
の
試
験
は
、
そ

れ
ほ
ど
む
ず
か
し
い
も
の
で
は
な
く
、
難
易
度
は
バ
カ
ロ
レ
ア
の
上
の
ク
ラ
ス
て
い
ど
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
と
も
あ
れ
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
お
の
れ
ひ
と
り
の
意
志
と
力
と

運
と
で
、
こ
の
難
関
を
突
破
し
た
。
そ
し
て
そ
の
く
さ
ぐ
さ
の
思
い
を
日
記
に
し
る
し
た
。

―

文リ
サ
ン
ス
イ
エ

学
士
に
な
っ
た
ぞ
。
と
て
も
で
き
な
い
こ
と
を
や
っ
た
ぞ
。
夢
だ
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
こ
と
を
。
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
文
学
部
に
一
あ
わ
吹
か
せ
て
や
っ
た
ぞ
。

ラ
テ
ン
語
で
小
論
文
を
書
い
た
の
は
四
年
ぶ
り
だ
。
出
来
ば
え
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
作
文
や
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
の
反
訳
も
出
題
さ
れ
た
。

第
一
次
試
験
に
合
格
し
た
も
の
は
、
五
十
名
ち
ゅ
う
十
七
名
で
あ
っ
た
。
引
き
つ
づ
き
、
第
二
次
の
口
頭
試
験
を
う
け
る
。
古
典
語
も
フ
ラ
ン
ス
語
も
、
ま
っ
た
く
準
備

し
て
い
な
い
。
が
、
き
び
し
い
口
頭
試
問
に
つ
ぎ
つ
ぎ
に
答
え
た
が
、
中
に
は
答
弁
の
で
き
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
ん
な
と
き
、
も
う
よ
ろ
し
い
君
は
、
と
い
っ
た
試
験
官

の
こ
と
ば
が
胸
に
突
き
刺
さ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
晴
れ
て
文
学
士
の
称
号
を
ゆ
る
さ
れ
た
。

バ
カ
ン
ス
が
や
っ
て
き
た
。
一
八
七
三
年
八
月
十
三
日
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
に
む
か
う
。
文
学
士
と
な
っ
て
か
ら
の
は
じ
め
て
の
帰
郷
で
あ
る
。
八
月
中

旬
か
ら
九
月
中
旬
す
ぎ
ま
で
故
郷
で
す
ご
し
た
。
夏
季
休
暇
ち
ゅ
う
の
日
常
は
、
そ
の
日
記
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
て
い
る
。

―

朝
は
九
時
ご
ろ
お
き
る
と
、
朝
食
を
と
る
。
そ
の
あ
と
散
歩
に
出
か
け
る
。
知
人
と
会
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
た
い
て
い
は
一
人
で
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
く
。
家
か
ら

海
岸
ま
で
一
キ
ロ
ほ
ど
の
距
離
で
あ
る
。
大
好
な
突
堤
の
上
や
砂
浜
を
あ
る
く
。
天
気
が
よ
い
と
き
は
、
突
堤
の
ベ
ン
チ
に
腰
を
お
ろ
し
、
海
や
港
に
出
入
り
す
る
船
な
ど

を
見
て
た
の
し
む
。

ま
た
と
き
に
は
、
明
る
い
洋
服
を
着
、
本
を
小
脇
に
か
か
え
、
パ
ラ
ソ
ル
を
さ
し
た
若
い
イ
ギ
リ
ス
女
性
を
流
し
目
に
み
る
。
そ
の
若
い
娘
さ
ん
た
ち
は
、
対
岸
の
国
か

ら
バ
カ
ン
ス
に
来
た
連
中
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
女
性
に
色
目
を
つ
か
う
こ
と
に
あ
き
た
ら
、
海
水
浴
で
あ
る
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
お
よ
ぎ
が
得
意
で
あ
っ
た
。
よ
く
沖
合
い
ま
で
泳
い
だ
。
お
昼
ち
か
く
に

な
る
と
、
ふ
た
た
び
坂
道
を
登
り
な
が
ら
家
路
へ
と
い
そ
ぐ
。
家
族
そ
ろ
っ
て
静
か
に
食
事
を
と
る
た
め
で
あ
る
。

昼
食
が
す
む
と
、
食
堂
に
あ
る
後
ろ
に
反
っ
た
ひ
じ
掛
け
い
す
に
す
わ
り
、
葉
巻
を
ふ
か
し
た
り
、
図
書
館
か
ら
借
り
だ
し
た
本
を
よ
ん
だ
り
す
る
。

三
時
半
ご
ろ
に
な
る
と
、
ふ
た
た
び
外
出
す
る
。
行
く
先
は
浜
辺
や
突
堤
で
あ
る
。
と
き
た
ま
叔
母
さ
ん
や
マ
リ
ー
が
海
岸
に
来
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
彼
女
た
ち
は
、

折
り
畳
み
イ
ス
に
す
わ
る
と
、
日
光
浴
を
す
る
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
夕
ぐ
れ
ど
き
、
ふ
た
た
び
ひ
と
泳
ぎ
す
る
。
夕
食
は
、
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
叔
父
の
家
で
と
る
こ
と
も
あ
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る
。
そ
の
あ
と
、
サ
ー
カ
ス
や
芝
居
を
み
る
こ
と
も
あ
る
。
帰
宅
す
る
前
に
、
月
光
に
照
ら
さ
れ
た
海
を
み
る
た
め
に
、
再
び
突
堤
に
出
か
け
る
。

夏
休
み
が
お
わ
る
と
、
ル
イ
・
ル
グ
ラ
ン
高
校
で
の
陰
う
つ
な
生
活
に
も
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
は
ガ
レ
ー
船
の
囚
人
の
“
見
張
り
番
”
の
よ
う
な
仕
事
に
、
い
や

気
が
さ
し
、
そ
こ
か
ら
逃
げ
だ
す
こ
と
を
真
剣
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

文
学
士
の
称
号
を
え
た
い
ま
、
つ
ぎ
は
英
語
教
師
に
な
ろ
う
と
決
心
し
た
。
ひ
と
た
び
肚
が
き
ま
る
と
、
公
共
教
育
省
に
イ
ギ
リ
ス
留
学
の
た
め
の
休
職
願
を
提
出
し
た
。

か
れ
は
、
英
語
教
師
に
な
る
た
め
に
、
ま
ず
中

セ
ル
テ
イ
フ
ィ
カ
・
ダ
プ
テ
ィ
テ
ュ
ー
ド

等
教
育
教
員
適
性
証
書
を
得
、
つ
い
で
も
っ
と
も
難
関
の
高
等
教
育
の
“
教ア

グ
レ
ガ
ス
ヨ
ン

授
資
格
”
を
取
得
す
る
こ
と
を
熱
望
し
て

い
た
。

役
所
か
ら
、
八
ヵ
月
の
休
職
を
許
可
す
る
、
と
い
っ
た
許
可
が
届
い
た
の
は
、
一
八
七
三
年
一
月
末
の
こ
と
だ
っ
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
土
を
ふ
む
の
は
こ
れ
で
三
度
目
で
あ
る
。
こ
の
霧
の
国
で
の
か
れ
の
生
活
は
、
一
八
七
三
年
二
月
か
ら
翌
年
の
八
月
ま
で
、
お
よ
そ
一

年
半
に
ま
で
及
ん
だ
。
勤
め
先
は
、
例
の
ジ
ョ
ン
・
ベ
リ
ー
氏
の
私
立
学
校
で
あ
る
。

い
ま
は
文
学
士
の
称
号
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
待
遇
も
大
き
く
変
わ
っ
た
。
食
住
を
提
供
さ
れ
る
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
で
あ
る
が
、

以
前
の
よ
う
に
一
日
に
五
時
間
お
し
え
な
く
て
よ
く
、
朝
九
時
か
ら
十
一
時
ま
で
二
時
間
だ
け
子
供
た
ち
の
相
手
を
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
残
り
の
時
間
は
、
ど
う
使
っ
て
も

よ
く
、
勉
学
に
当
て
る
こ
と
が
で
き
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
グ
リ
ニ
ッ
ジ
に
滞
在
ち
ゅ
う
、
大
い
に
本
を
よ
み
、
ま
た
さ
か
ん
に
詩
を
つ
く
っ
た
。
ロ
ン
ド
ン
ま
で
は
一
時
間
と
か
か
ら
ぬ
か
ら
、
た
び
た
び
出

か
け
る
。
好
ん
で
行
く
と
こ
ろ
は
ス
ト
ラ
ン
ド
街
（
ホ
テ
ル
、
劇
場
、
商
店
な
ど
が
多
い
）
に
ち
か
い
、
路
地
で
あ
る
。
そ
こ
に
古
書
店
が
軒
を
な
ら
べ
て
い
る
。
か
れ
は

そ
の
古
本
小
路
を
ぶ
ら
つ
く
の
が
大
好
き
で
あ
っ
た
。
古
本
屋
め
ぐ
り
は
、
愛
書
家
だ
け
が
ひ
そ
か
に
享
受
す
る
よ
ろ
こ
び
で
あ
る
。

か
れ
は
古
書
を
あ
さ
る
だ
け
で
は
な
い
。
週
に
一
度
は
、
ブ
ル
ー
ム
ズ
ベ
リ
ー
の
大
英
博
物
館
の
図
書
室
に
で
か
け
、
本
を
よ
む
。
本
を
よ
む
と
き
は
、
ゆ
っ
く
り
と
読

む
。
か
な
ら
ず
ペ
ン
を
手
に
も
ち
、
感
想
な
ど
を
手カ

ル
ネ帳

に
書
き
込
む
。

一
八
七
四
年
四
月
の
下
旬―

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ベ
ニ
ス
の
商
人
』
を
よ
み
は
じ
め
る
。
読
み
進
む
に
つ
れ
て
、
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
詩
人
は
、

じ
ぶ
ん
の
た
め
に
語
っ
て
い
る
。
し
な
や
か
さ
、
多
様
性
、
奥
深
さ
、
力
強
さ
、
ど
れ
ひ
と
つ
と
っ
て
も
す
ば
ら
し
い
。

つ
い
で
ベ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
ド
ラ
イ
デ
ン
、
ス
タ
ー
ン
、
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
、
な
ど
の
作
品
へ
と
読
み
進
み
、
さ
ら
に
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
文
学
の
勉
強

も
再
開
し
た
。
や
が
て
か
れ
は
読
書
を
通
じ
て
内
省
的
に
な
っ
て
ゆ
く
。
フ
ラ
ン
ス
の
芸
術
は
、
十
分
に
心
理
的
で
な
い
。
わ
れ
わ
れ
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
内
部
の
情

サ
ン
テ
ィ
マ
ン

緒
を
と
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ら
え
な
い
で
、
表
出
さ
れ
た
形
ば
か
り
捉
ら
え
る
。
こ
れ
か
ら
は
、“
心
理
観
察
”
を
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

人
間
と
そ
の
心
理
を
知
る
に
は
、
人
間
そ
の
も
の
を
よ
く
観
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
、
サ
ン
・
シ
モ
ン
な
ど
の
著
作
は
、
人
間
を
知
る

た
め
の
宝
庫
で
あ
る
。
か
れ
ら
を
研
究
の
モ
デ
ル
と
し
て
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
だ
け
で
は
駄
目
で
あ
る
。
人
と
接
し
、
人
と
恋
を
す
る
こ
と
も
大
事
で
あ
り
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
小
説
を
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
生
あ
る
も
の
す
べ
て
に
思
い
や

り
と
共
感
、
愛
情
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

読
書
は
、
か
れ
を
空
想
の
世
界
に
運
ん
で
く
れ
は
し
た
け
れ
ど
、
じ
っ
さ
い
外
国
で
ひ
と
り
で
暮
ら
し
て
み
る
と
、
心
細
さ
や
わ
び
し
さ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

毎
日
、
う
つ
う
つ
と
し
て
日
を
送
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
日
曜
日
が
く
る
と
、
限
り
な
く
わ
び
し
く
な
る
。
学
校
の
ま
わ
り
は
、
静
寂
に
閉
ざ
さ
れ
、
聞
え
て
く
る

の
は
教
会
の
鐘
の
音
だ
け
で
あ
る
。
ど
ん
よ
り
曇
っ
た
空
は
、
春
か
ら
夏
に
か
け
て
、
明
る
さ
を
ま
す
。
気
持
が
す
こ
し
は
晴
れ
る
時
節
で
あ
る
。

五
月
の
末
の
あ
る
日
曜
日
、
か
れ
は
大
き
な
編
み
上
げ
靴
を
は
き
、
ス
テ
ッ
キ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
本
を
た
ず
さ
え
て
野
原
を
歩
い
た
。
陽
気
は
あ
た
た
か
く
、
小
道

は
乾
い
て
い
る
。
空
に
は
大
き
な
ち
ぎ
れ
雲
が
ぽ
っ
か
り
浮
ん
で
い
る
。
ヒ
バ
リ
が
さ
か
ん
に
さ
え
ず
っ
て
い
る
。
ヒ
バ
リ
こ
そ
ガ
リ
ア
の
本
物
の
鳥
だ
。

や
が
て
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
Ｊジ

ェ

と
い
う
若
い
純
粋
な
女
性
と
知
り
あ
い
に
な
り
、
た
び
た
び
逢お

う

瀬せ

を
か
さ
ね
る
よ
う
に
な
る
。
運
命
は
皮
肉
な
も
の
で
、
二
人
の
恋
を
じ

ゃ
ま
す
る
か
の
よ
う
に
、
男
が
帰
国
す
る
日
が
近
づ
い
て
い
た
。

か
れ
の
心
の
中
で
は
、
懊
悩
の
み
が
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
一
八
七
四
年
七
月
二
日―

二
人
は
ハ
ン
プ
ト
ン
コ
ー
ト
（
ロ
ン
ド
ン
の
南
郊
）
に
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
出

か
け
、
夜
帰
路
に
つ
く
と
き
、
馬
車
に
の
っ
た
。
ふ
た
り
は
無
言
の
ま
ま
、
手
を
に
ぎ
り
合
っ
て
い
た
。
七
月
二
十
日
に
も
会
い
、
手
を
と
り
あ
っ
て
い
な
か
の
小
道
を
歩

い
た
。
そ
し
て
そ
の
年
の
八
月
五
日
、
か
れ
は
こ
の
娘
に
さ
い
ご
の
別
れ
を
告
げ
た
。
Ｊ
は
、
す
す
り
鳴
き
な
が
ら
、
か
れ
の
も
と
を
去
っ
て
行
っ
た
。
…
…

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
い
つ
の
間
に
か
二
十
六
歳
に
な
っ
て
い
た
。
か
れ
は
し
み
じ
み
と
自
己
を
省
み
る
。
お
れ
は
い
ま
ま
で
何
を
し
て
き
た
か
。
今
後
、
ど
う
生
き
る
べ

き
か
。
顧
み
る
と
恥
し
い
こ
と
ば
か
り
や
っ
て
き
た
。
お
れ
は
よ
ご
れ
て
い
る
。
悪
に
手
を
借
し
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
男
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
母
や

友
人
た
ち
に
と
っ
て
、
恥
し
く
な
い
人
間
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
（
一
八
七
四
年
六
月
三
十
日
付
日
記
）。

＊

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
帰
国
し
た
。
今
回
は
故
郷
の
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
に
立
ち
帰
ら
ず
、
パ
リ
に
直
行
し
た
。
一
八
七
四
年
八
月
七
日
（
金
）
の
夜
、
パ
リ
に
着
い
た
。
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翌
週
の
月
曜
日
、
あ
わ
た
だ
し
く
中
等
の
英
語
教
師
の
適
性
試
験
を
う
け
た
。
初
日
は
英
文
仏
訳
の
テ
ス
ト
。『
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
評
論
』
か
ら
抜
い
た
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
の
芝
居
に
現
れ
た
自
然
を
歌
っ
た
詩
に
つ
い
て
」
を
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
訳
す
問
題
。
二
日
目
は
、
仏
文
英
訳
。
筆
記
試
験
を
通
り
、
つ
ぎ
は
口
頭
試
問
が
あ
っ
た
。
高リ

セ校

の
諸
学
級
で
教
え
る
英
文
法
を
実
演
し
て
み
せ
た
り
、
慣
用
表
現
、
同
義
語
、
韻
律
法
な
ど
に
つ
い
て
の
説
明
を
お
こ
な
っ
た
。
試
験
の
結
果
が
発
表
に
な
っ
た
。
フ
タ
を

あ
け
て
み
た
ら
、
思
い
も
よ
ら
ず
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
一
番
で
合
格
し
て
い
た
。

英
語
教
師
の
適
性
試
験
に
通
っ
た
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
願
い
出
さ
え
す
れ
ば
、
田
舎
の
高リ

セ校
の
先
生
に
な
る
こ
と
は
造
作
も
な
か
っ
た
。
が
、
都
会
で
の
暮
ら
し
が
板
に

つ
い
て
み
る
と
、
田
舎
な
ん
か
に
行
き
た
く
な
か
っ
た
。
か
れ
は
パ
リ
の
暮
ら
し
が
気
に
入
っ
て
い
た
。

パ
リ
は
に
ぎ
や
か
で
、
た
の
し
く
、
粋
な
町
で
あ
る
。
お
ま
け
に
女
性
も
美
し
い
し
、
洗
練
さ
れ
て
い
て
、
上
品
で
あ
る
。
か
た
い
な
か
に
行
き
、
そ
こ
の
教
師
と
し
て

一
生
を
送
り
た
く
は
な
か
っ
た
。

じ
つ
は
か
れ
は
、
も
う
一
つ
上
の
国
家
試
験―

教ア
グ
レ
ガ
ス
ヨ
ン

授
資
格―

に
挑
戦
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
有
給
休
職
の
期
限
が
き
れ
た
一
八
七
四
年
九
月
三
十
日
、
パ

リ
の
ど
こ
か
の
高
校
に
代
用
教
員
の
口
が
な
い
も
の
か
捜
し
た
ら
、
シ
ャ
ル
マ
ー
ニ
ュ
高
校
に
勤
め
口
が
み
つ
か
っ
た
。
か
く
し
て
か
れ
は
、
そ
の
年
の
秋
か
ら
正
教
授
と

し
て
週
八
時
間
の
英
語
の
授
業
を
う
け
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

か
れ
は
余
暇
を
み
い
だ
し
て
は
、
英
文
学
や
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
の
文
学
作
品
を
読
み
ふ
け
っ
た
。
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
以
来
の
習
慣
で
、
出
校
す
る
ま
え
の
二
時
間
を
ギ

リ
シ
ャ
語
を
勉
強
す
る
こ
と
に
当
て
た
。
そ
し
て
本
を
よ
む
と
き
は
、
い
つ
も
ペ
ン
を
握
っ
て
い
た
。

か
れ
は
ア
グ
レ
ガ
ス
ヨ
ン
の
受
験
勉
強
を
お
さ
お
さ
怠
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
一
八
七
五
年
度
の
受
験
を
見
送
る
こ
と
に
し
、
一
八
七
六
年
度
を
目
ざ
す
こ
と
に
し
た
。

シ
ャ
ル
マ
ー
ニ
ュ
高
校
に
お
け
る
仕
事
に
な
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
八
七
六
年
度
の
ア
グ
レ
ガ
ス
ヨ
ン
の
試
験
は
、
八
月
六
日
か
ら
二
十
六
日
に
か
け
て
お
こ
な
わ
れ
た
。

試
験
問
題
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

英
文
仏
訳
…
…
…
…
…
ポ
ー
プ
が
ジ
ョ
ン
・
ア
ー
バ
ス
ノ
ッ
ト
（
一
六
六
七
〜
一
七
三
五
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
医
師
、
作
家
）
に
宛
て
て
出
し
た
書
簡
。

仏
文
英
訳
…
…
…
…
…
レ
ス
枢
機
卿け

い

の
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
の
人
物
批
評
。

フ
ラ
ン
ス
語
論
文
…
…
ベ
ー
コ
ン
の
『
随
筆
』
に
現
わ
れ
た
文
体
に
つ
い
て
。
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英
語
論
文
…
…
…
…
…
《N

othing is so difficult as a beginning

》

《In poesy, unless perhaps the end

》
と
い
っ
た
バ
イ
ロ
ン
の
考
え
に
つ
い
て
く
わ
し
く
述
べ
、
か
つ
論
評
せ
よ
。

こ
の
筆
記
試
験
の
合
格
者
は
、
七
名
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
一
番
で
及
第
し
た
。
数
日
後
、
こ
ん
ど
は
口
頭
試
験
が
は
じ
ま
っ
た
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
リ
ア
王
』
の
一
節
と
ベ
ー
コ
ン
の
『
随
筆
』
の
な
か
の
一
節
に
つ
い
て
の
評

エ
ク
ス
プ
リ
カ
シ
ョ
ン

釈
。
こ
の
試
験
で
は
、
よ
く
な
い
印
象
を
試
験
官
に
あ
た
え
た
。

そ
の
翌
日
は
、
文
法
問
題
の
試
験
。
関
係
代
名
詞
に
つ
い
て
英
語
で
説
明
す
る
問
題
。
こ
の
方
も
あ
ま
り
よ
く
で
き
な
か
っ
た
。
試
験
官
か
ら
間
違
い
の
訂
正
を
う
け
た
。

週
末
に
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
試
験
。「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
女
性
」
に
つ
い
て
、
皆
の
ま
え
で
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
方
は
う
ま
く
説
明
で
き
、
試
験
官
た
ち
を
よ
ろ
こ
ば
せ

る
こ
と
が
で
き
た
。

フ
タ
を
あ
け
た
ら
、
三
名
合
格
し
て
お
り
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
最
下
位
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
か
れ
は
晴
れ
て
ア
グ
レ
ガ
ス
ヨ
ン
に
合
格
し
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
地
方
へ

行
け
ば
、
新
た
な
地
位
に
つ
く
こ
と
も
で
き
た
が
、
シ
ャ
ル
マ
ー
ニ
ュ
高
校
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
し
た
。

か
れ
は
相
変
ら
ず
、
英
文
学
の
本
を
い
ろ
い
ろ
読
み
ふ
け
る
。
そ
し
て
読
後
感
を
手
帳
に
書
き
こ
む
。
ラ
ム
、
ポ
ー
プ
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
著
作
な
ど
、
何
ん

で
も
よ
む
。
図
書
館
の
ギ
リ
シ
ャ
文
献
学
の
講
義
に
も
出
席
す
る
し
、
博
物
館
、
美
術
館
、
オ
デ
オ
ン
座
に
も
出
入
り
す
る
。
交
友
の
輪
も
ひ
ろ
が
り
、
芸
術
家
た
ち
と
も

つ
き
あ
う
。

一
八
七
六
年
の
は
じ
め
、
か
れ
は
ヴ
ァ
ヴ
ァ
ン
街
に
ち
か
い
ブ
レ
ア
街
六
番
地
の
下
宿
屋
に
住
ん
で

い
た
が
、
恋
に
う
き
身
を
や
つ
す
女
性
も
た
く
さ
ん
現
わ
れ
た
。

一
八
七
七
年
の
春―

隣
り
の
女
と
知
り
合
い
に
な
る
。
か
れ
の
注
意
を
引
い
た
女
は
、
気
品
あ
る

女
性
だ
っ
た
。
投
げ
キ
ス
を
し
た
ら
、
に
っ
こ
り
ほ
ほ
え
ん
だ
。

「
ギ
リ
シ
ャ
語
。
と
な
り
の
女
に
キ
ス
を
送
る
。
授
業
。
カ
フ
ェ
。
ま
た
授
業
を
。
ま
た
カ
フ
ェ
に

行
く
」（
五
月
四
日
（
土
）
付
、
日
記
）。

一
週
間
ほ
ど
し
て
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
“
と
な
り
の
女
”
と
ク
ラ
マ
ー
ル
の
森
に
散
策
に
出
か
け
た
。

ふ
た
り
は
草
の
う
え
に
す
わ
る
。
か
れ
は
本
を
よ
み
出
す
と
、
女
は
か
ぎ
針
で
編
物
を
す
る
。

ロバート・バーンズの研究をしていたころ
のアンジュリエ（�0 歳）。
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パ
リ
の
町
女
と
た
わ
む
れ
な
が
ら
暮
ら
す
う
ち
に
、
グ
リ
ニ
ッ
ジ
で
恋
仲
に
な
っ
た
Ｊ
の
こ
と
を
想
い
だ
す
。
彼
女
か
ら
は
便
り
が
く
る
が
、
返
事
を
書
か
ず
に
放
っ
て

あ
る
。
か
れ
は
ふ
た
た
び
内
省
的
に
な
る
。
う
つ
ろ
な
暮
ら
し
。
疲
れ
て
き
た
。
も
う
い
ち
ど
、
わ
が
身
に
清
新
の
気
を
吹
き
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
故
郷
へ
の
帰
還
は
、

か
れ
に
と
っ
て
元
気
を
と
り
も
ど
す
唯
一
の
源
泉
で
あ
っ
た
。

古
里
の
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
に
帰
っ
て
、
母
に
会
お
う
。
か
れ
は
休
暇
の
た
び
、
な
る
べ
く
田
舎
に
帰
る
よ
う
に
し
た
。
な
じ
み
の
古
い
坂
道
を
登
っ
て
我
が
家
へ
と
急
ぐ
。

な
つ
か
し
い
街
路
と
そ
の
脇
の
古
い
家
。
多
く
の
顔
な
じ
み
と
も
会
う
。
母
は
う
れ
し
涙
を
流
し
な
が
ら
息
子
を
家
に
迎
え
入
れ
る
。
と
き
に
は
、
母
が
す
で
に
床
に
つ
い

て
い
る
深
夜
に
、
こ
っ
そ
り
帰
宅
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

―

夜
十
一
時
に
帰
宅
す
る
。
母
は
寝
て
い
る
。
何
か
食
物
を
さ
が
す
。
腹
ぺ
こ
だ
か
ら
。
何
も
な
い
。
火
を
お
こ
し
、
卵
を
三
つ
割
っ
て
、
オ
ム
レ
ツ
を
つ
く
る
。
上
で
き
た
。

母
を
お
こ
さ
ず
に
、
床
に
つ
く
。
け
さ
フ
ラ
イ
パ
ン
、
コ
ッ
プ
、
卵
の
か
ら
な
ど
を
見
た
と
き
の
、
母
の
大
き
な
お
ど
ろ
き
よ
う
と
い
っ
た
ら
！
（
一
八
七
七
年
九
月
六
日
付
、
日

記
）。

田
舎
に
帰
っ
て
も
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
い
つ
も
孤
独
を
愛
し
、
孤
独
を
友
と
す
る
。
夜
、
突
堤
へ
出
か
け
る
。
あ
た
り
は
す
で
に
漆
黒
の
や
み
だ
。
波
が
間
断
な
く
、
海

岸
を
洗
っ
て
い
る
。
と
き
ど
き
灯
台
が
そ
の
光
を
静
か
に
投
げ
か
け
る
。
明
り
を
つ
け
た
船
が
沖
合
い
を
通
っ
て
ゆ
く
。
…
…

ま
た
あ
る
と
き
は
、
ボ
ー
ト
を
こ
い
で
リ
ア
ー
ヌ
川
の
川
上
の
ほ
う
に
行
く
。
日
曜
日
に
な
る
と
、
山
野
を
跋
渉
し
て
、
小
さ
な
村
の
教
会
に
出
か
け
、
坊
さ
ん
の
お
説

教
を
き
く
。
僧
侶
は
見
な
れ
な
い
顔
を
会
衆
の
な
か
に
み
つ
け
、
び
っ
く
り
し
て
い
た
。
ま
た
と
き
に
は
、
子
供
の
こ
ろ
い
っ
し
ょ
に
遊
ん
だ
り
、
駆
け
っ
こ
を
し
た
仲
間

―

い
ま
で
は
も
う
一
人
前
の
女
に
な
っ
て
い
る
が―

こ
ち
ら
の
姿
を
み
か
け
る
と
恥
か
し
そ
う
に
す
る
。

一
八
七
八
年
の
夏
、
田
舎
に
帰
っ
た
と
き
、
め
で
た
い
知
ら
せ
と
接
し
た
。
妹
の
マ
リ
ー
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
が
、
マ
ル
セ
ル
・
ロ
ラ
ン
ジ
ュ
と
い
う
青
年
と
婚
約
し
た
と

い
う
。

休
暇
が
お
わ
る
と
、
ふ
た
た
び
陰
う
つ
な
パ
リ
へ
も
ど
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
の
む
っ
と
息
が
つ
ま
る
よ
う
な
高
校
の
教
室
へ
。
ほ
こ
り
だ
ら
け
の
大
通
へ
。
と
も
か
く
、

元
気
を
出
し
て
や
る
し
か
な
い
。
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＊

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
一
八
七
七
年
ご
ろ
よ
り
博
士
論
文
の
テ
ー
マ
を
捜
し
て
い
た
。
が
、
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ン
ズ
（
一
七
五
九
〜
九
六
）
が
、
じ
ぶ
ん
と
共
通
点
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
詩
人
を
学
位
論
文
の
対
象
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
北
国
の
詩
人
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
何
で
あ
っ

た
の
か
、
わ
か
ら
な
い
が
、
一
八
六
九
年―

二
十
一
歳
の
暮く

れ―

グ
リ
ニ
ッ
ジ
の
イ
ー
ス
ト
・
ハ
ウ
ス
校

ス
ク
ー
ルの

教
員
お
よ
び
生
徒
一
同
か
ら
、“
フ
ラ
ン
ス
語
の
先
生
”
に

と
、
バ
ー
ン
ズ
全
集
を
贈
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

が
、
何
が
か
れ
を
バ
ー
ン
ズ
に
む
か
わ
せ
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
。

一
八
七
七
年
五
月
中
ご
ろ
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
こ
の
詩
人
の
伝
記
を
よ
み
、
そ
の
天
才
ぶ
り
に
感
嘆
し
て
い
る
。
ま
た
同
じ
月
の
十
八
日
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
ア
ル
フ
レ
ッ

ド
・
ジ
ャ
ン
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
メ
ジ
ェ
ー
ル
教
授
（
一
八
二
六
〜
一
九
一
五
、
文
芸
批
評
家
）
を
訪
れ
、
バ
ー
ン
ズ
を
学
位
論
文
の
対
象
に
し
た
い
、
と
い
う
と
、
そ
れ
は

け
っ
こ
う
な
テ
ー
マ
だ
ね
、
と
い
っ
た
。
運
命
の
さ
い
は
投
げ
ら
れ
た
！

メ
ジ
ェ
ー
ル
教
授
の
こ
と
ば
に
勇
気
づ
け
ら
れ
た
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
以
後
こ
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
詩
人
の
魂
を
徹
底
的
に
よ
み
が
え
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
か
れ
は
バ
ー

ン
ズ
研
究
に
む
か
っ
て
周
到
に
構
想
す
る
と
、
そ
の
準
備
に
と
り
か
か
っ
た
。

当
時
パ
リ
で
は
バ
ー
ン
ズ
に
関
す
る
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
る
文
献
に
接
し
え
な
か
っ
た
。
ま
た
あ
っ
て
も
貧
弱
で
あ
っ
た
。
バ
ー
ン
ズ
そ
の
人
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
知
る
に
は
、

そ
の
生
れ
た
国
や
社
会
に
つ
い
て
の
知
識
や
イ
ギ
リ
ス
文
学
全
体
の
教
養
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
か
れ
は
改
め
て
留
学
を
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
一
八

七
八
年
十
一
月
か
ら
翌
年
の
九
月
末
ま
で
奨
学
金
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
万ト

ウ
サ
ン

節
祭
（
十
一
月
一
日
）
の
前
日―

シ
ャ
ル
マ
ー
ニ
ュ
高
校
に
別
れ
を
つ
げ
、
故

郷
の
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
に
む
か
っ
た
。

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
叔
父
は
、
む
す
こ
を
亡
く
し
て
か
ら
、
ボ
ー
ル
ペ
ー
ル
街
の
大
き
な
家
で
暮
ら
し
て
い
た
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
今
回
は
母
の
家
で
や
っ
か
い
に
な
ら
ず
、

こ
の
叔
父
の
家
で
数
週
間
す
ご
し
、
十
二
月
十
一
日
に
イ
ギ
リ
ス
に
む
か
っ
た
。
折
し
も
雪
が
ふ
っ
て
い
た
…
…
。

イ
ギ
リ
ス
に
着
く
と
、
首
都
は
相
変
ら
ず
に
ぎ
や
か
で
あ
り
、
活
気
に
満
ち
て
い
た
。
か
れ
は
ル
イ
シ
ャ
ム
（
テ
ー
ム
ズ
川
南
岸
の
住
宅
地
）
に
住
む
友
人
の
家
に
す
こ

し
の
間
や
っ
か
い
に
な
っ
た
。
グ
リ
ニ
ッ
ジ
に
も
ど
っ
た
の
は
、
そ
の
月
の
十
三
日
の
こ
と
だ
っ
た
。
イ
ー
ス
ト
・
ハ
ウ
ス
校
の
ま
え
で
一
瞬
立
ち
ど
ま
る
。
こ
の
学
校
で

す
ご
し
た
日
々
が
想
い
だ
さ
れ
る
。
む
か
し
の
恋
人
Ｊ
の
こ
と
が
、
ふ
と
心
を
よ
ぎ
る
。
そ
の
家
の
前
を
通
り
す
ぎ
た
い
衝
動
に
か
ら
れ
る
。



（6�）�57

グ
リ
ニ
ッ
ジ
に
着
い
た
翌
週
の
土
曜
日
（
十
二
月
二
十
一
日
）、
か
れ
は
Ｊ
が
住
む
ロ
チ
ェ
ス
タ
ー
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
東
部
の
町
）
に
む
か
っ
た
。
Ｊ
は
数
ヵ
月
ま
え

に
船
舶
仲
買
人
と
結
婚
し
た
と
い
う
。
暗
く
な
る
の
を
待
っ
て
、
彼
女
が
住
む
家
の
ま
わ
り
を
う
ろ
つ
い
た
。

グ
リ
ニ
ッ
ジ
か
ら
ロ
ン
ド
ン
ま
で
、
汽
車
を
利
用
す
れ
ば
、
一
時
間
ほ
ど
の
行
程
で
あ
る
が
、
運
賃
は
安
く
な
い
。
か
れ
は
大
英
博
物
館
の
図
書
室
に
通
う
の
が
目
的
で

あ
る
か
ら
、
な
る
べ
く
そ
こ
に
近
い
と
こ
ろ
に
住
み
た
い
と
思
っ
た
。

友
人
に
い
ろ
い
ろ
下
宿
を
捜
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ヒ
ル
の
ラ
ン
ド
ブ
ロ
ー
ク
・
グ
ロ
ー
ブ
四
十
一
番
地
に
下
宿
屋
が
み
つ
か
り
、
年
暮
れ
の
二
十
七

日
に
引
っ
越
し
た
。
賄
い
付
の
下
宿
屋
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
階
級
の
男
女
が
住
ん
で
い
た
。

―

夕
食
が
す
む
と
、
女
性
は
ラ
ウ
ン
ジ
に
行
く
。
男
は
パ
イ
プ
を
ふ
か
し
た
り
、
女
性
の
仲
間
に
入
ろ
う
と
す
る
。
植
民
地
の
イ
ン
ド
か
ら
来
た
と
い
う
Ｄ
夫
人
と
い
う
、

若
い
未
亡
人
が
い
て
、
そ
の
か
た
わ
ら
に
す
わ
っ
た
と
き
、
か
れ
は
い
っ
ぺ
ん
に
の
ぼ
せ
あ
が
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
女
性
は
、
褐
色
の
髪
を
し
て
い
る
。
目
鼻
立
ち
の
す
っ
き
り
と
し
た
、
な
か
な
か
の
美
人
で
あ
る
。
頭
は
よ
さ
そ
う
で
あ
っ
た
。
声
が
大
き
く
、
早
口
で
あ
っ
た
。

男
性
の
気
を
引
き
た
が
る
、
あ
だ
っ
ぽ
い
女
で
あ
る
。

こ
の
未
亡
人
と
は
、
テ
ー
ム
ズ
川
が
み
え
る
居
酒
屋
で
い
っ
し
ょ
に
食
事
を
し
た
り
、
散
歩
に
出
か
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
や
が
て
相
手
の
女
性
の
心
の
持
ち
方
が
ふ

つ
う
で
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
か
れ
の
ほ
う
か
ら
遠
ざ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
女
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
る
暇
は
な
か
っ
た
。
せ
っ
か
く
イ
ギ
リ
ス
留
学
の
機
会
を
え
た
の
だ
か
ら
、
し
っ
か
り
勉
強
し
て
成
果
を
あ
げ
る
必
要

が
あ
る
。
い
ま
ま
で
お
れ
は
何
を
し
て
き
た
か
。
大
し
た
こ
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
う
ん
と
勉
強
し
、
ど
ん
ど
ん
物
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
あ
青
春
は
足
早
に

す
ぎ
て
ゆ
く
。
も
う
と
っ
く
に
三
十
を
す
ぎ
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
勉
強
家
で
あ
っ
た
。
一
日
六
時
間
、
大
英
博
物
館
の
図
書
室
に
か
よ
い
、
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
、
も
う
れ
つ
に
勉
強
す
る
。
そ
し
て
早
朝

の
二
時
間
は
、
つ
ね
に
ギ
リ
シ
ャ
語
の
勉
強
に
あ
て
た
。
ギ
リ
シ
ャ
文
学
の
目
ぼ
し
い
作
品
は
、
す
べ
て
読
む
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
ら
。

か
れ
は
バ
ー
ン
ズ
を
研
究
の
中
心
に
す
え
る
と
、
そ
の
周
辺
か
ら
攻
め
る
こ
と
に
し
、
ま
わ
り
に
い
る
イ
ギ
リ
ス
作
家
を
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
読
ん
で
ゆ
く
。
本
を
読
む
こ

と
だ
け
に
没
頭
せ
ず
、
と
き
に
頭
を
や
す
め
る
た
め
に
、
自
由
を
謳
歌
す
る
。
文
学
研
究
の
補
助
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
そ
の
社
会
を
究
め
よ
う
と
す
る
。

か
れ
は
本
の
世
界
か
ら
飛
び
出
る
と
、
ロ
ン
ド
ン
の
街
中
を
あ
ち
こ
ち
歩
き
ま
わ
る
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
人
を
よ
く
観
察
し
、
よ
く
研
究
し
よ
う
と
す
る
。
か
れ
は
イ
ギ

リ
ス
社
会
を
お
お
っ
て
い
る
空
気
を
は
だ
で
感
じ
、
そ
こ
で
生
を
営
ん
で
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
階
級
の
ひ
と
び
と
を
じ
っ
く
り
見
す
え
る
。
人
間
や
社
会
だ
け
を
観
察
す
る
の
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で
は
な
い
。
と
き
に
は
、
劇
場
や
美
術
館
に
出
か
け
る
。
さ
ら
に
科
学
の
教
え
を
う
け
る
た
め
に
、
学
術
研
究
機
関
の
講
演
会
に
顔
を
だ
す
。
い
や
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

労
働
者
の
集
会
に
も
出
か
け
る
。

夏
に
な
っ
た
。
大
英
博
物
館
の
図
書
室
で
よ
も
う
と
思
っ
て
い
た
書
物
は
、
あ
ら
か
た
よ
み
お
え
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
バ
ー
ン
ズ
研
究
に
入
る
ま
え
の
下
準
備
で
も
あ
っ

た
。
つ
ぎ
は
第
二
段
階
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
バ
ー
ン
ズ
と
関
わ
り
が
あ
る
土
地
を
余
す
こ
と
な
く
訪
れ
、
じ
か
に
見
て
み
た
い
。
そ
れ
を
お
こ
な
う
に
は
給
費
が
切
れ
る
九
月
末
ま
で
に
や
っ
て
お

か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
折
か
ら
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
胸
い
っ
ぱ
い
新
鮮
な
空
気
を
吸
い
、
解
放
感
に
ひ
た
り
た
か
っ
た
。

頭
の
中
で
描
い
た
計
画
で
は
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
ま
で
行
く
の
だ
が
、
そ
の
行
程
は
な
る
べ
く
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
を
肩
に
し
て
、
徒
歩
で
い
き
た
い
。
た
ま

た
ま
旧
友
の
ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
デ
ュ
ゲ
が
イ
ギ
リ
ス
に
来
て
い
た
の
で
、
そ
の
者
を
誘
っ
て
、
い
っ
し
ょ
に
出
か
け
る
こ
と
に
し
た
。

旅
程
は
こ
う
で
あ
る
。

ま
ず
テ
ー
ム
ズ
川
の
流
域
か
ら
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
ま
で
出
る
。
つ
い
で
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
生
誕
地
ス
ト
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ド
・
オ
ン
・
エ
ー
ヴ
ォ
ン
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
部
）
を
訪
れ
る
。
そ
こ
か
ら
中
部
の
都
市―

バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
、

リ
バ
ー
プ
ー
ル
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
な
ど
を
訪
れ
る
。
さ
い
ご
は
湖
水
地
方
の
市
場
町
ケ
ジ
ッ
ク
に
出
る
。
こ
こ
で
フ

ラ
ン
ス
か
ら
来
た
友
人
と
別
れ
る
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
旅
立
つ
ま
え
に
周
到
な
準
備
を
し
た
。

一
八
七
九
年
六
月
末―

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
サ
レ
ー
州
の
州
都
キ
ン
グ
ス
ト
ン
ア
ポ
ン
テ
ム
ズ
の
グ
リ
フ
ィ
ス
・

ホ
テ
ル
に
滞
在
し
た
。
こ
こ
が
か
れ
の
旅
行
の
発
足
点
で
あ
る
。
徒か

歩ち

で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
踏
破

し
よ
う
と
い
う
の
は
、
今
回
が
は
じ
め
て
の
企
て
で
あ
る
。
六
月
二
十
四
日
、
ま
ず
キ
ュ
ー
（
ロ
ン
ド
ン
西
郊
）
ま
で

汽
車
に
の
る
。
そ
こ
の
居
酒
屋
で
昼
食
を
と
っ
た
の
ち
、
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
、
ト
ウ
ィ
ッ
ケ
ナ
ム
を
へ
て
、
引
き
船
道
を

キ
ン
グ
ス
ト
ま
で
ゆ
く
。

こ
れ
か
ら
毎
日
、
二
ヵ
月
の
あ
い
だ
か
れ
は
日
々
の
出
来
事
、
旅
の
印
象
や
反
応
な
ど
を
、
克
明
に
日
記
に
つ
け
て

ゆ
く
。
か
れ
は
こ
ま
や
か
な
観
察
者
で
あ
り
、
文
字
を
使
う
画
家
で
も
あ
る
。
そ
の
筆
は
絵
画
的
な
正
確
さ
を
も
っ
て

リッチモンドの図。〔筆者蔵〕
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い
る
。

二
十
五
日
、
朝
六
時
に
宿
を
で
て
、
ハ
ン
プ
ト
ン
コ
ー
ト
（
ロ
ン
ド
ン
西
郊
）
に
む
か
う
。
雨
が
ふ
り
だ
し
、
ど
ぶ
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
に
な
る
。
夜
に
な
る
こ
ろ
、
ス
テ
ィ

ン
ズ
（
ロ
ン
ド
ン
北
西
部
に
あ
る
古
い
町
）
に
着
く
。
翌
日
も
天
気
は
わ
る
い
。
空
は
青
灰
色
を
し
て
い
る
。
細
雨
が
ふ
り
だ
し
た
。
十
時
ご
ろ
、
ウ
ィ
ン
ザ
ー
に
着
く
。

公
園
の
番
人
か
ら
、
物
ご
い
か
浮
浪
者
と
ま
ち
が
わ
れ
そ
う
に
な
っ
た
の
で
、
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
本
を
取
り
だ
し
、
旅
行
者
を
よ
そ
お
っ
た
。

雨
が
ま
す
ま
す
は
げ
し
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
部
、
ロ
ン
ド
ン
の
西
九
二
キ
ロ
）
ま
で
汽
車
に
の
る
こ
と
に
し
た
。

オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
は
、
一
週
間
滞
在
し
た
。
こ
の
間
に
街
の
す
み
ず
み
ま
で
、
く
ま
な
く
歩
き
じ
っ
く
り
観
察
し
た
。
こ
の
学
都
に
あ
る
も
の
は
、
人
家
や
商
店
街
に

く
わ
え
て
学
寮
、
小
聖
堂
、
図
書
館
、
博
物
館
な
ど
で
あ
る
。
神
聖
に
し
て
、
静
寂
な
古
い
町
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
冷
や
か
な
感
じ
の
す
る
、
ひ
っ
そ
り
と
し
た
学
生
街
で

あ
る
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
が
得
た
こ
の
町
の
第
一
印
象
は
、
安
寧
と
静
け
さ
と
快
適
さ
に
満
ち
た
街
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

六
月
二
十
七
日
（
金
）―

昼
食
を
と
っ
た
の
ち
、
コ
ル
プ
ス
・
ク
リ
ス
テ
ィ
学
寮
の
ま
わ
り
を
一
周
す
る
。
そ
の
あ
と
大

ハ
イ
ス
ト
リ
ー
ト

通
り
を
く
だ
り
、
モ
ー
ド
リ
ン
学
寮
の
塔
や

庭
に
感
嘆
す
る
。
長
い
壁
に
そ
っ
て
歩
い
て
い
る
う
ち
に
、
町
の
外
に
出
て
し
ま
っ
た
。

夕
日
が
沈
み
か
け
て
い
る
。
四
角
い
、
ず
ん
ぐ
り
と
し
た
小
さ
な
教
会
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
鐘
の
音
が
き
こ
え
て
く
る
。
そ
の
そ
ば
に
あ
る
の
は
、
屋
根
の
と
が
っ
た
古

い
人
家
で
あ
る
が
、
ど
れ
も
キ
ズ
タ
で
お
お
わ
れ
て
い
る
。
空
は
灰
色
だ
。
い
ま
し
も
沈
も
う
と
す
る
太
陽
は
、
さ
い
ご
の
淡
い
光
で
教
会
や
人
家
を
や
さ
し
く
つ
つ
も
う

と
し
て
い
る
。
や
が
て
オ
ル
ガ
ン
の
音
に
ま
じ
っ
て
、
合
唱
の
声
が
き
こ
え
て
き
た
。

町
の
ま
わ
り
に
は
、
緑
の
野
が
ひ
ろ
が
り
、
ニ
レ
の
木
の
丘
が
ず
っ
と
遠
く
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
は
七
月
二
日
ま
で
滞
在
し
、
こ
の
日
ス
ト
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ド
＝
オ
ン
＝
エ
ー
ヴ
ォ
ン
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
部
、
ロ
ン
ド
ン
の
北
西
一
六
四
キ
ロ
）
に
む
か
っ
た
。

汽
車
は
、
二
人
の
フ
ラ
ン
ス
人
を
の
せ
て
、
一
路
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
生
地
へ
と
は
こ
ぶ
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
車
窓
に
み
る
青
々
と
し
た
ウ
ォ
リ
ッ
ク
シ
ャ
ー
州
の
景

色
を
細
か
く
観
察
す
る
。
汽
車
は
、
ア
デ
ン
の
森
の
静
か
な
葉
む
ら
の
中
を
横
切
っ
て
ゆ
く
。
す
ば
ら
し
い
森
だ
。
こ
れ
こ
そ
イ
ギ
リ
ス
の
自
然
そ
の
も
の
の
表
象
だ
ろ
う

か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
自
然
美
そ
の
も
の
の
粋
で
は
な
い
か
と
、
ふ
と
思
っ
た
。

町
に
着
く
と
、
赤

レ
ッ
ド
・
ホ
ー
ス
・
イ
ン

馬
亭
に
旅
装
を
と
い
た
。
空
の
様
子
が
す
こ
し
変
で
あ
る
。
空
の
表
情
が
た
え
ず
変
わ
る
。
雲
と
太
陽
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
う
ご
い
て
い
る
。
と
き
ど

き
に
わ
か
雨
が
降
っ
て
く
る
。
そ
の
あ
と
ふ
た
た
び
や
わ
ら
か
い
陽
光
が
天
か
ら
降
り
そ
そ
ぐ
。
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ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
ら
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
雰
囲
気
が
た
だ
よ
う
田
舎
町
を
熱
心
な
巡
礼
者
の
よ
う
に
歩
き
ま
わ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
生
家
が
あ
る
ヘ
ン
レ
ー
街
、
墓

地
が
あ
る
聖
ト
リ
ニ
テ
ィ
教
会
を
訪
れ
る
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
墓
の
う
え
に
、
だ
れ
が
置
い
て
行
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
や
ゼ
ラ
ニ
ウ
ム
、
勿わ

す
れ
な
ぐ
さ

忘
草
な
ど
の
花
が
見
ら
れ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
が
、
そ
う
し
た
や
さ
し
い
心
を
も
っ
た
人
々
の
心
の
な
か
で
生
き
て
い
る
あ
か
し
で
あ
ろ
う
。
灰
色
の
や
わ
ら
か
な
日
射
し
の
中
、
エ
ー
ヴ
ォ
ン
川
が
静
か
に
流
れ
て

い
る
。
と
き
ど
き
小
魚
が
キ
ラ
キ
ラ
飛
び
は
ね
る
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
も
晩
年
、
こ
う
い
っ
た
の
ん
び
り
と
し
た
故
郷
の
風
景
を
愛
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
一
日
、
町
の
外
に
足
を
の
ば
す
。
丘
陵
や
牧
草
地
が
あ
り
、
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
に
小
さ
な
森
が
あ
る
。
そ
こ
に
積
み
ワ
ラ
が
い
く
つ
も
置
か
れ
て
い
る
。

七
月
六
日
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
た
ち
は
ウ
ォ
リ
ッ
ク
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
部
、
エ
ー
ヴ
ォ
ン
川
沿
い
の
町
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
の
南
東
四
十
キ
ロ
）
に
む
か
い
、
そ
こ
で
一
泊

し
た
の
ち
、
徒
歩
で
コ
ベ
ン
ト
リ
（
ロ
ン
ド
ン
の
北
西
一
五
一
キ
ロ
、
工
業
都
市
）
ま
で
行
き
、
そ
こ
か
ら
汽
車
に
の
り
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
に
む
か
っ
た
。

バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
部
、
イ
ギ
リ
ス
第
二
の
都
市
、
ロ
ン
ド
ン
の
北
西
一
七
七
キ
ロ
）
は
、
そ
れ
ま
で
に

す
ご
し
た
う
ら
ら
か
な
田
園
と
は
雲
泥
の
差
が
あ
る
、
醜
悪
な
町
で
あ
っ
た
。
こ
こ
は
工
業
都
市
で
あ
り
、
工
場
の
エ
ン
ト

ツ
か
ら
た
え
ず
吐
き
出
て
い
る
煙
が
天
を
お
お
っ
て
い
た
。
霧
が
街
を
つ
つ
み
、
と
き
に
雨
が
し
と
し
と
と
降
る
。
通
行
く

ひ
と
の
顔
を
み
る
と
、
表
情
は
か
た
く
、
み
に
く
い
。
そ
し
て
態
度
が
と
げ
と
げ
し
い
。

下
層
階
級
の
ひ
と
び
と
は
、
青
白
い
顔
を
し
、
や
つ
れ
て
い
る
。
若
い
女
工
は
、
木
綿
の
う
す
よ
ご
れ
た
服
を
着
、
腕
を

む
き
だ
し
に
し
て
い
る
。
子
供
は
ボ
ロ
を
着
、
は
だ
し
の
ま
ま
ぬ
か
る
み
を
歩
い
て
い
る
。

つ
い
で
リ
バ
プ
ー
ル
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
の
港
町
、
ロ
ン
ド
ン
の
北
西
三
二
二
キ
ロ
）
に
着
い
た
。
こ
の
町
は
マ
ー
ジ

ー
川
を
港
と
し
て
使
っ
て
い
る
が
、
右
岸
と
街
区
を
時
間
を
か
け
て
歩
く
。
歩
く
こ
と
に
あ
き
る
と
、
船
に
乗
り
、
マ
ー
ジ

ー
川
を
く
だ
る
。
ど
こ
に
行
っ
て
も
人
々
の
貧
し
い
様
子
に
胸
う
た
れ
る
。

つ
ぎ
に
訪
れ
た
の
は
、“
綿
花
の
町
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
”（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
西
部
、
ロ
ン
ド
ン
の
北
西
三
○
四
キ
ロ
）
で

あ
る
。
こ
の
街
に
着
い
た
の
は
、
七
月
十
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
も
陰
気
で
単
調
な
町
で
あ
る
。
陽
が
沈
み
夜
に
な
っ

た
と
き
、
フ
ラ
ン
ス
領
事
館
の
若
い
館
員
に
案
内
さ
れ
て
、
人
で
混
雑
し
た
場
末
に
出
か
け
た
。
が
、
そ
こ
で
見
聞
し
た
も

リバプールの図。〔筆者蔵〕
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の
は
、
酔
っ
ぱ
ら
い
、
け
ん
か
、
の
の
し
り
の
言
葉
で
あ
り
、
お
し
わ
け
、
か
け
わ
け
な
が
ら
街
路
を
進
む
し
か
な
か
っ
た
。

こ
の
街
の
す
べ
て
に
嫌
悪
感
を
も
っ
た
。

マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
で
は
、
町
の
た
た
ず
ま
い
と
、
そ
こ
で
暮
ら
す
ひ
と
び
と
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
見
て
、
気
が
め
い
っ
た
が
、

湖
水
地
方
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
西
部
、
直
径
五
十
キ
ロ
ほ
ど
の
円
形
の
地
域
に
十
五
の
湖
が
あ
る
）
に
来
て
み
る
と
、
憂
い

が
す
っ
か
り
晴
れ
る
よ
う
な
気
分
に
な
っ
た
。
に
こ
や
か
に
笑
い
か
け
て
い
る
湖
水
の
風
景
が
、
目
の
ま
え
に
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

な
だ
ら
か
に
起
伏
す
る
緑
の
丘
陵
と
静
か
な
湖
面
が
旅
人
の
心
を
な
ご
ま
せ
る
。
青
々
と
し
た
緑
地
に
、
大
小
の
湖
や
湖

盆
が
点
在
し
て
い
る
。
こ
こ
は
湖
畔
派
と
よ
ば
れ
た
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
、
サ
ウ
ジ
ー
ら
に
ゆ
か
り
の
あ
る
土

地
で
あ
る
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
旅
の
連
れ
を
ケ
ン
ダ
ル
、
ウ
ィ
ン
ダ
ー
ミ
ア
、
ア
ン
ブ
ル
サ
イ
ド
、
ラ
イ
ダ
ル
・
マ
ウ
ン
ト
、
コ
ニ

ス
ト
ン
な
ど
に
連
れ
て
ゆ
く
。
ふ
た
り
は
夏
休
み
に
入
っ
た
小
学
生
の
よ
う
な
、
う
き
う
き
と
し
た
気
分
で
、
小
山
を
ふ
み

こ
え
、
水
を
渡
り
、
森
を
通
り
、
と
き
に
ボ
ー
ト
を
こ
い
だ
り
し
て
、
旅
を
つ
づ
け
る
。
田
舎
の
小
道
を
す
す
ん
で
ゆ
く
と
、

と
き
ど
き
小
さ
な
教
会
や
学
校
が
あ
る
村
に
出
る
。
と
き
に
道
に
ま
よ
い
、
農
夫
を
つ
か
ま
え
て
は
、
道
を
た
ず
ね
る
。
や

が
て
日
が
傾
く
こ
ろ
、
宿
屋
に
泊
ま
る
。

七
月
二
十
九
日―

ケ
ズ
ウ
ィ
ッ
ク
に
着
い
た
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
予
定
ど
お
り
、
こ
こ
で
友
人
と
別
れ
る
。
連
れ
は
こ
こ
か
ら
ま
っ
す
ぐ
ロ
ン
ド
ン
に
出
、
そ
こ
か

ら
パ
リ
に
帰
る
の
だ
。
し
か
し
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
旅
は
、
ま
だ
終
っ
て
い
な
い
。
か
れ
は
さ
ら
に
北
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

八
月
四
日
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
汽
車
に
の
り
、
カ
ー
ラ
イ
ル
に
む
か
っ
た
。
カ
ー
ラ
イ
ル
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
、
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
の
西
九
十
七
キ
ロ
、
湖
水
地
方
へ

の
入
口
）
は
、
古
い
だ
け
が
取
り
え
の
何
の
変
哲
も
な
い
町
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
晩
泊
っ
て
、
翌
朝
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
に
む
か
う
こ
と
に
し
た
。

エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
は
、“
北
の
ア
テ
ネ
”
の
異
称
が
あ
り
、
十
五
世
紀
以
来
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
首
都
で
あ
る
。
一
三
五
メ
ー
ト
ル
の
小
山
の
う
え
に
城
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
別
名
で
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
旧
市
街
は
丘
陵
の
斜
面
に
、
新
市
街
は
目
抜
き
の
プ
リ
ン
セ
ス
街
の
北
側
に
あ
る
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
駅
の
地
下
道
を
通
り
表
に
出
た
と
き
、
霧
に
迎
え
ら
れ
た
。
霧
の
中
に
う
す
ぼ
ん
や
り
と
見
え
た
の
は
、
記
念
建
造
物
や
灰
色
や
墨
を
か
け
た
よ
う

ウィンダーミア湖の図。〔筆者蔵〕



�52（69）

学匠詩人　オーギュスト・アンジュリエ

に
黒
々
と
し
た
家
で
あ
る
。
町
の
建
物
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
と
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
式
が
ご
っ
ち
ゃ
に
な
っ
て
い
る
。
か
れ
は
こ
の
町
に
八
月
い
っ
ぱ
い
滞
在
し
、
そ
の
間
に
こ
の
街

を
徹
底
的
に
知
り
つ
く
そ
う
と
お
も
っ
た
。

そ
の
た
め
、
ホ
ー
リ
ー
イ
ル
ッ
ド
ハ
ウ
ス
宮
殿
（
国
王
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
居
城
）
を
皮
切
り
に
、
十
二
世
紀
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
メ
ル
ロ
ー
ズ
の
古
い
教

会
、
ア
ボ
ッ
ツ
フ
ォ
ー
ド
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
の
邸
宅
な
ど
を
見
学
し
た
。
つ
い
で
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
を
肩
に
せ
お
い
、
北
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
町―

ア
バ
デ
ィ
ー

ン
、
セ
ン
ト
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
、
ス
タ
ー
リ
ン
グ
、
カ
ラ
ン
ダ
ー
、
オ
ー
バ
ン
、
フ
ォ
ー
ト
ウ
ィ
リ
ア
ム
、
イ
ン
ヴ
ァ
ネ
ス
な
ど
を
訪
れ
、
九
月
は
じ
め
に
エ
デ
ィ
バ
ラ
に
戻

っ
て
き
た
。

そ
し
て
十
日
ほ
ど
首
都
で
過
し
た
の
ち
、
九
月
十
三
日
（
土
）
今
回
の
旅
の
主
目
的
で
あ
る
“
バ
ー
ン
ズ
の
国
”
を
訪
れ
る
こ
と
に
し
た
。
ひ
と
ま
ず
グ
ラ
ス
ゴ
ー
（
ス

コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
第
二
の
町
、
ロ
ン
ド
ン
の
北
西
六
五
五

キ
ロ
）
を
起
点
に
、
バ
ー
ン
ズ
が
生
ま
れ
た
所
、
か
れ

が
働
き
、
汗
を
流
し
た
所
、
か
れ
が
歩
い
た
所
、
か
れ

が
訪
れ
た
と
こ
ろ
、
と
も
か
く
バ
ー
ン
ズ
に
関
わ
り
が

あ
る
と
こ
ろ
な
ら
、
ど
こ
で
も
訪
れ
る
つ
も
り
だ
。

か
れ
は
一
つ
ず
つ
、
バ
ー
ン
ズ
の
跡
を
た
ど
っ
て
ゆ

く
。
ま
ず
エ
ア
ー
シ
ァ
（
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
南
西
部
の

旧
州
）
に
お
も
む
く
。
そ
こ
は
大
西
洋
に
面
し
た
台
地

の
う
え
に
あ
る
農
業
の
国
で
あ
る
。
多
く
の
ス
コ
ッ
ト

ラ
ン
ド
の
土
地
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
荒
れ
は
て
た
、

さ
み
し
い
土
地
で
あ
る
。
農
場
と
積
み
わ
ら
と
泥
炭
の

国
で
あ
る
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
濃
霧
の
な

か
で
生
き
た
、
百
姓
詩
人
バ
ー
ン
ズ
の
放
浪
生
活
を
追

エディンバラの島瞰図。〔筆者蔵〕

グラスゴーの図。〔筆者蔵〕
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体
験
し
よ
う
と
す
る
。
エ
ア
ー
の
町
（
グ
ラ
ス
ゴ
ー
の
南
西
四
十
一
キ
ロ
、
ク
ラ
イ
ド
湾
東
岸
に
位
置
）
の
南
二

マ
イ
ル―

ア
ロ
ウ
ェ
イ
村
に
あ
る
粘
土
と
わ（

�6
）ら

で
で
き
て
い
る
バ
ー
ン
ズ
の
粗
末
な
生
家
を
訪
ね
た
。
一
七
五

九
年
一
月
二
十
五
日
の
嵐
の
晩―

バ
ー
ン
ズ
は
、
そ
の
家
で
生
ま
れ
た
。

つ
い
で
そ
こ
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
は
な
い
マ
ウ
ン
ト
・
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
の
村
を
訪
れ
る
。
一
家
が
懸
命
に
生
活
苦

と
た
た
か
い
、
貧
し
さ
に
あ
え
い
だ
所
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
ロ
ッ
ホ
リ
ア
や
ア
ー
ヴ
ィ
ン
の
町
ま
で
足
を

の
ば
す
。
バ
ー
ン
ズ
一
家
は
、
こ
の
町
に
い
た
と
き
、
借
金
取
り
に
悩
ま
さ
れ
、
や
が
て
そ
こ
を
こ
っ
そ
り
逃
げ

出
し
モ
ス
ギ
ー
ル
の
農
場
に
難
を
さ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
バ
ー
ン
ズ
が
た
っ
た
一
度
だ
け
幸
福
を
知
っ
た
と

こ
ろ
が
こ
の
農
場
で
あ
り
、
ま
た
み
の
り
豊
か
な
青
春
の
四
ヵ
年
を
送
っ
た
土
地
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
エ
リ
ス
ラ
ン
ド
の
農
場―
こ
こ
は
破
産
し
、
永
別
を
つ
げ
た
所
。
つ
い
で
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
足
は
、
ダ
ン
フ
リ
ー
ス
（
グ
ラ
ス
ゴ
ー
の
南
南
東
一
三
○
キ
ロ
、

ニ
ス
川
河
口
よ
り
十
三
キ
ロ
上
流
沿
岸
の
町
）
に
む
か
う
。
こ
こ
は
バ
ー
ン
ズ
が
、
悲
嘆
と
窮
乏
と
破
滅
の
人
生
を
送
っ
た
所
。
こ
の
い
な
か
町
の
陰
気
く
さ
い
ア
パ
ー
ト

の
一
室
で
く
ら
す
バ
ー
ン
ズ
に
、
思
い
を
は
せ
る
。
バ
ー
ン
ズ
は
、
こ
の
町
の
狭
い
、
陰
気
く
さ
い
絶
望
と
い
う
監
獄
の
な
か
で
、
さ
い
ご
の
四
年
半
を
す
ご
す
。

一
七
九
六
年
七
月
二
十
一
日
バ
ー
ン
ズ
は
、
ダ
ン
フ
リ
ー
ス
で
亡
く
な
る
。
享
年
三
十
七
歳
で
あ
っ
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
じ
っ
く
り
見
て
き
た
バ
ー
ン
ズ
と
関
わ
り
が
あ
る
土
地
や
建
物
に
つ
い
て
克
明
に
生
き
生
き
と
手
帳
に
メ
モ
し
、
学
位
論
文
を
書
く
と
き
に
、
そ
れ

ら
を
あ
ま
さ
ず
利
用
し
た
。

九
月
末
に
な
っ
た
。
そ
ろ
そ
ろ
ロ
ン
ド
ン
に
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
が
、
あ
わ
て
て
も
ど
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
機
会
に
見
た
い
町
も
あ
る
。
中
世
の
町
の
名
ご
り
を
と

ど
め
る
、
狭
い
街
路
と
城
郭
の
ヨ
ー
ク
の
町
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
、
ロ
ン
ド
ン
の
北
二
九
三
キ
ロ
）
に
着
い
た
の
は
、
九
月
二
十
二
日
の
こ
と
だ
っ
た
。

そ
こ
か
ら
翌
日
に
は
リ
ン
カ
ー
ン
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
部
の
古
い
町
）
に
出
、
壮
大
な
教
会
を
見
、
二
十
四
日
に
は
ピ
ー
タ
ー
バ
ラ
（
ロ
ン
ド
ン
の
北
八
十
七
キ
ロ
、
ニ

ー
ン
川
沿
岸
の
町
）
に
い
た
り
、
さ
ら
に
十
一
世
紀
に
創
建
さ
れ
た
大
聖
堂
で
有
名
な
イ
ー
リ
ー
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
東
部
）
や
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ヂ
な
ど
を
経
て
、
ロ
ン
ド
ン
に

戻
っ
た
の
は
、
一
八
七
九
年
九
月
二
十
九
日
の
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
周
遊
旅
行
を
開
始
し
て
、
約
三
ヵ
月
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
。

こ
の
間
に
で
き
る
だ
け
、
ノ
ー
ト
を
と
り
、
資
料
を
あ
つ
め
そ
れ
ら
で
旅
行
カ
バ
ン
を
い
っ
ぱ
い
に
す
る
と
、
ひ
と
ま
ず
故
郷
の
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
に
帰
っ
た
。
つ
い
で
パ

リ
に
も
ど
っ
て
き
た
の
は
十
月
十
日
の
こ
と
だ
っ
た
。

ロバート・バーンズの肖像画
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研
究
旅
行
の
た
め
の
給ブ

ル
ス費

は
、
九
月
三
十
日
で
切
れ
て
い
た
。
が
、
シ
ャ
ル
マ
ー
ニ
ュ
高
校
へ
は
戻
ら
ず
、
ふ
た
た
び
一
ヵ
年
間
の
研
修
休
暇
を
ね
が
い
出
た
と
こ
ろ
、

許
可
に
な
っ
た
。
パ
リ
に
お
け
る
か
れ
の
住
所
は
、
ま
え
に
住
ん
で
い
た
ブ
レ
ア
街
六
番
地
で
あ
る
。
か
れ
は
学
位
論
文
の
勉
強
に
熱
心
に
は
げ
む
。

す
で
に
三
十
歳
に
な
っ
て
い
た
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
風
貌
に
つ
い
て
ス
ケ
ッ
チ
し
て
お
こ
う
。―

か
れ
の
顔
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
四
角
い
ほ
う
で
あ
る
。
ひ
た
い
は

高
く
、
ま
っ
す
ぐ
で
あ
る
。
頭
髪
は
み
じ
か
く
、
眉
は
濃
く
、
目
は
ア
ジ
ア
人
の
よ
う
に
、
す
こ
し
切
れ
長
で
あ
り
、
細
い
。
目
は
ぎ
ら
つ
い
て
い
て
、
す
る
ど
い
。
自
信

と
皮
肉
と
が
感
じ
ら
れ
る
目
で
あ
る
。
鼻
は
大
き
い
ほ
う
で
あ
る
。
首
は
太
く
て
た
く
ま
し
く
、
体
ぜ
ん
た
い
は
が
っ
し
り
し
て
お
り
、
生
気
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
。

＊

パ
リ
に
も
ど
っ
た
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
高
校
教
師
に
な
る
こ
と
を
や
め
、
さ
ら
に
そ
の
上
の
学
校―

地
方
の
大
学
に
職
を
求
め
よ
う
と
し
た
が
、
な
か
な
か
お
も
わ
し

く
な
か
っ
た
。
生
活
が
あ
る
か
ら
、
や
む
な
く
パ
リ
の
高
校
で
ふ
た
た
び
教
鞭
を
と
っ
た
。
が
、
待
ち
あ
ぐ
ね
た
か
い
が
あ
っ
て
、
か
れ
の
も
と
に
吉
報
が
届
い
た
。
一
八

八
一
年
一
月
一
日
付
を
も
っ
て
、
ド
ゥ
ー
エ
ー
（
フ
ラ
ン
ス
北
部
、
ノ
ー
ル
県
西
部
の
町
。
パ
リ
の
北
北
東
一
九
五
キ
ロ
、
ス
カ
ル
プ
川
沿
岸
に
位
置
）
の
大
学
の

助メ
ー
ト
ル
・
ド
ゥ
・
コ
ン
フ
ェ
ラ
ー
ン
ス

教

授

に
任
命
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
か
れ
は
三
十
三
歳
で
あ
っ
た
。

そ
の
年
の
二
月
は
じ
め
に
、
ド
ゥ
ー
エ
ー
に
や
っ
て
き
た
。
以
後
か
れ
は
、
一
八
八
八
年
ま
で
七
年
間
フ
ラ
ン
ド
ル
の
こ
の
田

舎
町
で
暮
ら
す
の
で
あ
る
。

ド
ゥ
ー
エ
ー
は
、
古
代
か
ら
の
町
で
あ
る
。
も
と
も
と
ロ
ー
マ
人
が
こ
こ
に
砦
を
築
い
た
の
を
起
源
と
す
る
よ
う
だ
。
町
の
歴

史
を
た
ど
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
人
、
フ
ラ
マ
ン
人
、
ス
ペ
イ
ン
人
、
ド
イ
ツ
人
ら
異
民
族
に
よ
る
包
囲
攻
撃
と
占
領
が
た
え
ず
、
十

三
世
紀
以
来
自
由
都
市
と
な
り
、
十
八
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
領
と
な
っ
た
。
十
九
世
紀
に
炭
田
開
発
が
さ
か
ん
に
な
る
と
、
工
業
の

町
と
な
っ
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
が
い
た
こ
ろ
の
町
の
人
口
は
、
数
万
ほ
ど
で
あ
る
。
市
街
は
ス
カ
ル
プ
川
を
は
さ
ん
で
広
が
っ
て
い
る
。
町
の

静
か
な
雰
囲
気
は
、
い
ま
も
残
っ
て
い
る
。
ス
カ
ル
プ
川
の
水
は
お
だ
や
か
に
よ
ど
み
、
そ
の
両
岸
に
立
ち
な
ら
ぶ
家
の
影
を
お

と
し
て
い
る
。
郊
外
に
行
け
ば
、
の
ど
か
な
田
園
風
景
が
み
ら
れ
る
。

い
ま
は
昔
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
河
岸
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
菩
提
樹
が
み
ら
れ
る
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
こ
の
古
い
町
に
き
た
当

中世のドゥーエーの町。〔筆者蔵〕
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初
、
そ
の
魅
力
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
が
、
日
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
街
の
魅
力
に
ひ
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ふ
ぞ
ろ
い
の
は
ば
の
狭
い
街
路
。
そ
こ
に
丸
石
が

敷
い
て
あ
る
。
教
会
も
い
く
つ
も
あ
る
し
、
美
術
館
も
あ
る
。
町
で
い
ち
ば
ん
人
目
を
ひ
く
建
物
と
い
え
ば
、
十
五
世
紀
に
創
ら
れ
た
と
い
う
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の
市

オ
テ
ル
・
ド
ゥ
・
ヴ
ィ
ル

役
所

で
あ
る
。
そ
の
ゴ
シ
ッ
ク
の
鐘
楼
は
高
さ
が
一
三
○
フ
ィ
ー
ト
も
あ
っ
て
、
町
の
名
物
に
な
っ
て
い
る
。
町
の
第
一
印
象
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
や
ガ
ン
の
よ
う

な
“
死
の
町
”“
幻
想
の
町
”
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
こ
と
に
秋
に
な
る
と
、
い
っ
そ
う
わ
び
し
い
思
い
を
し
た
。
空
は
灰
色
だ
し
、
も
の
悲
し
い
。
陽
の
射
さ
な
い
日

ドゥーエーの地図（�9�0 年代）

ドゥーエーの郊外とスカルプ川。〔筆者蔵〕
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が
毎
日
つ
づ
く
。
町
は
す
っ
ぽ
り
と
霧
に
包
ま
れ
る
。
枯
葉
を
ふ
み
な
が
ら
歩
く
う
ち
に
、
憂
い
に
沈
ん
で
ゆ
く
。

こ
こ
で
の
暮
ら
し
は
、
ど
ん
よ
り
と
曇
っ
た
天
気
と
お
な
じ
で
あ
り
、
味
気
な
く
、
単
調
で
あ
り
、
退
屈
そ
の
も

の
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
そ
う
い
っ
た
物
憂
い
、
い
ら
だ
ち
の
生
活
を
払
拭
す
る
か
の
よ
う
に
バ
ー
ン
ズ
研
究
に
熱

中
し
た
。

ド
ゥ
ー
エ
ー
に
来
て
早
々
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
町
は
ず
れ
に
下
宿
を
見
つ
け
る
。
ア
ラ
ス
街
五
十
番
地
に
あ
る

デ
ュ
ブ
ル
未
亡
人
の
家
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
家
は
な
い
が
、
当
時
は
馬
車
な
ど
が
出
入
り
で
き
る
ほ
ど
大
き
な
家

で
あ
っ
た
。
下
宿
人
に
は
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
ほ
か
、
画
家
や
庭
師
な
ど
が
い
た
。
絵
描
き
は
、
地
下
室
を
し
ご

と
部
屋
に
使
っ
て
い
た（

�7
）。

こ
こ
で
か
れ
が
若
い
学
生
に
英
語
英
文
学
の
初
歩
を
お
し
え
た
ド
ゥ
ー
エ
ー
大
学
文
学
部
に
つ
い
て
ふ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
文
学
部
は
一
八
二
六
年
に
い
っ
た
ん
廃
止
に
な
っ
た
が
、
一
八
五
四
年
に
政
令
に
よ
り
復
活
し
た
。
校

舎
は
市
役
所
の
目
と
鼻
の
さ
き―

大
学
街
に
あ
っ
た
。
学
舎
は
レ
ン
ガ
と
石
を
用
い
た
宏
壮
な
建
物
で
あ
り
、

の
ち
に
「
農

レ
コ
ー
ル
・
デ
ザ
ン
デ
ュ
ス
ト
リ
エ
・
ア
グ
リ
コ
ル

工

業

学

校
」
と
名
称
を
変
え
る
が
、
い
ま
も
あ
る
。

大
学
は
は
じ
め
英
語
英
文
学
な
ど
に
、
大
し
て
重
き
を
置
い
て
い
な
か
っ
た
。
当
時
、
文
学
部
ぜ
ん
た
い
の
学

生
数
は
、
五
、
六
十
名
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
受
講
生
も
け
っ
し
て
多
い
と
は
い
え
な
か
っ
た
が
、

か
れ
の
評
判
が
広
ま
り
、
ま
た
教
え
子
の
な
か
か
ら
資
格
試
験
の
合
格
者
が
出
る
に
つ
れ
て
、
だ
ん
だ
ん
学
生
が

ふ
え
て
い
っ
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
こ
の
学
校
で
の
主
な
し
ご
と
は
、
英
語
英
文
学
を
お
し
え
る
こ
と
、
学
生
の
答
案
（
英
文
や

仏
文
の
翻
訳
練
習
、
論
文
な
ど
）
を
添
削
し
た
り
、
バ
カ
ロ
レ
ア
の
受
験
生
た
ち
の
答
案
を
採
点
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
か
れ
に
と
っ
て
、
ど
れ
も
退
屈
な
し
ご
と
で
あ
っ
た
。
倦け

ん
た
い怠

と
も
の
ぐ
さ
と
将
来
に
た
い
す
る
漠
と
し
た
不
安
を
感
じ
る
日
が
毎
日
つ
づ
く
。
そ
し
て
こ
の
田

舎
町
で
は
、
世
間
の
つ
き
合
い
も
あ
り
、
そ
れ
が
じ
つ
に
わ
ず
ら
わ
し
い
。
文
学
部
や
法
学
部
の
同
僚
教
師
か
ら
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
招
待
が
舞
い
込
む
。
世
間
の
取
り
ざ
た
を

気
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
し
さ
と
悪
意
と
陋ろ

う

劣れ
つ

さ
に
満
ち
た
話
題
。
も
う
う
ん
ざ
り
だ
。
ど
こ
か
遠
い
所
に
行
き
た
い
く
ら
い
だ
。
と
き
ど
き
気
晴
ら
に
、
ド
ゥ
ー
エ
ー

�882 年、ドゥーエー大学文学部
助教授時代のアンジュリエ（�� 歳）。

ドゥーエー大学文学部（のちの「農工業学校」）。〔筆者蔵〕
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の
駅
舎
の
軽
食
堂
に
出
か
け
、
そ
こ
で
食
事
を
と
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
町
は
、
日
曜
日
と
な
る
と
、
い
っ
た
い
に
静
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
ド
ゥ
ー
エ

ー
も
し
ん
と
し
て
も
の
さ
び
し
か
っ
た
。
教
会
の
鐘
の
音
だ
け
が
、
と
き
ど
き
そ
の
静
寂
を
や

ぶ
る
。
空
は
く
ら
く
、
通
り
に
は
人
影
は
な
い
。
と
き
ど
き
も
っ
た
い
を
つ
け
た
住
民
の
姿
を

み
か
け
る
が
、
教
会
に
で
も
ゆ
く
の
だ
ろ
う
。

か
れ
の
バ
ー
ン
ズ
研
究
は
、
心
の
悩
み
や
焦
燥
と
は
べ
つ
に
着
実
に
進
行
し
て
い
た
。
ド
ゥ

ー
エ
ー
に
滞
在
ち
ゅ
う
も
研
究
の
必
要
上
、
い
く
ど
か
海
を
わ
た
り
イ
ギ
リ
ス
、
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
に
赴
い
た
。
大
英
博
物
館
の
図
書
室
で
文
献
を
あ
さ
り
、
一
八
八
四
年
の
三
月
か
ら
四
月

に
か
け
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
ふ
た
た
び
バ
ー
ン
ズ
の
遺
跡
を
た
ず
ね
た
。
か
れ
は
う
ま
ず

た
ゆ
ま
ず
研
究
を
つ
づ
け
る
。
ま
じ
め
な
労
働
者
が
、
時
間
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
か
の
よ
う
に
、
ゆ
っ
く
り
と
仕
事
を
す
る
。

苦
心
の
か
い
あ
っ
て
、
つ
い
に
『
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ン
ズ
研
究
』
は
完
成
し
た
。
一
八
八
六

年
の
秋
、
内
閲
を
こ
う
た
め
に
第
一
稿
が
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
事
務
局
に
送
ら
れ
た
。
そ
れ
を
読
み
、

報
告
書
を
か
く
役
は
、
英
文
学
助
教
授
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ベ
ル
ジ
ャ
ム
で
あ
る
。
こ
の
年
、

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
三
十
八
歳
で
あ
っ
た
。

翌
一
八
八
七
年
三
月
ご
ろ
、
ベ
ル
ジ
ャ
ム
の
承
認
を
え
、
受
理
さ
れ
る
見
通
し
が
立
っ
た
。

が
、
一
八
九
三
年
二
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
公
開
の
口
述
審
査
を
う
け
る
ま
で
、
さ
ら
に
六
年
ち

か
い
歳
月
が
流
れ
て
ゆ
く
。
十
五
年
の
心
血
を
注
い
で
書
き
あ
げ
た
『
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ン
ズ

研
究
』（
上
下
の
二
巻
）
は
、
一
八
九
三
年
に
印
刷
を
お
え
て
、
パ
リ
の
ア
シ
ェ
ッ
ト
書
店
か

ら
刊
行
さ
れ
た
。
淡
い
灰
緑
色
の
二
巻
本
で
あ
る
。

当時のドゥーエーの駅舎。〔筆者蔵〕

『ロバート・バーンズ研究』（第一巻）。
〔筆者蔵〕
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第
一
巻
…
…
『
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ン
ズ　

伝
記
』
25.5
㎝
×
�6.5
㎝
、
五
七
四
頁
。

第
二
巻
…
…
『
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ン
ズ　

作
品
』
25.5
㎝
×
�6.5
㎝
、
四
三
三
頁
。

目
次
に
よ
っ
て
、
中
味
を
瞥
見
し
て
み
よ
う
。

〔
第
一
巻
〕―
献
呈
の
辞　
　

序
文　
　

第
一
部　
　

伝
記

第
一
章　
　

ア
ロ
ウ
ェ
ー
と
マ
ウ
ン
ト
・
オ
リ
フ
ァ
ン
ト
（
一
七
五
九
〜
一
七
七
七
）

一　

ア
ロ
ウ
ェ
ー　
　

幼
年
時
代

二　

マ
ウ
ン
ト
・
オ
リ
フ
ァ
ン
ト　
　

教
育　
　

青
春
期

第
二
章　
　

ロ
ッ
ホ
リ
ア
（
一
七
七
七
〜
一
七
八
四
）

一　

青
春　
　

初
恋

二　

ア
ー
ヴ
ィ
ン
滞
在

三　

見
習
期
間　
　

は
じ
め
て
の
過
ち　
　

父
の
死

第
三
章　
　

モ
ス
ジ
ー
ル
と
モ
ー
チ
ラ
イ
ン
（
一
七
八
四
年
三
月
〜
一
七
八
六
年
十
一
月
ま
で
）

一　

僧
侶
と
の
対
立

二　

詩
の
流
れ　
　

幻
影

三　

心
の
あ
ら
し　
　

ジ
ェ
イ
ン
・
ア
ー
マ
ー　
　

メ
ア
リ
ー
・
キ
ャ
ン
ベ
ル

四　

突
然
の
名
声　
　

エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
に
む
か
う

第
四
章　
　

エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
（
一
七
八
六
年
十
一
月
〜
一
七
八
八
年
二
月
ま
で
）

一
七
八
六
年
の
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ

一　

一
七
八
六
年
か
ら
八
七
年
の
冬―

エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
社
交
界
に
お
け
る
バ
ー
ン
ズ　
　

勝
利　
　

不
和　
　

エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
の
飲
み
屋
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二　

一
七
八
七
年
の
夏―

ボ
ー
ダ
ー
ズ
州
（
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
南
部
の
州
）
へ
の
旅
か
ら
も
ど
り
、
モ
ス
ギ
ー
ル
に
滞
在
す
る―

エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
に
も
ど
る

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
高
地
を
旅
す
る―

歴
史
的
、
愛
国
的
の
印
象

三　

一
七
八
七
年
か
ら
八
八
年
の
冬

不
安　
　

ク
ラ
リ
ン
ダ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド　
　

ど
う
し
よ
う
も
な
く
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
を
立
ち
の
く　
　

結
婚

第
五
章　
　

エ
リ
ス
ラ
ン
ド
（
一
七
八
八
年
六
月
〜
一
七
九
一
年
十
一
月
）

一　

エ
リ
ス
ラ
ン
ド
に
身
を
落
ち
つ
け
る　
　

固
い
決
意

二　

物
品
税　

犠
牲　

疲
労

三　

悲
惨　
　

悲
し
み　
　

過
ち

四　

深
刻
な
く
ら
し　
　

作
品

五　

農
場
を
出
る

第
五
章　

ダ
ン
フ
リ
ー
ズ
（
一
七
九
一
年
十
二
月
〜
一
七
九
六
年
七
月
ま
で
）

一　

ク
ラ
リ
ン
ダ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
結
末

二　

政
治
的
な
意
見　
　

気
苦
労

三　

や
り
す
ぎ
る　
　

悪
評

四　

さ
い
ご
の
気
晴
し　
　

歌
謡

五　

さ
い
ご
の
悩
み　
　

さ
い
ご
の
は
め　
　

さ
い
ご
の
光　
　

死

〔
第
二
巻
〕　　

作
品

序
文

第
一
章　
　

バ
ー
ン
ズ
の
文
学
的
材
源　
　

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
歌
謡
曲

一　

古
い
民
謡

二　

古
い
歌
謡
曲
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三　

民
衆
の
小
詩―

ベ
ル
ト
レ
の
卑
し
い
ジ
ャ
ッ
ク
一
世　
　

ギ
ィ
ル
バ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
の
ハ
ミ
ル
ト
ン　
　

ア
ラ
ン
・
ラ
ム
ゼ
ー　
　

ロ
バ
ー
ト
・
フ
ァ
グ
ソ
ン

四　
　

要
約

第
二
章　
　

バ
ー
ン
ズ
の
う
ち
の
人
間
的
生
活

一　

直
か
に
観
察
す
る
こ
と
と
活
気

二　

バ
ー
ン
ズ
の
ユ
ー
モ
ア

三　

バ
ー
ン
ズ
の
天
分
の
成
功

四　

生
涯
の
高
貴
な
る
側
面　
　

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
反
響　
　

自
由
と
平
等
の
詩
人
バ
ー
ン
ズ　
　

貧
し
い
ひ
と
び
と
の
詩

五　

人
生
観

第
三
章　
　

愛
の
詩
人
バ
ー
ン
ズ

一　

愛
の
詩う

た

二　

愛
の
喜
劇

三　

要
約

第
四
章　
　

バ
ー
ン
ズ
に
お
け
る
自
然
に
つ
い
て
の
情
緒

一　

バ
ー
ン
ズ
が
自
然
の
中
に
み
た
も
の

二　

動
物
に
た
い
す
る
思
い
や
り

三　

バ
ー
ン
ズ
の
中
に
み
ら
れ
る
自
然
観
が
、
い
か
に
現
代
詩
に
お
け
る
自
然
観
と
異
な
る
か

第
五
章　
　

結
論

参
考
書
目
一
覧

バ
ー
ン
ズ
書
誌　
　

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
書
誌　
　

一
般
的
書
誌

八
つ
折
版
の
ゆ
う
に
千
頁
を
こ
す
こ
の
大
著
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
か
に
つ
い
て
、
目
次
か
ら
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
。
が
、
こ
れ
は
イ
ポ
リ
ー
ト
・
ア
ド
ル

フ
・
テ
ー
ヌ
（
一
八
二
八
〜
九
三
、
フ
ラ
ン
ス
の
著
名
な
評
論
家
・
歴
史
家
）
の
『
英
文
学
史
』
の
中
に
み
ら
れ
る
バ
ー
ン
ズ
論
に
た
い
す
る
反
証
が
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の

研
究
の
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。
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テ
ー
ヌ
の
『
英
文
学
史
』
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
英
文
学
者
で
あ
れ
ば
だ
れ
も
が
手
に
と
っ
て
読
む
“
枕
頭

書
”
で
あ
っ
た
。
何
か
に
つ
い
て
研
究
す
る
と
き
の
、
手
引
書
で
あ
っ
た
。
テ
ー
ヌ
は
バ
ー
ン
ズ
を
、
フ
ラ

ン
ス
革
命
に
肩
を
も
つ
人
間
、
教
会
や
社
会
を
罵
倒
す
る
男
と
し
て
見
て
い
た
。
本
能
や
自
然
に
発
生
す
る

よ
ろ
こ
び
を
愛
し
、
恋
愛
こ
そ
人
生
の
最
大
の
目
的
と
考
え
る
男
と
み
て
い
た
。
そ
し
て
バ
ー
ン
ズ
を
評
し

て
、
現
代
人
の
苦
し
い
と
げ
を
痛
感
し
、
野
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
望
み
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
た
。

テ
ー
ヌ
に
よ
る
と
、
各
作
家
の
特
性
を
形
づ
く
る
も
の
は
、
人
種
・
環
境
・
時
代
の
三
つ
の
要
素
な
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
三
大
要
素
さ
え
し
っ
か
り
把
握
で
き
れ
ば
、
各
作
家
を
解
明
で
き
る
と
考
え
た
。
た
し

か
に
テ
ー
ヌ
は
、
歴
史
や
文
学
上
の
事
実
を
体
系
的
に
配
列
し
、
概
括
化
・
体
系
化
す
る
能
力
に
長
じ
て
い

た
。
が
、
か
れ
の
い
う
“
法
則
”
や
“
原
理
”
で
は
、
か
な
ら
ず
し
も
各
作
家
の
説
明
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
テ
ー
ヌ
の
科
学
的
立
場
を
疑
問
視
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
テ
ー
ヌ
は
と
き
に
人
生
に
お
い
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
、“
偶
然
の
出
来
事
”
や
人
が
う
け

る
霊
感
の
存
在
を
無
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。
バ
ー
ン
ズ
は
寒
冷
な
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
き
び
し
い
風
土
の
な
か
で
暮
ら
す
、
貧
し
い
農
夫
の
子
で
あ
り
、
陰
う
つ
な
社
会
で

暮
ら
し
た
わ
り
に
は
、
明
る
さ
と
陽
気
な
一
面
を
も
つ
人
間
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
か
れ
は
快
活
な
人
に
な
り
え
た
の
か
。
テ
ー
ヌ
の
法
則
で
は
、
こ
の
問
題
は
解
き
え
な
い
の

で
あ
る
。

一
芸
術
家
の
精
神
を
形
づ
く
っ
て
い
る
多
様
な
要
素
の
な
か
に
は
、
人
種
・
環
境
・
時
代
と
い
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
る
こ
と
は
事
実
と
し
て
も
、
も
っ
と
さ
ま
ざ
ま
な
要

素
が
錯
そ
う
し
、
交
錯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
読
書
が
培
っ
た
も
の
や
人
と
の
会
話
、
人
か
ら
聞
い
た
話
、
ぴ
ん
と
く
る
霊
感
、
空
想
、
環
境
に

た
い
す
る
反
応
な
ど
も
当
然
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
上
巻
の
“
伝
記
”
に
お
い
て
、
バ
ー
ン
ズ
と
の
関
わ
り
が
あ
る
土
地
を
訪
ね
は
し
た
が
、
そ
こ
で
バ
ー
ン
ズ
を
知
る
証
人
を
た
ず
ね
た
り
、
村
の
書

庫
を
漁
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
文
献
資
料
だ
け
は
存
分
に
使
い
、
審
美
的
批
評
に
よ
っ
て
バ
ー
ン
ズ
と
い
う
人
間
の
“
個
性
”
を
捉
え
よ
う
と
つ
と
め
た
。

テ
ー
ヌ
は
、
人
間
の
感
情
や
思
想
に
は
、“
一
つ
の
系
統
”
が
あ（

�8
）る

、
と
い
っ
て
概
括
化
し
よ
う
と
し
た
が
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
そ
う
い
っ
た
生
き
方
か
ら
離
れ
、
あ
く

ま
で
原
作
の
特
質
そ
の
も
の
に
肉
迫
し
よ
う
と
し
た
。
か
れ
は
あ
り
の
ま
ま
の
バ
ー
ン
ズ
そ
の
人
を
読
者
の
ま
え
に
生
き
返
ら
せ
、
そ
の
ペ
ン
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
の
芸
術

的
意
義
を
つ
か
み
出
し
、
審
美
批
評
に
よ
り
捉
え
よ
う
と
し
た
。

テーヌの肖像
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ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
テ
ー
ヌ
流
の
概
括
化
、
体
系
化
は
高
圧
的
で
あ
り
、
危
険
だ
と
考
え
た
。
か
れ
は
当
時
参
考
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
あ
ら
ゆ
る
文
献
資
料
を
博
捜
し

た
。
一
般
的
な
参
考
図
書
に
く
わ
え
て
重
視
し
た
の
は
、
事
実
で
あ
り
、
書
簡
で
あ
り
、
バ
ー
ン
ズ
に
ま
つ
わ
る
証
言
で
あ
る
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
は
、
そ
れ
ら
を
縦
横
に
使
い
、

推
論
し
、
微
視
的
に
詩
人
の
内
面
の
魂
ま
で
迫
り
、
バ
ー
ン
ズ
と
い
う
人
物
を
再
生
し
よ
う
と
し
た
。
上
巻
は
、
い
う
な
れ
ば
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
と
い
う
蘇
生
者
が
資
料
に

も
と
づ
い
て
再
構
築
し
た
、
百
姓
詩
人
バ
ー
ン
ズ
の
一
代
記
と
す
れ
ば
、
下
巻
は
純
乎
た
る
審
美
批
評
に
よ
る
、
か
れ
の
詩
篇
の
分
析
で
あ
っ
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、『
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ン
ズ
研
究
』
の
尨
大
な
原
稿
を
主
論
文
と
し
て
、
夏
休
み
明
け
に
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
提
出
し
た
の
は
一
八
八
六
年
十
月
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
翌
八
七
年
五
月
ご
ろ
よ
り
、
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
副
論
文
『
ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ツ
の
生
涯
と
詩
篇
』（D

E
 JO

H
. K

E
A

T
SII V

IT
A

 E
T

 C
A

R
M

IN
IB

U
S 

PA
R

ISIIS, M
D

C
C

C
X

C
II

）
の
執
筆
に
と
り
か
か
り
、
一
八
八
七
年
十
月
末
ま
で
に
完
成
し
、
一
八
九
三
年
二
月
三
日
そ
れ
を
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
提
出
し
た
。

同
書
は
こ
ん
に
ち
珍
本
の
部
類
に
入
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
わ
た
し
は
運
よ
く
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
は
淡
い
カ
ー
キ
色
を
し
て
い
る
。
大
き
さ
は
2�.8
㎝
×
�6
㎝

で
あ
り
、
一
○
一
頁
の
小
冊
子
で
あ
る
。

目
次
に
よ
る
と
、
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
部
…
…
第
一
章
か
ら
第
五
章
ま
で

第
二
部

第
一
章

第
二
章
…
…
初
期
の
詩
篇

第
三
章
…
…
エ
ン
デ
ィ
ミ
オ
ン

第
四
章
…
…
ハ
イ
ペ
リ
オ
ン

第
五
章
…
…
レ
イ
ミ
ア　
　

ギ
リ
シ
ャ
の
古こ

瓶へ
い

（
ふ
る
い
か
め
）
に
寄
せ
る
歌

第
六
章

こ
の
論
文
の
主
査―

報
告
評
定
者
は
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
助
教
授
ア
ド
リ
ア
ン
・
バ
レ
で
あ
る
。

か
れ
は
提
出
さ
れ
た
原
稿
を
好
意
的
に
よ
む
と
、
い
く
つ
か
修
正
を
求
め
て
き
た
。
ア
ン
ジ
ュ
リ

副論文『ジョン・キーツの生涯と詩篇』。
〔筆者蔵〕
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エ
は
そ
れ
に
応
じ
、
夏
季
休
暇
ち
ゅ
う
に
問
題
箇
所
を
手
直
し
、
十
一
月
は
じ
め
に
パ
リ
大
学
の
文
学
部
に
ふ
た
た
び
提
出
し
た
。

こ
の
副
論
文
の
趣
意
は
、
キ
ー
ツ
が
ギ
リ
シ
ャ
詩
人
の
ま
ね
を
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
キ
ー
ツ
は
ギ
リ
シ
ャ
詩
人
に
つ
い
た
り
離
れ
た
り

し
た
が
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
キ
ー
ツ
の
模
倣
の
性
質
を
明
示
し
よ
う
と
し
た
。

第
一
部
は
、
五
章
に
わ
た
っ
て
「
キ
ー
ツ
の
痛
ま
し
い
、
み
じ
か
い
生
涯
」
を
か
た
り
（
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
）、
第
二
部
は
独
創
に
富
む
キ
ー
ツ
の
詩
篇
に
つ
い
て
論
じ
た
。

ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
提
出
し
た
、
正
副
両
論
文
の
公ス

ト

ナ

ー

ン

ス

開
口
述
審
査
の
日
が
つ
い
に
訪
れ
た
。
一
八
九
三
年
二
月
三
日
（
金
）
の
こ
と
で
あ
る
。
論
文
の
審
査
委
員
会
は
、
十
五

名
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。

審
査
委
員
長
（
判
士
長
）
は
、
外
国
文
学
教
授
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
メ
ジ
ェ
ー
ル
を
は
じ
め
と
し
、
英
語
英
文
学
講
座
の
助
教
授
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ベ
ル
ジ
ャ
ム
、
ド
イ

ツ
文
学
関
係
か
ら
は
エ
ル
ネ
ス
ト
・
リ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ガ
ー
な
ど
の
ほ
か
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
、
イ
タ
リ
ア
文
学
、
美
術
史
な
ど
の
分
野
か
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
委
員
が
で
て
、
口

述
試
問
に
列
し
た
。

口
述
審
査
は
、
ま
ず
副
論
文
の
キ
ー
ツ
研
究
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
主
査
は
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
助
教
授
ア
ド
リ
ア
ン
・
バ
レ
で
あ
る
。
副
査
と
し
て
は
、
ア
ン
リ
・
ゲ
ル
ザ

ー
（
古
典
語
）、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ベ
ル
ジ
ャ
ム
（
英
文
学
）、
エ
ル
ネ
ス
ト
・
リ
ヒ
テ
ン
ベ
ル
ガ
ー
（
独
文
学
）、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
メ
ジ
ェ
ー
ル
（
外
国
文
学
）、
ジ
ェ

バ
ー
ル
（
伊
文
学
）、
セ
ア
イ
ユ
（
美
術
史
）
な
ど
が
審
査
に
く
わ
わ
っ
た
。

審
査
員
ら
の
副
論
文
に
関
す
る
一
般
的
講
評
は
、
け
っ
し
て
よ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
若
い
ロ
マ
ン
派
詩
人
の
生
涯
と
作
品
を
ラ
テ
ン
語
で
取
り
あ
つ
か

っ
た
の
は
よ
い
と
し
て
も
、
き
わ
め
て
近
代
的
な
文
体
を
も
つ
キ
ー
ツ
の
作
品
の
多
く
を
、
ロ
ー
マ
の
哀
歌
詩
人
セ
ク
ス
ト
ゥ
ス
・
プ
ロ
ペ
ル
テ
ィ
ウ
ス
（
紀
元
前
五
○
？

〜
一
五
）
や
ア
ル
ビ
イ
ウ
ス
・
テ
ィ
ブ
ル
ス
（
紀
元
前
五
四
？
〜
一
八
？
）
の
こ
と
ば
に
翻
訳
し
た
こ
と
は
、
大
胆
不
敵
な
こ
と
と
受
け
と
ら
れ
た
。

主

の
バ
レ
は
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
け
な
げ
な
努
力
を
み
と
め
は
し
た
が
、
不
正
確
な
ラ
テ
ン
語
訳
や
意
味
の
取
り
ち
が
え
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ベ
ル
ジ
ャ
ム
は

終
始
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
に
た
い
し
て
好
意
を
も
た
ず
、
手
き
び
し
い
質
問
を
い
く
つ
か
し
た
。

―

キ
ー
ツ
の
作
品
の
な
か
で
、
な
ぜ
ギ
リ
シ
ャ
の
詩
だ
け
を
研
究
対
象
に
し
た
の
か
。
キ
ー
ツ
は
単
に
ギ
リ
シ
ャ
詩
の
模
倣
者
と
み
ら
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
論
文
の
タ
イ

ト
ル
と
し
て
『
ジ
ョ
ン
・
キ
ー
ツ
の
生
涯
と
詩
篇
』
と
い
っ
た
一
般
的
な
表
題
を
つ
け
た
の
か
。
キ
ー
ツ
の
伝
記
な
ど
は
、
平
凡
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
主
題
か
ら
そ
れ
て

い
る
で
は
な
い
か
。
キ
ー
ツ
は
ラ
テ
ン
語
や
ギ
リ
シ
ャ
語
を
知
ら
ぬ
イ
ギ
リ
ス
詩
人
と
い
う
こ
と
だ
が
、
な
ぜ
か
れ
は
古
典
作
家
の
弟
子
に
な
ろ
う
と
し
た
の
か
。

こ
れ
ら
の
質
問
に
た
い
す
る
ベ
ル
ジ
ャ
ム
の
回
答
は
、
こ
う
で
あ
っ
た
。
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―

キ
ー
ツ
が
ギ
リ
シ
ャ
美
に
う
っ
と
り
と
し
た
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
文
学
で
は
な
く
て
、
ギ
リ
シ
ャ
の
美
術
で
あ
っ
た
。
キ
ー
ツ
が
ギ
リ
シ
ャ
美
に
ほ
れ
た
の
は
、
エ
ル
ギ

ン
伯
（
一
七
六
六
〜
一
八
四
一
）
が
大
英
博
物
館
に
寄
贈
し
た
古
代
ア
テ
ネ
の
大
理
石
彫
刻
で
あ
る
。
キ
ー
ツ
の
詩
の
“
色
彩
”
は
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
（
一
四
七
七
？
〜

一
五
七
六
、
イ
タ
リ
ア
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
派
の
画
家
）
や
ラ
フ
ァ
エ
ロ
（
一
四
八
三
〜
一
五
二
○
、
イ
タ
リ
ア
の
画
家
・
彫
刻
家
）
か
ら
借
り
て
来
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

キ
ー
ツ
は
ア
テ
ネ
派
の
彫
刻
よ
り
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
派
の
絵
画
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
人
間
で
あ
る
。

そ
し
て
ベ
ル
ジ
ャ
ム
が
さ
い
ご
に
い
っ
た
こ
と
ば
は
、
こ
う
で
あ
る
。

―

英
文
学
の
中
か
ら
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
取
り
つ
か
れ
た
詩
人
を
え
ら
び
、
か
れ
に
つ
い
て
ラ
テ
ン
語
で
論

モ
ノ
グ
ラ
フ文

を
か
く
こ
と
は
趣
味
人
の
や
る
こ
と
で
あ
る
。
公
述
者
の

こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
不
幸
に
し
て
歴
史
的
誤
謬
に
立
脚
し
て
い
る
、
と
非
難
し
た
。

こ
の
よ
う
に
手
き
び
し
い
意
見
が
出
る
一
方
で
、
古
典
語
の
助
教
授
ゲ
ル
ザ
ー
は
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
ラ
テ
ン
語
の
力
を
高
く
評
価
し
た
。

つ
い
で
主
論
文
の
審
査
が
は
じ
ま
っ
た
。

ま
ず
受
験
者
の
口
か
ら
、
バ
ー
ン
ズ
研
究
の
目
的
と
方
法
に
つ
い
て
熱
っ
ぽ
く
、
い
さ
さ
か
尊
大
に
、
挑
戦
す
る
よ
う
な
調
子
で
語
ら
れ
た
。
つ
ぎ
に
イ
ム
リ
ィ
学
部
長

が
、
四
十
年
の
な
が
い
教
員
生
活
で
、
二
キ
ロ
五
グ
ラ
ム
も
あ
る
重
た
い
論
文
を
手
に
し
た
こ
と
は
な
い
、
と
い
っ
て
笑
っ
た
。

ベ
ル
ジ
ャ
ム
は
い
っ
た
。

　

―

こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
の
研
究
に
、
千
頁
は
長
す
ぎ（

�9
）る

。
バ
ー
ン
ズ
に
た
い
す
る
讃さ

ん

仰ぎ
ょ
うの

文
字
が
極
端
で
あ
る
。
文
芸
批
評
と
い
う
よ
り
も
、
心
理
小
説
と
呼
ぶ
に
ふ

さ
わ
し
い
。
波
乱
万
丈
の
生
涯
を
送
っ
た
バ
ー
ン
ズ
の
舞
台
を
克
明
に
描
写
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
か
れ
が
用
い
た
方
言
の
研
究
も
や
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
方
言
の
研
究
を
お

こ
な
う
と
、
か
れ
の
詩
が
生
ま
れ
た
環
境
も
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
の
論
文
に
は
、
何
も
新
し
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
…
…
…

そ
の
他
の
委
員
か
ら
は
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
文
体
や
新
語
の
使
用
と
か
映
像
の
多
用
な
ど
に
関
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
非
難
が
出
さ
れ
た
。
い
っ
た
い
に
審
査
委
員
た
ち
の
意

見
は
、
こ
の
論
文
に
た
い
し
て
好
意
的
で
は
な
か
っ
た
。

ひ
と
り
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
メ
ジ
ェ
ー
ル
だ
け
は
、
ひ
か
え
め
な
口
調
で
好
意
的
な
意
見
を
の
べ
、
こ
の
大
部
な
研
究
を
完
成
さ
せ
る
ま
で
に
要
し
た
辛
苦
を
た
た
え
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
バ
ー
ン
ズ
と
キ
ー
ツ
研
究
も
、
ど
れ
も
審
査
官
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
が
、
と
も
か
く
十
五
年
の
な
が
い
苦
労
が
む
く
わ
れ
、
か
れ
は
文

学
博
士
の
学
位
を
さ
ず
け
ら
れ
た
。
判
定
成
績
は
、「

優

ト
レ
ゾ
ノ
ラ
ー
ブ
ル」

で
あ
っ
た
。

舌
戦
の
結
果
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
学
位
を
う
る
こ
と
が
で
き
た
け
れ
ど
、
こ
の
と
き
の
審
査
の
雰
囲
気
は
、
か
れ
に
苦に

が

味み

と
あ
と
味
の
悪
さ
だ
け
を
残
し
た
。
と
く
に
ベ
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ル
ジ
ャ
ム
の
辛
ら
つ
な
批
評
は
、
胸
に
堪こ

た

え
た
よ
う
で
、
終
生
う
ら
み
に
お
も
っ
た
。「
ベ
ル
ジ
ャ
ム
だ
け
は
、
感
じ
が
悪
か
っ
た
」
と
、
エ
ミ
ー
ル
・
ル
グ
イ
（
一
八
六

一
〜
一
九
三
七
、
フ
ラ
ン
ス
英
文
学
、
当
時
リ
ヨ
ン
大
学
助
教
授
）
に
報
告
し
て
い
る
（
一
八
九
三
年
二
月
二
十
五
日
付
書
簡
）。

＊

一
八
八
七
年
ド
ゥ
ー
エ
ー
の
大
学
は
、
リ
ー
ル
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
り
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
も
ノ
ー
ル
県
の
県
都
に
移
っ
た
。
リ
ー
ル
（
パ
リ
の
北
北
東
二
一
九
キ
ロ
、

商
工
業
都
市
）
は
、
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
中
心
で
あ
る
。
こ
の
町
は
ボ
ド
ウ
ィ
ン
四
世
に
よ
っ
て
十
二
世
中
葉
に
創
ら
れ
、
の
ち
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
、
ス
ペ
イ
ン
人
に
よ
っ

て
占
領
さ
れ
た
。
十
七
世
紀
に
ル
イ
十
四
世
に
征
服
さ
れ
、
築
城
家
の
ボ
ー
バ
ン
（
一
六
三
三
〜
一
七
○
七
）
が
要
塞
を
築
い
た
。
一
七
一
三
年
、
リ
ー
ル
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト

条
約
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
帰
属
し
た
。

リ
ー
ル
は
十
六
世
紀
以
来
、
フ
ラ
ン
ド
ル
の
羊
毛
工
業
の
中
心
と
な
り
発
展
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
他
に
リ
ン
ネ
ル
や
綿
布
、
油
、
砂
糖
、
化
学
製
品
な
ど
を
主
要
商
品
と

し
た
。
リ
ー
ル
の
町
は
、
ド
ゥ
ー
ル
川
の
肥ひ

沃よ
く

な
土
地
に
位
置
し
、
運
河
が
町
を
取
り
か
こ
ん
で
い
た
。
二
十
世
紀
初
頭
の
人
口
は
、
約
二
十
万
五
千
で
あ
っ
た
。

リ
ー
ル
に
や
っ
て
来
た
当
初
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
ソ
ル
フ
ェ
リ
ノ
街
の
端
に
下
宿
し
た
が
、
荷
や
書
物
が
多
い
た
め
に
、
の
ち
ヴ
ォ
バ
ン
大
通
り
八
十
二
番
地
に
引
っ
越

し
た
。
い
ま
こ
の
家
は
現
存
し
な
い
。

一
八
八
一
年
二
月
、
助
教
授
と
し
て
ド
ゥ
ー
エ
ー
の
大
学
に
赴
任
し
た
と
き
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
パ
リ
時
代
に
ラ
テ
ン
区
の
め
か
し
た
、
気
さ
く
な
女
友
達
と
う
か
れ
さ

わ
い
だ
生
活
に
別
れ
を
告
げ
て
い
た
。
す
で
に
齢
は
、
三
十
三
に
な
っ
て
い
た
。

そ
の
こ
ろ
か
れ
は
、
結
婚
を
ま
じ
め
に
考
え
て
い
た
。
相
手
は
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
に
い
る
幼
な
な
じ
み
で
あ
る
。
美
し
い
女
性
だ
っ
た
。
ひ
か
え
目
な
、
お
と
な
し
い
女
だ

っ
た
。
母
も
妹
も
叔
母
も
、
結
婚
に
賛
成
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
し
ゅ
ん
巡
す
る
。
親
友
の
オ
ビ
ヨ
ン
も
、
君
は
夫
に
は
な
れ
な
い
、
君
は
家
庭
に
は
む

か
な
い
、
と
い
う
。
か
れ
は
そ
れ
ま
で
気
ま
ま
に
、
自
由
を
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
生
き
て
き
た
。
結
婚
す
れ
ば
家
庭
に
し
ば
ら
れ
る
し
、
家
人
の
た
め
に
パ
ン
の
か
せ
ぎ

手
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

相
手
の
娘
も
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
が
み
せ
る
む
っ
つ
り
と
し
た
顔
、
結
婚
に
つ
い
て
の
迷
い
を
示
す
よ
う
な
言
い
の
が
れ
の
こ
と
ば
を
聞
く
と
、
不
安
に
な
っ
た
。
縁
が
な

か
っ
た
も
の
か
、
こ
の
結
婚
話
は
や
が
て
さ
た
や
み
に
な
っ
た
。

相
手
の
女
性
は
、
か
れ
か
ら
離
れ
て
行
っ
た
け
ど
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
記
憶
の
な
か
に
は
、
こ
の
女
性
の
こ
と
が
い
つ
ま
で
も
思
い
出
と
し
て
残
っ
た
。
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か
れ
は
愛
の
神
の
恩
恵
に
浴
さ
な
か
っ
た
が
、
思
い
が
け
な
い
事
件
に
遭
遇
す
る
。
こ
う
い
う
と
、
人
は
何
事
か
と
お
も
う
が
、
あ
る
女
性
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
の
女

性
は
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
後
半
生
と
じ
つ
に
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ
の
で
あ
る
。

『
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
人
と
な
り　

上
巻
』（
一
九
三
九
年
）
を
執
筆
し
た
フ
ロ
リ
・
ド
ゥ
ラ
ト
ル
に
よ
る
と
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
縁
談
が
お
こ
る
前
に
、

す
で
に
そ
の
女
性
の
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
恋
い
慕
っ
て
い
た
。
か
れ
が
幼
な
な
じ
み
と
の
結
婚
に
踏
み
き
れ
な
か
っ
た
の
も
、
そ
の
あ
た
り
に
理
由
が
あ
っ
た
も
の
か
。

と
も
あ
れ
、
ド
ゥ
ラ
ト
ル
が
記
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
そ
の
女
性
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
生
い
た
ち
の
人
で
あ
っ
た
。

―

彼
女
は
田
舎
の
有ブ

ル
ジ
ョ
ワ

産
者
の
う
ま
れ
で
あ
る
。
い
ち
ど
不
幸
な
結
婚
を
し
た
。
二
番
目
の
男
の
子
が
う
ま
れ
た
の
ち
、
実
家
に
も
ど
り
、
母
と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
た
。
齢
は
二

十
五
歳
。
そ
の
ひ
と
の
小
肖
像
画
が
残
っ
て
い
る
。

そ
の
風
貌
や
容
姿
は
、
こ
う
で
あ
る
。

―

目
は
碧
い
。
顔
色
は
や
や
褐
色
で
あ
る
。
は
っ
き
り
と
し
た
、
ま
な
ざ
し
。
気
高
い
眉
は
、
大
き
目
の
ひ
た
い
の
上
に
の
っ
て
い
る
。
貴
族
の
女
性
の
よ
う
に
、
鼻
筋
が
通
っ

て
い
る
。
唇
は
う
す
い
。
あ
ご
は
、
ち
ょ
っ
と
前
に
突
き
出
て
い
る
。
風
姿
に
は
、
誇
り
が
み
ら
れ
た
が
、
ど
こ
か
悲
し
げ
で
あ
っ
た
。
凛り

ん

と
し
た
態
度
に
、
知
性
が
感
じ
ら
れ
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
こ
の
女
性
を
い
つ
、
ど
こ
で
知
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ふ
た
り
の
な
れ
染
め
の
正
確
な
時
期
は
定
か
で
な
い
が
、
ド
ゥ
ラ
ト
ル
に
よ
る
と
、
一
八
八

二
年
七
月
一
日
付
の
手カ

ル
ネ帳

に
、
は
じ
め
て
こ
の
悲
し
げ
な
知
ら
れ
ざ
る
女
性
の
“
影

シ
ル
エ
ッ
ト絵

”
が
出
て
く
る
、
と
い
う
か
ら
、
ド
ゥ
ー
エ
ー
に
来
て
、
二
年
目
の
夏
に
は
じ
め
て

こ
の
美
貌
の
女
性
に
会
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
そ
の
日
の
午
前
二
時
ま
で
、
彼
女
に
読
ん
で
も
ら
い
た
い
書
物
の
リ
ス
ト
を
つ
く
っ
て
い
た
。
朝
、
市
役
所
に
お
け
る
講
義
を
お
え
て
外
に
出
た
の

は
、
十
時
半
で
あ
っ
た
。
帰
宅
す
る
前
に
、
市
場
に
出
か
け
た
。
が
、
彼
女
の
姿
は
ま
だ
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
果
物
や
野
菜
な
ど
を
売
っ
て
い
る
小
さ
な
露
店

の
そ
ば
に
い
る
彼
女
の
す
が
た
を
見
つ
け
た
。

露
天
市
で
は
、
百
姓
た
ち
が
マ
ロ
ニ
エ
の
木
陰
で
、
い
す
に
す
わ
り
、
そ
の
前
に
野
菜
や
果
物
を
な
ら
べ
て
い
る
。
市
場
の
中
央
に
は
テ
ン
ト
が
張
ら
れ
、
そ
こ
で
競せ

り
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売
り
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
ひ
と
び
と
が
出
入
り
す
る
市
場
で
、
ひ
と
き
わ
目
に
つ
く
の
が
、
彼
女
の
容
姿
で
あ
る
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
市
場
を
う

ろ
つ
き
な
が
ら
、
彼
女
を
何
度
と
な
く
、
遠
く
か
ら
な
が
め
た
。

古
代
風
の
そ
の
髪
か
た
ち
。
ま
じ
め
な
、
落
着
い
た
表
情
。
し
か
し
、
ど
こ
か
憂
い
に
沈
ん
だ
様
子
も
う
か
が
え
る
。
ほ
ん
の
一
瞬
、
ふ
た
り
は
視
線
を
交
わ
し
た
が
、

そ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
手
に
モ
ク
セ
イ
ソ
ウ
（
花
か
ら
香
料
を
と
る
。
色
は
黄
緑
色
）
の
花
束
を
も
っ
て
お
り
、
と
き
ど
き
そ
れ
を
口
に
近
づ
け
て
い
た
。

そ
の
日
の
午
後
、
植

ジ
ャ
ル
ダ
ン
・
デ
・
プ
ラ
ー
ン
ト

物

園
に
行
っ
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
彼
女
に
会
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
っ
た
期
待
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
彼
女
は
来
な
か
っ
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
が
出
か
け
た
植
物
園
は
、
か
れ
の
下
宿
か
ら
歩
い
て
数
分
と
か
か
ら
ぬ
所
に
あ
る
。
か
れ
の
足
跡
を
た
ど
る
と
、
お
も
し
ろ
い
事
実
に
め
ぐ
り
あ
う
。
そ

の
住
居
の
近
く
に
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
、
緑
な
す
公
園
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
は
物
音
の
し
な
い
、
静
か
な
公
園
で
読
書
し
た
り
、
物
思
い
に
ふ
け
る
の
が

好
き
で
あ
っ
た
。

そ
の
日
の
夕
刻
、
夕
食
を
と
っ
た
あ
と
、
ふ
た
た
び
外
出
し
た
。
彼
女
の
家
の
前
を
通
り
す
ぎ
た
。
そ
の
と
き
カ
ー
テ
ン
の
う
し
ろ
か
ら
、
彼
女
が
の
ぞ
い
て
い
る
よ
う

な
気
は
い
が
し
た
。

ドゥーエーの「植物園」のマロニエの大木。
〔筆者撮影〕

マスエ街の入口（ドゥーエー）。“T”夫人の家は、向っ
て右手の角地あたり。〔筆者撮影〕
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ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
手
帳
の
中
に
た
び
た
び
現
れ
る
“
Ｔテ

”
の
頭
文
字
を
も
つ
女
性
は
、
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
の
か
、
ひ
さ
し
く
謎
で
あ
っ
た
が
、
わ
た
し
は
文
書
館

の
記
録
保
管
人
の
協
力
を
え
て
、
ほ
ぼ
全
容
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
と
で
再
び
ふ
れ
る
が
、
か
れ
が
ひ
そ
か
に
慕
う
彼
女
の
家
は
、
ド

ゥ
ー
エ
ー
の
マ
ス
エ
街
九
番
地
に
あ
っ
た
。
同
街
は
、
大
き
な
戦
禍
を
こ
う
む
る
こ
と
な
く
、
当
時
の
ま
ま
の
街
並
み
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
女
性
の
家
ま
で
は
、
か
れ
の

下
宿
か
ら
歩
い
て
も
、
十
分
と
か
か
ら
な
い
。

三
日
の
の
ち
、
か
れ
は
ま
た
植
物
園
に
行
っ
て
み
る
。
こ
ん
ど
は
い
た
。
ア
カ
シ
ヤ
の
大
木
の
木
か
げ
で
、
彼
女
は
ベ
ン
チ
に
す
わ
っ
て
い
た
。
そ
ば
に
母
親
、
メ
イ
ド
、

そ
し
て
二
人
の
子
ど
も
が
い
た
。
か
れ
は
遠
く
の
ベ
ン
チ
に
腰
か
け
る
と
、
彼
女
を
眺
め
よ
う
と
し
た
。
け
っ
き
ょ
く
か
れ
は
読
書
を
し
た
り
、
彼
女
を
眺
め
た
り
し
て
二

時
間
ほ
ど
園
内
で
す
ご
し
た
。
一
八
八
二
年
七
月
四
日
の
こ
と
で
あ
る
。

翌
七
月
五
日
、
彼
女
か
ら
手
紙
が
き
た
。
読
む
べ
き
本
の
リ
ス
ト
に
た
い
す
る
返
事
で
あ
る
。
あ
れ
こ
れ
読
め
と
い
っ
た
の
に
、
こ
ち
ら
を
か
ら
か
う
よ
う
な
便
り
を
よ

こ
し
た
。

や
が
て
二
人
は
、
た
び
た
び
会
う
よ
う
に
な
る
。
朝
は
市
場
で
会
う
。
市
場
は
、
近
郊
か
ら
作
物
を
売
り
に
や
っ
て
来
る
大
勢
の
百
姓
で
ご
っ
た
が
え
し
て
い
る
か
ら
、

人
目
に
あ
ま
り
つ
か
な
い
。
午
後
は
、
植
物
園
で
会
う
が
、
お
互
い
離
れ
て
す
わ
り
、
た
だ
目
で
会
釈
す
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
長
い
手
紙
の
や
り
と
り
が
は
じ
ま
っ
た
。
女
か
ら
来
る
手
紙
は
、
分
別
の
あ
る
、
ま
じ
め
な
と
き
に
冷
淡
な
も
の
で
あ
る
。
バ
カ
ロ
レ
ア
の
試
験
が
お
わ
る
と
、

夏
休
み
が
や
っ
て
き
た
。
二
人
は
別
々
に
な
っ
て
し
ま
う
。
女
は
バ
カ
ン
ス
を
ベ
ル
ク
＝
シ
ュ
ー
ル
＝
メ
ー
ル
（
北
フ
ラ
ン
ス
、
ア
ラ
ス
の
北
西
に
位
置
す
る
漁
村
海
水
浴

場
）
で
す
ご
す
と
い
う
。
郷ご

う

の
せ
ま
い
田
舎
町
だ
と
、
男
と
女
が
会
っ
て
い
て
も
、
す
ぐ
う
わ
さ
に
な
る
。
こ
と
に
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
よ
う
な
、
た
く
ま
し
い
一
風
変
っ
た

よ
う
す
の
男
だ
と
、
何
か
と
人
目
を
ひ
く
。
そ
の
点
、
田
舎
の
ひ
な
び
た
避
暑
地
だ
と
、
男
女
が
ひ
そ
か
に
会
っ
て
も
人
目
に
つ
か
な
い
。

一
八
八
二
年
の
八
月
末―

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
ド
ゥ
ー
エ
ー
か
ら
エ
タ
ー
プ
ル
（
パ
ド
カ
レ
県
に
あ
る
漁
港
）
に
出
、
そ
こ
か
ら
海
岸
づ
た
い
を
ベ
ル
ク
ま
で
歩
く
こ

と
に
し
た
。
か
れ
は
砂
丘
に
そ
っ
て
歩
い
て
ゆ
く
。
徒か

歩ち

の
旅
は
つ
ら
い
も
の
で
あ
る
。
お
ま
け
に
砂
地
は
、
ア
フ
リ
カ
の
砂
漠
の
よ
う
に
暑
い
。
海
の
波
は
、
砂
地
の
そ

ば
ま
で
打
ち
よ
せ
て
い
る
。
と
き
ど
き
断
崖
が
海
に
面
し
て
そ
そ
り
立
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
を
迂
回
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
途
中
で
大
嵐
に
あ
う
。
砂
ほ
こ
り
が
舞
い
、
雨

が
体
を
た
た
き
つ
け
る
。

も
や
の
中
か
ら
病
院
の
小ク

ロ
シ
ュ
ト
ン

鐘
楼
が
み
え
た
。
や
れ
や
れ
ベ
ル
ク
に
着
い
た
か
。
こ
れ
で
彼
女
に
会
え
る
。
…
…

一
八
八
三
年
の
夏
休
み
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ド
ス
（
フ
ラ
ン
ス
北
西
部
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
中
部
）
の
海
岸
で
逢
引
し
た
。
二
人
は
浜
辺
の
片
す
み
で
会
う
と
、
ひ
そ
ひ
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そ
と
話
を
す
る
。
日
が
沈
む
こ
ろ
、
女
は
男
の
家
ま
で
つ
い
て
き
た
。
空
模
様
が
わ
る
い
と
き
は
、
男
が
女
を
そ
の
家
ま
で
送
っ
て
や
る
。

あ
る
と
き
い
っ
し
ょ
に
カ
ー
ン
（
フ
ラ
ン
ス
北
西
部
、
カ
ル
ヴ
ァ
ド
ス
県
の
県
都
、
オ
ル
ヌ
川
河
口
よ
り
十
四
キ
ロ
上
流
）
に
出
か
け
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
女
は
、

く
さ
ぐ
さ
の
悩
み
ご
と
を
語
る
。
や
が
て
三
週
間
の
休
暇
は
、
ま
た
た
く
間
に
す
ぎ
て
、
別
れ
の
日
が
や
っ
て
き
た
。
さ
い
ご
の
晩
さ
ん
を
取
る
こ
と
に
し
、
あ
る
古
い
ホ

テ
ル
に
入
っ
た
。
月
の
明
る
い
晩
だ
っ
た
。
浜
辺
ま
で
潮
が
押
し
よ
せ
て
い
た
。

カ
ル
ヴ
ァ
ド
ス
で
一
夏
を
い
っ
し
ょ
に
過
ご
し
て
み
て
、
こ
の
女
が
善
良
な
性
格
の
持
ち
主
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
。
頭
も
よ
い
し
、
誠
実
で
あ
り
、
正
直
で
あ
る
。

犠
牲
と
献
身
を
い
と
わ
ぬ
女
で
あ
る
。
わ
た
し
は
彼
女
を
心
か
ら
愛
す
る
（
一
八
八
三
年
九
月
十
六
日
の
記
事
）。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
が
、
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
し
た
い
気
持
に
な
っ
た
女
性
は
、
こ
の
Ｔ
が
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
。
ド
ゥ
ー
エ
ー
に
も
ど
る
と
、
逢
引
を
重
ね
る
こ
と
が
む
ず
か

し
く
な
る
。
二
人
は
晩
秋
に
人
目
を
さ
け
て
、
別
々
に
汽
車
に
の
る
と
、
近
く
の
フ
リ
ヌ
の
森
に
出
か
け
た
。
森
は
と
て
も
心
地
が
よ
い
。
二
人
は
出
会
い
が
し
ら
に
、
駆

け
寄
る
と
、
何
度
も
抱
き
あ
い
、
キ
ス
を
す
る
。
女
は
う
れ
し
そ
う
で
あ
っ
た
。
子
供
の
よ
う
に
は
し
ゃ
い
だ
。
読
み
お
え
た
ば
か
り
の
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
話
を
さ

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
と
“
Ｔ
”
夫
人
が
夏
を
す
ご
し
た
所
。
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当時のベルク・シュール・メールの海水浴場。左奥にみえる建物は
病院。〔筆者蔵〕

病院の‘小鐘楼’（ベルク・シュール・メール）。
〔筆者撮影〕

カーンの町。〔筆者蔵〕
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か
ん
に
す
る
。
二
人
は
枯
葉
の
う
え
を
ゆ
っ
く
り
と
歩
き
な
が
ら
、
小
声
で
話
し
あ
う
（
一
八
八
三
年
十
月
二
十
九
日
の

記
事
）。

冬
に
な
っ
た
。
女
が
男
の
家
に
来
る
と
い
う
。
あ
い
に
く
霧
は
出
て
い
な
い
し
、
月
ま
で
出
て
い
る
明
る
い
晩
の
こ
と

だ
っ
た
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
五
時
に
は
帰
宅
し
て
い
た
。
よ
ろ
い
戸
の
う
し
ろ
に
す
わ
り
、
女
が
く
る
の
を
待
っ
て
い

た
。
五
時
半
す
ぎ
、
大
き
な
黒
い
人
影
が
戸
口
の
ベ
ル
を
鳴
ら
し
た
。

女
が
来
た
。
彼
女
は
帽
子
を
か
ぶ
り
、
大
き
な
黒
い
シ
ョ
ー
ル
を
羽
織
っ
て
い
る
。
あ
た
り
の
様
子
を
う
か
が
い
な
が

ら
、
す
ば
や
く
家
の
中
に
入
る
と
、
大
広
間
に
腰
を
お
ろ
し
た
。
が
、
呼
び
鈴
が
鳴
る
た
び
に
、
び
く
び
く
す
る
。
バ
カ

ロ
レ
ア
の
受
験
生
が
名
刺
を
置
き
に
き
た
の
で
あ
る
。
あ
っ
と
い
う
間
に
一
時
間
が
す
ぎ
ゆ
く
。
彼
女
は
十
時
ま
で
に
は

帰
宅
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

年
は
め
ぐ
り
、
一
八
八
四
年
の
夏
休
み
が
訪
れ
た
。
こ
の
年
の
夏
の
休
暇
を
ふ
た
り
は
、
エ
タ
ー
プ
ル
（
ブ
ロ
ー
ニ
ュ

の
南
、
カ
ン
シ
ュ
川
河
口
ち
か
く
に
あ
る
漁
村
）
で
す
ご
し
た
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
漁
師
の
家
の
し
ず
か
な
部
屋
を
借

り
て
、
朝
と
夜
、
バ
ー
ン
ズ
研
究
に
没
頭
す
る
。
午
後
は
散
歩
の
時
間
に
あ
て
て
あ
り
、
女
と
漁
村
の
ち
か
く
に
あ
る
森

に
い
く
。

か
れ
は
手
帳
に
、
愛
人
の
こ
と
を
記
す
。

―

Ｔ
は
と
て
も
か
わ
い
い
女
性
だ
。
肉
体
的
に
ち
ょ
っ
と
変
っ
た
み
た
い
だ
。
二
ヵ
月
ぶ
り
の
再
会
だ
。
じ
ぶ
ん
の
立
場
、
母
親
と
の
い
ざ
こ
ざ
な
ど
を
話
題
に
す
る
。
母
親
は

信
心
家
で
あ
る
。
Ｔ
は
や
さ
し
い
、
す
な
お
な
女
だ
（
一
八
八
四
年
八
月
一
日
付
）。

ふ
た
り
の
関
係
は
、
ド
ゥ
ー
エ
ー
の
町
の
社
交
界
で
う
わ
さ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
彼
女
は
人
の
視
線
が
気
に
な
る
し
、
匿
名
の
手
紙
が
ま
い
こ
ん
だ
り
す
る
と
、

い
ら
立
ち
、
不
安
に
な
る
。

一
八
八
五
年
の
夏
は
、
フ
ラ
ン
ス
北
西
部―

ユ
カ
タ
ン
半
島
の
海
水
浴
場
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
で
す
ご
す
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、「
日
没
ホ
テ
ル
」
に
滞
在
す
る
こ
と
に
し
、

満潮時のエタープルの港。〔筆者蔵〕
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彼
女
は
、
そ
こ
か
ら
二
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
別シ

ャ
レ荘

を
一
軒
か
り
た
。
彼
女
は
二
人
の
子
ど
も
と
老
い
た
メ
イ
ド
と
と
も
に
や
っ
て
来
た
。
ふ
た
り
は
別
々
に
暮

ら
し
た
が
、
毎
日
午
後
に
な
る
と
浜
辺
で
会
う
。
日
中
は
日
射
し
が
つ
よ
い
た
め
、
女
は
頭
に
大
き
な
麦
わ
ら
帽
子
を
か
ぶ
り
、
青
い
う
す
地
の
ド
レ
ス
を
着
て
い
る
。

夕
食
後
、
月
夜
の
な
か
、
ふ
た
り
は
ふ
た
た
び
逢
う
。
海
岸
を
そ
ぞ
ろ
歩
き
、
海
を
見
お
ろ
す
丘
の
う
え
に
出
る
。
そ
し
て
月
に
照
ら
さ
れ
た
海
や
間
断
な
く
打
ち
よ
せ

る
波
の
音
を
き
く
。

女
は
ア
ン
ジ
ュ
リ
に
も
た
れ
た
ま
ま
、
何
も
い
わ
ず
に
い
る
。
ふ
と
横
顔
を
み
る
と
、
物
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

数
日
後
、
ふ
た
た
び
会
う
。
し
か
し
、
あ
い
に
く
ど
し
ゃ
降
り
の
雨
で
あ
る
。
男
は
古
い
、
う
す
暗
い
教
会
の
な
か
で
、
女
を
ま
つ
。
女
は
や
っ
て
来
た
が
、
ず
ぶ
ぬ
れ

で
あ
る
。
い
っ
し
ょ
に
教
会
の
中
を
見
て
ま
わ
っ
た
。
の
ち
、
港
の
ほ
う
に
行
き
、
水
夫
た
ち
が
出
入
り
す
る
小
さ
な
居
酒
屋
に
入
る
。

雨
は
や
む
こ
と
な
く
、
し
と
し
と
降
っ
て
い
る
。
そ
の
音
は
、
悲
し
げ
で
あ
る
。
空
は
灰
色
だ
。
港
に
は
船
の
マ
ス
ト
が
林
立
し
て
い
る
。
ふ
た
り
は
ひ
そ
ひ
そ
と
話
す
。

女
は
生
ま
れ
た
と
き
の
様
子
を
男
に
か
た
る
。

同
年
九
月
中
ご
ろ
、
二
人
は
ア
ヴ
ァ
ン
シ
ュ
（
サ
ン
・
マ
ロ
の
東
に
あ
る
入
り
海
）
に
遠
出
し
、
さ
ら
に
サ
ン
・
マ
ロ
（
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
半
島
北
岸
の
町
）
か
ら
モ
ン
＝

サ
ン
＝
ミ
シ
ェ
ル
（
マ
ン
シ
ュ
県
南
西
部
の
僧
院
の
あ
る
島
）
に
ま
で
足
を
の
ば
し
た
。

二
人
の
関
係
は
、
疎
遠
に
な
っ
た
か
と
お
も
っ
た
ら
、
や
け
ぼ
っ
く
り
に
火
が
つ
い
た
よ
う
に
な
り
、
再
び
も
え
あ
が
る
。

一
八
八
六
年
二
月
一
日―

ル
ー
ベ
ー
の
町
（
リ
ー
ル
の
北
東
八
キ
ロ
に
位
置
）
で
会
い
、
い
っ
し
ょ
に
食
事
を
す
る
。
女
は

や
つ
れ
て
み
え
る
。
あ
れ
こ
れ
、
よ
も
や
ま
の
話
を
す
る
。
そ
し
て
い
つ
も
の
よ
う
に
、
六
時
半
に
は
帰
っ
て
ゆ
く
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
と
女
と
の
逢
引
は
、
と
ぎ
れ
る
こ
と
な
く
つ
づ
く
。
同
年
四
月
五
日
（
月
）
に
は
、
別
々
に
サ
ン
タ
マ
ン
（
シ

ン
ト
・
ア
マ
ン
ズ
と
も
い
う
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
北
西
二
十
五
キ
ロ
、
ス
ケ
ル
デ
川
の
東
岸
の
町
）
に
む
か
っ
た
。
こ
こ
は
暗
く

て
陰
気
な
い
な
か
町
で
あ
る
。
工
場
の
に
お
い
の
す
る
町
で
あ
る
。

春
と
は
い
え
、
森
は
ま
だ
冬
景
色
の
な
か
に
あ
る
よ
う
だ
。
緑
は
す
く
な
い
が
、
芽
ぶ
い
て
い
る
樹
が
す
こ
し
は
あ
る
。
女
が

や
っ
て
き
た
。
こ
ち
ら
の
顔
を
み
る
ま
で
不
安
気
な
面
も
ち
だ
っ
た
。
午
後
、
森
の
中
を
あ
る
く
。
そ
し
て
歩
き
な
が
ら
、
よ
も

や
ま
の
話
を
す
る
。
そ
の
間
に
時
は
刻こ

く

一
刻
と
す
ぎ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
い
つ
も
の
よ
う
に
帰
る
時
刻
に
な
る
。

先
に
帰
る
の
は
、
い
つ
も
女
の
ほ
う
で
あ
る
。
彼
女
は
七
時
半
の
汽
車
で
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
ェ
ン
ヌ
（
リ
ー
ル
の
南
東
四
十
六
キ
ロ
、

ルーベーの町。〔筆者蔵〕
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ス
ケ
ル
デ
川
中
流
沿
岸
の
町
）
へ
ま
ず
む
か
っ
た
。
陽
は
と
っ
く
に
沈
ん
で
お
り
、
寒
く
な
っ
て
き
た
。
ア
ン
ジ
ュ
リ

エ
は
、
九
時
十
一
分
の
汽
車
に
の
り
リ
ー
ル
へ
む
か
っ
た
。

年
が
明
け
た
。
一
八
八
七
年
五
月
十
日
（
火
）―

お
だ
や
か
な
日
和
で
あ
る
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
ヴ
ァ
ラ
ン
シ

ェ
ン
ヌ
へ
む
か
い
、
町
の
美
術
館
に
入
り
、
ル
ー
ベ
ン
ス
の
絵
画
な
ど
を
見
、
そ
の
あ
と
サ
ン
タ
マ
ン
に
赴
い
た
。
雨

の
ふ
り
そ
う
な
空
模
様
に
な
っ
た
。
が
、
陽
光
が
さ
ん
さ
ん
と
輝
り
だ
し
た
。
空
に
は
ち
ぎ
れ
雲
が
浮
び
、
野
の
景
色

は
、
青
や
緑
の
色
を
い
っ
そ
う
鮮
明
に
し
た
。

運
河
の
そ
ば
で
女
を
ま
つ
。
や
が
て
彼
女
は
姿
を
み
せ
た
の
で
、
い
っ
し
ょ
に
森
の
中
に
入
っ
て
ゆ
く
。
ど
の
草
木

も
ま
だ
緑
色
を
た
た
え
て
お
ら
ず
、
中
に
は
黄
色
っ
ぽ
い
も
の
も
あ
る
。
ふ
た
り
は
話
を
し
な
が
ら
、
森
の
中
を
ゆ
っ

く
り
歩
く
。
い
つ
の
間
に
か
、
帰
る
時
刻
に
な
っ
て
い
た
。
汽
車
の
鐘
の
音
が
き
こ
え
て
く
る
。
彼
女
は
家
に
帰
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。
彼
女
は
客
車
の
席
に
身
を
ま
る
め
て
す
わ
っ
た
。

七
月
十
一
日
（
月
）―

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
こ
の
日
の
午
後
、
ア
ミ
ア
ン
（
フ
ラ
ン
ス
北
西
部
、
ソ
ン
ム
県
の
県

都
）
に
む
か
っ
た
。
当
地
は
ほ
こ
り
に
ま
み
れ
、
黒
ず
ん
だ
街
と
は
異
な
り
、
通
り
も
家
も
清
潔
で
あ
る
。
女
と
い
っ
し
ょ
に
歩
い
た
と
き
の
喜
び
を
い
ろ
い
ろ
思
い
だ
す
。

一
八
八
七
年
の
夏
休
み
は
、
あ
ら
か
た
ダ
ン
ケ
ル
ク
で
お
く
っ
た
。
九
月
八
日
の
午
後
、
郊
外
マ
ー
ル
ダ
イ
ク
の
運
河
の
ち
か
く
で
女
を
待
つ
。
彼
女
は
い
つ
も
の
よ
う

に
人
目
を
忍
ん
で
や
っ
て
く
る
。
す
こ
し
こ
わ
ば
っ
た
表
情
を
し
て
い
る
。
局
留
郵
便
を
よ
ん
で
、
こ
ち
ら
を
疑
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
も
う
あ
た
し
の
こ
と
を
愛
し
て
い
な

い
の
で
は
、
と
さ
い
疑
の
目
で
み
て
い
る
。
何
よ
り
も
、
も
う
会
っ
て
く
れ
な
い
の
で
は
、
と
考
え
て
い
る
。
彼
女
の
ふ
さ
ぎ
込
ん
だ
様
子
を
み
て
い
る
と
、
苦
笑
を
禁
じ

え
な
い
。

翌
日
も
女
と
会
う
。
ふ
た
り
は
、
マ
ー
ル
ダ
イ
ク
運
河
の
そ
ば
の
要
塞
跡
を
通
り
、
砂
丘
に
出
る
と
、
そ
こ
に
腰
を
お
ろ
す
。『
両
世
界
評
論
』
に
出
て
い
る
、“
自
然
主

義
の
終
え
ん
”
と
題
す
る
、
こ
っ
け
い
な
記
事
を
い
っ
し
ょ
に
よ
ん
で
た
の
し
む
。
女
は
す
こ
し
心
が
落
着
い
た
よ
う
だ
。

九
月
十
日
（
土
）―

ふ
た
た
び
親
し
く
語
り
あ
う
。
女
は
ふ
た
た
び
不
安
と
さ
い
疑
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
た
。
夜
、
海
岸
で
会
う
。
テ
ン
ト
の
中
に
入
る
と
、
小
さ
な

声
で
語
り
あ
う
。
遠
く
で
潮し

お

騒さ
い

が
き
こ
え
る
。
ふ
た
り
は
昔
ば
な
し
を
す
る
。

女
の
心
が
動
揺
す
る
の
は
、
む
り
も
な
い
。
じ
つ
は
、
ド
ゥ
ー
エ
ー
の
大
学
が
リ
ー
ル
に
移
転
す
る
話
が
持
ち
あ
が
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
一
八
八
七
年
十
月
正
式
に
き
ま

アンジュリエと“T”夫人とが密会したマールダイクの運
河（ダンケルク郊外）。〔筆者撮影〕
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っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
町
の
住
民
は
こ
の
移
転
問
題
に
大
反
対
で
あ
り
、
大
い
に
腹
を
た
て
た
。
が
、
そ
う
し
た
土
地
の
ひ
と
び
と
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
リ
ー
ル
に
移
転

し
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
リ
ー
ル
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
る
と
、
逢
引
も
久
し
く
絶
え
た
が
、
文
通
だ
け
は
つ
づ
け
る
。
一
八
八
九
年
八
月
中
旬―

英
語
の
ア
グ
レ
ガ
ス
ョ
ン

の
審
査
の
し
ご
と
を
終
え
た
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
パ
リ
か
ら
サ
ン
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
シ
ュ
ー
ル
・
ソ
ム
（
フ
ラ
ン
ス
北
東
部
、
ア
ブ
ヴ
ィ
ユ
の
北
西―

ソ
ム
川
河
口
の
南

に
あ
る
町
）
に
急
行
し
た
。
女
と
会
う
の
は
一
年
ぶ
り
で
あ
る
。
相
手
が
、
早
朝
の
約
束
の
時
間
に
来
な
い
の
で
、
男
は
不
安
に
な
る
。
小
ホ
テ
ル
に
入
り
、
コ
ー
ヒ
ー
を

た
の
む
と
、
時
間
つ
ぶ
し
に
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
夫
人
の
詩
集
を
よ
み
だ
す
。
な
ん
と
時
間
の
た
つ
の
が
お
そ
い
こ
と
か
…
…
。

女
は
十
時
半
ご
ろ
、
つ
い
に
や
っ
て
き
た
。
白
い
麦
わ
ら
帽
を
か
ぶ
り
、
灰
色
の
ド
レ
ス
を
着
、
そ
の
上
に
大
き
な
黒
い
マ
ン
ト
を
羽
織
っ
て
い
る
。
女
の
よ
う
す
は
、

昔
と
す
こ
し
も
変
っ
て
い
な
い
。
い
つ
も
の
よ
う
に
落
ち
着
い
た
、
や
さ
し
い
表
情
を
し
て
い
る
。
ふ
た
り
は
手
を
握
る
と
、
人
け
の
な
い
村
の
教
会
の
中
に
入
っ
た
。

女
は
い
っ
た
。
あ
ん
ま
り
、
ゆ
っ
く
り
は
で
き
な
い
、
と
。
午
後
四
時
に
は
、
帰
路
に
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
。
ふ
た
り
は
ホ
テ
ル
で
急
い
で
昼
食
を
と
る
と
、
村
の
外

を
散
策
し
た
。
彼
女
は
男
の
う
で
を
取
る
と
、
心
の
中
で
た
ま
っ
て
い
た
感
情
を
吐
き
だ
そ
う
と
す
る
。
ふ
た
り
の
い
さ
か
い
の
原
因
に
つ
い
て
語
り
だ
す
。
風
は
つ
よ
く
、

小
雨
が
ふ
り
だ
し
た
。

ふ
た
り
は
、
人
け
の
な
い
野
原
の
中
を
ゆ
っ
く
り
と
歩
い
た
。
小
川
の
そ
ば
に
、
黄
色
の
ヤ
ナ
ギ
や
イ
グ
サ
が
み
ら
れ
た
。

そ
の
年
の
夏
休
み
も
お
わ
る
こ
ろ
、
ふ
た
り
は
エ
タ
ー
プ
ル
の
近
く
で
ま
た
お
ち
あ
う
。
九
月
末
、
砂
丘
の
人
目
の
つ
か
な
い
場
所
で
お
互
い
会
う
。
女
は
砂
丘
の
う
え

を
歩
き
な
が
ら
、
バ
カ
ン
ス
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
語
る
。
風
が
吹
い
て
い
て
、
砂
が
と
き
ど
き
飛
ん
で
く
る
。
く
ぼ
み
を
見
つ
け
、
よ
う
や
く
砂さ

塵じ
ん

を
さ
け
る
こ
と
が
で
き

た
。弁

当
を
ひ
ろ
げ
、
そ
れ
を
食
べ
な
が
ら
、
過
去
の
も
め
事
に
つ
い
て
語
り
あ
う
。
や
が
て
ふ
た
り
は
、
ベ
ル
ク
の
ほ
う
に
む
か
っ
て
歩
き
だ
す
。
女
は
男
の
う
で
に
手
を

入
れ
て
い
た
。
夜
に
な
る
と
、
会
話
は
ま
す
ま
す
く
つ
ろ
い
だ
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
女
は
し
ば
し
憂
苦
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
八
九
○
年
の
夏
は
、
ふ
た
た
び
ベ
ル
ク
＝
シ
ュ
ー
ル
＝
メ
ー
ル
で
す
ご
し
た
。
女
は
ふ
り
返
り
ぎ
わ
に
、
男
の
姿
を
み
と
め
る
と
、
す
こ
し
離
れ
た
所
に
腰
を
お
ろ
し

た
。
男
は
女
の
そ
ば
に
行
く
。
女
は
物
静
か
に
、
こ
ん
に
ち
わ
、
と
い
う
。

ふ
た
り
は
毎
日
、
浜
辺
で
あ
う
と
、
手
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
語
り
あ
い
、
と
き
に
砂
丘
の
く
ぼ
ち
の
中
に
身
を
か
く
す
と
、
抱
き
あ
う
。
女
は
恋
の
ゆ
く
え
を
い
ろ
い
ろ
考

え
る
と
、
不
安
に
な
る
よ
う
だ
っ
た
。
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一
八
九
一
年
と
九
二
年
の
夏
休
み
も
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
と
女
は
、
ベ
ル
ク
で
落
ち
合
い
、
密
会
を
か
さ
ね
た
。
一
八
九
二
年
の
七
月
末
の
夜―

男
は
女
が
借
り
て
い
る

別
荘
の
そ
ば
ま
で
行
っ
た
。
そ
の
家
の
前
に
は
、
広
大
な
砂
浜
が
ど
こ
ま
で
も
広
が
っ
て
い
る
。
海
岸
に
は
、
黒
い
船
が
い
く
つ
も
並
ん
で
い
る
。
遠
く
の
方
で
し
ず
か
な

光
を
放
っ
て
い
る
の
は
、
エ
タ
ー
プ
ル
の
灯
台
の
灯
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ベ
ル
ク
＝
シ
ュ
ー
ル
＝
メ
ー
ル
は
、
砂
地
の
数
キ
ロ
に
も
及
ぶ
、
素
晴
ら
し
い
遠
浅
海
岸
で
あ

る
。

＊

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
手
帳
は
、
こ
れ
か
ら
さ
き
も
女
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
は
な
い
。
ふ
た
り
の
恋
の
落
ち
ゆ
く
先
を
知
る
手
が
か
り
の
一
助
と
な
る
の
は
、
詩
集
『
別
れ
た

女
人
に
』（A

 l’am
ie perdu

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
物
語
風
の
恋
愛
詩
で
あ
り
、
毎
篇
十
四
行
か
ら
成
る
詩
を
書
き
つ
ら
ね
た
も
の
で
あ
り
、
一
八
九
六
年
に
パ
リ
の
レ
オ

ン
・
シ
ェ
レ
イ
書
店
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
総
ペ
ー
ジ
は
、
二
一
二
で
あ
る
。

章
節
は
、
九
章
ま
で
あ
る
。

第
一
章
…
…
…
開
花
期

第
二
章
…
…
…
青
い
波
の
浜
辺
で

第
三
章
…
…
…
山
の
な
か
で

第
四
章
…
…
…
い
さ
か
い

第
五
章
…
…
…
夢
想

第
六
章
…
…
…
灰
色
の
波
を
前
に
し
て

第
七
章
…
…
…
犠
牲

第
八
章
…
…
…
悲
嘆

第
九
章
…
…
…
納
得

愛
と
喜
び
と
苦
悩
を
高
ら
か
に
歌
っ
た
こ
の
恋
愛
詩
は
、
作
者
の
純
粋
な
感
情
や
感
動
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
虚
構
と
事
実
と
が
た
く
み
に
な
え
ま
ぜ
て
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あ
る
。

第
一
章
の
「
開
花
期
」
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
詩
句
で
は
じ
ま
る
。

　

　
　
　
　
　

一

四
月
の
白
い
空
の
も
と
、
マ
ロ
ニ
エ
の
樹
が
、
落
つ
き
の
な
い
暗
が
り
の
中
で
、
は
じ
め
て
緑
色
の
芽
を
吹
き
だ
す
と
き
、
ス
ミ
レ
の
さ
い
ご
の
花
束
が
売
れ
た
。
春
は
半
開
き

の
暗
い
期
間
か
ら
抜
け
出
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

黒
っ
ぽ
い
ス
ミ
レ
の
花
が
も
つ
れ
て
い
る
素
描
画
を
通
し
て
、
初
め
て
彼
女
の
す
が
た
を
見
た
と
き―

わ
た
し
は
一
目
で
、
彼
女
の
や
さ
し
い
、
誇
り
高
い
目
の
な
か
に
、
ひ

そ
か
な
苦
悩
と
深
い
絶
望
が
宿
っ
て
い
る
こ
と
を
見
て
と
っ
た
。

わ
た
し
の
憐
憫
は
、
揺
め
く
夢
に
よ
っ
て
、
見
知
ら
ぬ
女
性
の
悲
し
み
に
執
着
し
た
。
そ
の
女
性
を
愛
し
た
と
き
、
夏
は
開
花
の
と
き
を
迎
え
よ
う
と
す
る
矢
先
で
あ
っ
た
。

五
月
の
静
か
な
空
と
青
空
と
が
一
つ
に
な
っ
た
と
き
、
若
々
し
い
バ
ラ
の
花
束
が
は
じ
め
て
売
り
に
出
さ
れ
、
マ
ロ
ニ
エ
の
樹
は
、
さ
い
ご
の
密み

つ

錘す
い

花
を
咲
か
せ
た
。

　
　
　
　
　

二

暗
い
空
の
も
と
、
暗
い
平
野
の
奥
の
沼
地
で
く
ら
す
人
は
、
こ
の
狭
い
町
の
ど
こ
か
ら
や
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
青
空
に
ふ
さ
わ
し
い
、
こ
の
力
強
い
美
し
さ
は
、
ロ
ー
マ

人
の
堂
々
と
し
た
横
顔
を
も
凌
駕
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

彼
女
は
ま
っ
す
ぐ
な
ひ
だ
の
付
い
た
ド
レ
ス
を
着
、
頭
に
く
ま
つ
づ
ら

0

0

0

0

0

を
つ
け
、
穏
や
か
な
女
神
で
飾
ら
れ
た
神
殿
か
ら
、
し
ず
か
な
、
し
っ
か
り
と
し
た
足
ど
り
で
、
石
垣
の

う
え
を
通
っ
て
ゆ
く
白
い
行
列
の
中
を
歩
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

主
人
公
が
は
じ
め
て
そ
の
若
い
女
性
を
み
た
の
は
、
ド
ゥ
ー
エ
ー
の
町
の
植
物
園
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
美
し
い
顔
に
は
、
一
ま
つ
の
憂
い
が
あ
り
、
か
れ
の
心
を

惹
か
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
彼
女
は
家
庭
運
に
め
ぐ
ま
れ
ず
、
い
ま
夫
と
わ
か
れ
て
実
家
に
帰
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
、
主
人
公
の
あ
わ
れ
み
の
気
持
は
、
や
が
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て
愛
慕
の
念
に
変
っ
て
ゆ
く
。

か
れ
は
、
こ
の
女
性
を
知
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
女
性
に
感
じ
て
き
た
性
愛
の
欲
望

が
清
め
ら
れ
、
女
性
を
し
あ
わ
せ
に
し
た
い
、
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
や
が
て
ふ
た
り
は
海
や

湖
水
の
ほ
と
り
、
い
な
か
家
や
森
の
中
で
、
密
会
を
重
ね
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
う
ち
に
男
を

中
傷
す
る
流
言
卑
語
が
女
の
ほ
う
に
聞
え
て
来
る
よ
う
に
な
り
、
彼
女
は
長
い
こ
と
男
か
ら
遠

ざ
か
る
。
が
、
双
方
の
愛
情
は
ふ
た
た
び
燃
え
あ
が
る
。

女
の
子
ど
も
た
ち
は
、
も
の
ご
こ
ろ
が
着
く
年
ご
ろ
に
な
っ
て
き
た
。
彼
女
は
わ
が
身
だ
け

が
歓
楽
に
お
ぼ
れ
て
い
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
、
と
思
う
よ
う
に
な
る
。
子
ど
も
の
将
来
を
考
え

た
ら
、
男
と
の
愛
を
捨
て
ね
ば
な
ら
な
い
。
ふ
た
り
は
人
気
の
な
い
、
水
夫
た
ち
が
出
入
り
す

る
教
会
の
中
に
入
る
と
、
胸
が
張
り
さ
け
る
よ
う
な
愛
別
離
苦
を
経
験
す
る
。

女
は
、
子
ど
も
の
も
と
に
帰
っ
て
ゆ
き
、
し
ず
か
な
生
活
に
も
ど
る
。
一
方
、
男
の
ほ
う
は
、
彼
女
と
す
ご
し
た
至
福
の
想
い
出
を
胸
に
、
力
づ
よ
く
生
き
よ
う
と
す
る
。

『
別
れ
た
女
人
に
』
は
、
自
伝
的
な
恋
愛
詩
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
聞
え
て
く
る
も
の
は
、
は
げ
し
い
愛
、
熱
し
た
感
情
、
嘆
声
や
む
せ
び
鳴
き
、
感
情
の
浄
化
で
あ
る
。

＊

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
後
半
生
に
深
く
か
か
わ
っ
た
謎
の
女
性
“
Ｔ
”
と
は
、
だ
れ
で
あ
っ
た
の
か
。
お
そ
ら
く
同
人
の
評
伝
を
書
い
た
フ
ロ
リ
・
ド
ゥ
ラ
ト
ル
は
、
こ
の
女

性
が
い
か
な
る
人
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
程
度
知
っ
て
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
が
、
そ
の
正
体
に
つ
い
て
は
い
っ
さ
い
口
を
つ
ぐ
ん
だ
ま
ま
で
あ
っ
た
。
ド
ゥ
ラ
ト
ル

は
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
恋
人
の
こ
と
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
な
く
逝
っ
た
。

先
年
、
渡
欧
の
お
り
、
わ
た
し
は
こ
の
女
性
の
こ
と
を
ぜ
ひ
知
り
た
い
、
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
の
手
が
か
り
を
う
る
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
あ
き
ら
め
て
い
た
。
リ
ー
ル
の

公
立
図
書
館
で
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
著
作
を
実
見
し
、
さ
ら
に
か
れ
に
関
す
る
諸
文
献
の
コ
ピ
ー
を
取
っ
て
い
た
と
き
、『
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
評
論
』（
二
六
七
号
、
一
九
六
○

年
）
に
、「
一
八
四
八
年
七
月
一
日
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト･

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
ダ
ン
ケ
ル
ク
で
生
ま
れ
る
。
か
れ
は
“
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
の
ペ
ト
ラ
ル
カ
”
に
な
る
」
と
い
っ
た
見
出

し
の
雑
誌
記
事
が
目
に
と
ま
っ
た
。

詩集『別れた女人に』の表紙。〔筆者蔵〕
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そ
こ
に
「“
別
れ
た
女
人
”
み
つ
か
る
？
」
と
い
っ
た
文
章
が
あ
り
、
わ
た
し
は
ひ
じ
ょ
う
に
興
味
を
覚
え

た
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
研
究
者
は
、
こ
れ
ま
で
“
別
れ
た
女
人
”
の
正
体
に
つ
い
て
関
心
を
も
ち
、
そ
の
女
性

を
つ
き
と
め
よ
う
と
し
た
が
、
果
た
さ
な
か
っ
た
。
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
・
シ
ュ
ー
ル
・
メ
ー
ル
の
図
書
館
に
、
ア

ン
ジ
ュ
リ
エ
と
愛
人
と
の
往
復
書
簡
（
暗
号
文
）
を
お
さ
め
た
“
黒
い
箱
”（
手コ

フ
レ箱

）
が
五
つ
あ
り
、
そ
の
箱

の
一
つ
に
、
台
紙
に
は
っ
た
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
正
面
写
真
と
横
む
き
の
女
性
の
写
真
が
各
一
枚
は
い
っ
て
い
た
。

女
性
の
写
真
は
、
か
れ
の
愛
人
の
も
の
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
名
前
も
な
に
も
記
し
て

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ど
の
箱
だ
っ
た
か
、
い
ま
記
憶
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、“
マ
ダ
ム
・
フ
ォ
ン
テ
ー

ヌ
”（M

m
e

―
 Fontaine

）
と
書
か
れ
た
、
紙
片
の
よ
う
な
も
の
が
箱
の
な
か
に
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
う
。

先
の
『
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
評
論
』
に
は
、
テ
キ
サ
ス
の
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
大
学
に
勤
務
す
る
ア
メ
リ
カ
文
学
の

Ｈ
・
Ｗ
・
イ
ザ
ー
ド
教
授
が
、
同
大
学
の
雑
誌
『
バ
イ
ユ
ー
』（
ミ
シ
シ
ッ
ピ
川
の
支
流
の
意
）
に
、
謎
の
女

性
“
Ｔ
”
に
つ
い
て
仮
説
を
発
表
し
た
、
と
い
う
記
事
が
み
ら
れ
る
。

ド
ゥ
ー
エ
ー
に
お
い
て
、
イ
ザ
ー
ド
教
授
は
、
ひ
と
り
の
老
女
を
み
つ
け
た
、
と
い
う
。「
そ
の
女
性
は
ひ

と
り
の
と
き
も
、
家
政
婦
と
い
っ
し
ょ
に
マ
ス
エ
街
の
古
い
家
を
出
て
教
会
へ
行
く
と
き
も
、
い
つ
も
黒
い
ド

レ
ス
を
着
て
い
た
」
と
あ
る
。
彼
女
は
背
が
高
く
、
鼻
筋
が
通
っ
て
い
て
、
目
は
と
て
も
碧
か
っ
た
、
と
い
う
。

し
か
し
、
イ
ザ
ー
ド
教
授
の
論
証
は
、
説
得
力
に
欠
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

わ
た
し
は
、
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
と
い
う
女
性
の
名
が
心
に
ひ
っ
か
か
っ
て
い
て
、
同
人
に
つ
い
て
も
っ
と
知
り

た
い
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
に
滞
在
中
、
再
度
ド
ゥ
ー
エ
ー
の
文
書
館
を
訪
れ
る
こ
と
に
し
た
。

が
、
わ
た
し
の
よ
う
な
東
洋
人
は
、
文
書
館
に
お
い
て
、
各
種
の
機
器
を
扱
っ
た
り
、
記
録
を
調
査
す
る
さ
い

の
土
台
と
な
る
古
色
を
お
び
た
分
厚
い
台
帳
を
く
っ
て
検
索
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
不
可
能
で
あ
る
。
記
録
保
管

人
の
女
性
は
、
わ
た
し
に
検
索
方
法
を
お
し
え
て
も
、
ら
ち
が
あ
か
な
い
と
見
て
と
っ
て
、
わ
た
し
に
代
っ
て

い
ろ
い
ろ
調
べ
だ
し
た
が
、
ひ
じ
ょ
う
に
難
渋
し
て
い
た
。

“T”夫人がオーギュストに宛てて出した手紙の封筒。
〔Bibliothèque Municipale de Boulogne-sur-Mer 蔵〕

“T”夫人が書いた暗号による文面。
〔Bibliothèque Municipale de Boulogne-sur-Mer 蔵〕
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目
の
ま
え
に
分
厚
い
台
帳
を
お
い
て
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
の
だ
が
、
な
か
な
か
捜
す
も
の
が
現
れ
な
い
。
が
、
だ
い
ぶ
時
間
が
経
っ
て
か
ら
、
ま
ず
第
一
の
手
ご
た
え
が
あ

っ
た
。
つ
い
に
手
が
か
り
を
得
た
の
で
あ
る
。
あ
と
は
い
も
づ
る
を
た
ぐ
る
と
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
事
実
が
あ
ら
わ
れ
た
。

ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
の
図
書
館
で
み
た
“
マ
ダ
ム
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
”
と
は
、
嫁
ぎ
先
の
家
の
名
を
と
っ
て
“
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
”
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
手

帳
に
た
び
た
び
出
て
く
る
“
Ｔ
”
な
る
女
性
は
、
い
ま
よ
う
や
く
明
ら
か
に
な
っ
た
。

ド
ゥ
ー
エ
ー
の
文
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
「
出
生
登
録
簿
」（
一
八
五
七
年
度
）
に
よ
る
と
、“
Ｔ
”
な
る
女
性
は
、
つ
ぎ
に
記
す
夫
婦
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
た
。

父　
　

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ォ
ル
カ
ン
・
ド
ゥ
ニ

（
エ
ス
ケ
ル
ベ
ッ
ク
に
生
ま
れ
、一
八
○
三
・
四
・
一
ド
ゥ
ー
エ
ー

の
マ
ス
エ
街
十
五
番
地
で
死
去
）

母　
　

ア
デ
ラ
イ
ド
・
テ
レ
ー
ズ
・
ド
ゥ
ビ
ュ
イ
ソ
ン

（
一
八
二
一
年
ド
ゥ
ー
エ
ー
に
生
ま
れ
、
一
八
八
八
・
四
・
二

プ
テ
ィ
ッ
ト
・
プ
ラ
ス
九
番
地
で
死
去
）

娘　
　

テ
レ
ー
ズ
・
マ
リ
ー
・
ド
ゥ
ニ

（
一
八
五
七
・
三
・
二
二
、
ド
ゥ
ー
エ
ー
の
マ
ス
エ
街
十
五
番

地
で
生
ま
れ
、
一
九
四
二
・
五
・
一
六
死
去
）

す
な
わ
ち
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
手
帳
に
た
び
た
び
現
れ
る
“
Ｔ
”
と
は
、“
テ
レ
ー
ズ
・
マ
リ
ー
”（T

hérèse M
arie

）
の
こ
と
で
あ
る
。
父
は
ビ
ー
ル
醸
造
業
者
で
あ

っ
た
か
ら
、
ド
ゥ
ラ
ト
ル
の
、「
田
舎
の
有ブ

ル
ジ
ョ
ワ

産
者
の
う
ま
れ
」
と
い
っ
た
記
述
と
符
合
す
る
。
彼
女
は
父
が
四
十
六
歳
、
母
は
三
十
五
歳
の
と
き
の
子
で
あ
る
。
父
親
は
、

五
十
二
歳
で
、
母
は
六
十
六
歳
で
、
ド
ゥ
ー
エ
ー
で
亡
く
な
っ
た
。

さ
て
、
テ
レ
ー
ズ
・
マ
リ
ー
は
、
一
八
七
四
年
七
月
七
日
（
当
時
十
七
歳
）
ド
ゥ
ー
エ
ー
に
お
い
て
結
婚
し
て
い
る
。
夫
婦
な
ら
び
に
家
族
関
係
は
、
つ
ぎ
に
記
す
と
お

り
で
あ
る
。
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学匠詩人　オーギュスト・アンジュリエ

夫　
　

フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ

（
ソ
ー
レ
ム
在
住
の
ビ
ー
ル
醸
造
業
者
の
せ
が
れ
、
二
十
六
歳
）

妻　
　

テ
レ
ー
ズ
・
マ
リ
ー
・
ド
ゥ
ニ

（
ド
ゥ
ー
エ
ー
在
住
の
ビ
ー
ル
醸
造
業
者
の
娘
、
十
七
歳
）

次
男　
　

マ
ク
シ
ム
・
ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ジ
ョ
ゼ
フ

（
一
八
七
八
・
五
・
二
五
、
ド
ゥ
ー
エ
ー
生
ま
れ
）

長
男　
　

ポ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
フ
ォ
ル
カ
ン

（
一
八
七
六
・
一
二
・
二
○
、
ド
ゥ
ー
エ
ー
生
ま
れ
）

テ
レ
ー
ズ
・
マ
リ
ー
の
夫
は
、“
鉄
”
の
商
人
で
あ
り
、
ソ
ー
レ
ム
（
フ
ラ
ン
ス
西
部
、
ル
・
マ
ン
の
南
西
二
六
三
キ
ロ
）
の
人
で
あ
る
。
夫
婦
は
ソ
ー
レ
ム
で
く
ら
し

た
。
彼
女
は
出
産
の
と
き
、
故
郷
の
ド
ゥ
ー
エ
ー
の
実
家
に
も
ど
っ
た
。
次
男
を
生
ん
だ
の
ち
、
結
婚
に
破
た
ん
を
来
た
し
た
よ
う
だ
。
こ
の
夫
婦
の
親
は
、
と
も
に
ビ
ー

ル
醸
造
所
を
営
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
、
テ
レ
ー
ズ
・
マ
リ
ー
は
見
合
い
結
婚
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

＊

バ
ー
ン
ズ
研
究
に
よ
っ
て
学
位
を
得
た
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
一
八
九
二
年
北
国
リ
ー
ル
の
大
学
の
正
教
授
と
な
り
、
や
が
て
評
議
員
、
文
学
部
長
、
教ア

グ

レ

ガ

ス

ョ

ン

授
資
格
試
験
の
委

員
長
な
ど
を
歴
任
し
、
多
忙
を
き
わ
め
た
。

一
見
す
る
と
、
こ
の
人
物
は
変
な
印
象
を
人
に
あ
た
え
る
。
そ
の
風
さ
い
を
み
る

と
、
大
学
教
授
ら
し
く
な
い
。
大
学
（
ゴ
ー
テ
ィ
エ
・
ド
ゥ
・
シ
ャ
チ
ヨ
ン
街―

い
ま
の
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
街
）
に
出
か
け
る
と
き
は
、
ソ
フ
ト
帽
を

か
ぶ
り
、
短
い
マ
ン
ト
を
は
お
り
、
首
に
赤
と
か
黄
色
の
派
出
な
色
の
ス
カ
ー
フ
を

ま
き
、
手
に
折
カ
バ
ン
を
も
っ
て
行
く
。
体
格
は
が
っ
し
り
し
て
い
る
。
夢
で
も
見

て
い
る
か
の
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
歩
い
て
ゆ
く
。
日
焼
け
し
た
顔
、
目
は
す
こ
し
切

れ
長
で
あ
る
。
あ
ご
ひ
げ
を
は
や
し
て
い
る
。
風
貌
は
労
働
者
の
よ
う
で
あ
り
、
大

学
教
授
と
い
う
よ
り
も
、
商
船
の
船
長
の
よ
う
な
印
象
を
ひ
と
に
あ
た
え
た
。

“T”夫人と考えられる写真。
〔Bibliothèque Municipale Boulogne-sur-Mer 蔵〕
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学
舎
に
着
く
と
、
教
授
室
を
見
む
き
も
し
な
い
で
十
五
名
ほ
ど
の
学
生
が
待
つ
教
室

に
直
行
す
る
。「
や
あ
、
今
日
は
」
と
気
さ
く
に
話
し
か
け
て
か
ら
、
椅
子
の
う
え
に

ス
テ
ッ
キ
、
マ
ン
ト
、
帽
子
な
ど
を
置
く
。
や
が
て
ひ
と
り
の
学
生
に
む
か
っ
て
英
文

を
よ
み
、
訳
を
つ
け
る
よ
う
に
い
う
。
そ
の
間
、
か
れ
は
じ
っ
と
聞
い
て
い
る
。
や
が

て
お
も
む
ろ
に
、「
いブ

ラ
ヴ
ォ
ー

い
ぞ
」
と
か
「
ま
ず
く
は
な
い
」
と
い
っ
た
り
す
る
。
頭
ご
な

し
に
、「
だ
め
」
だ
と
は
、
け
っ
し
て
い
わ
な
い
。

リ
ー
ル
時
代
の
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
初
期
の
学
生
と
し
て
、
そ
の
薫
陶
を
受
け
た
Ｊ
・

ド
ゥ
ロ
キ
ニ
イ
に
よ
る
と
、
師
が
目
ざ
し
た
こ
と
は
、
学
生
の
自
由
な
知
性
を
開
花
さ

せ
る
こ
と
、
学
生
に
刺
激
を
あ
た
え
、
と
き
に
学
生
を
抑
制
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い

う
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
精
神
を
覚
醒
さ
せ
る
人
、
思
想
の
種
を
ま
く
人
で
あ
っ
た
、

と
も
語
っ
て
い
る
。

英
文
学
を
ま
な
ぶ
に
あ
た
っ
て
、
言
葉
の
形
（
語
源
、
音
韻
、
文
法
学
）
と
い
っ
た
も
の
は
、
た
し
か
に
必
要
で
は
あ
る
が
、
何
よ
り
も
大
切
な
の
は
、
言
葉
の
も
つ
心

も
ち
で
あ
る
。
師
は
原
作
に
あ
ふ
れ
る
、
も
と
の
感
情
（
気
持
）
や
人
間
の
魂
を
生
き
返
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
一
種
の
“
直

サ
ン
パ
テ
ィ
・
ア
ン
テ
ュ
イ
テ
ィ
ー
ブ

感
的
共
感
”
を
も
っ
て
原
作
に
迫
ろ
う
と

し
た
。

レ
ポ
ー
ト
や
論
文
を
か
く
と
き
は
、
ま
ず
は
し
っ
か
り
と
構
成
し
、
じ
ぶ
ん
の
見
方
を
き
ち
ん
と
述
べ
よ
、
と
い
う
。
論
文
の
作
成
は
、
幾
何
の
証
明
の
過
程
と
な
ん
ら

変
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
文
章
は
だ
れ
が
よ
ん
で
も
わ
か
る
平
明
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
説
く
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
が
養
成
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
単
な
る
英
語
学
者
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
言
語
も
文
学
も
社
会
も
わ
か
る
学
徒
で
あ
る
。
そ
の
門
に
学
ん
だ
学
生
は
、

後
年
、
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
前
後
の
“
個
人
作
家
”
を
研
究
対
象
に
え
ら
び
、
作
家
の
生
涯
と
作
品
の
心
理
的
解
剖
と
芸
術
的
意
義
の
把
握
に
鋭
意
つ

と
め
た
。
リ
ー
ル
派
の
一
連
の
英
文
学
研
究
は
、
二
十
世
紀
初
頭
か
ら
約
二
十
年
間
、
フ
ラ
ン
ス
英
文
学
の
令
名
を
大
い
に
高
め
た
。

た
と
え
ば
、
つ
ぎ
に
記
す
も
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
や
詩
人
の
人
と
芸
術
と
思
想
の
包
括
的
な
研
究
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
英
文
学
者
の
得
意
と
す
る
分
野
で
あ
っ
た
。

晩年のオーギュスト。
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学匠詩人　オーギュスト・アンジュリエ

ジ
ュ
ー
ル
・
ド
ゥ
ロ
キ
ニ 

（
一
八
六
○
〜
？
） 

『
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
ム
研
究
』 

（
一
九
○
四
年
）

モ
リ
ス
・
カ
ス
ト
ラ
ン 

（
一
八
七
二
〜
？
） 

『
ベ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
研
究
』 

（
一
九
○
六
年
）

ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ル
ジ
ェ 

（
一
八
六
九
〜
一
九
三
三
） 

『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
研
究
』 （
一
九
○
七
年
）

デ
ィ
ム
ネ
ー 

（
一
八
六
八
〜
？
） 

『
ブ
ロ
ン
テ
姉
妹
』 

（
一
九
一
○
年
）

ア
ン
ド
レ
・
コ
ズ
ズ
ェ
ル 

（
一
八
七
八
〜
？
） 

『
シ
ェ
レ
ー
研
究
』 

（
一
九
一
○
年
）

フ
ロ
リ
・
ド
ラ
ッ
ト
ル 

（
一
八
八
○
〜
？
） 

『
ロ
バ
ー
ト
・
ヘ
リ
ッ
ク
研
究
』 

（
一
九
一
二
年
）

ジ
ョ
ゼ
ル
フ
・
デ
ル
ク
ー
ル 

（
一
八
七
三
〜
？
） 

『
サ
ー
・
ト
マ
ス
・
モ
ア
研
究
』 

（
一
九
一
四
年
）

ド
ゥ
ニ
・
ソ
ー
ラ 
（
一
八
九
○
〜
？
） 

『
ミ
ル
ト
ン
研
究
』 

（
一
九
二
○
年
）

ル
ネ
・
ガ
ラ
ン 
（
？
） 

『
メ
レ
デ
ィ
ス
研
究
』 

（
一
九
二
三
年
）

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
大
著
『
ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ン
ズ
研
究
』
を
著
わ
し
た
の
ち
、
英
文
学
関
係
の
著
述
を
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、『
四
季
の
路み

ち

』（
一
九
○
三
）、

『
古
代
の
光
の
う
ち
に
』（
一
九
○
五
〜
一
九
一
一
、
五
巻
）
な
ど
の
創
作
詩
を
盛
ん
に
お
こ
な
っ
た
。

一
八
九
七
年
三
月
（
四
十
九
歳
）―

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
は
、
リ
ー
ル
大
学
文
学
部
の
学
部
長
に
え
ら
ば
れ
、
一
九
○
○
年
三
月
ま
で
そ
の
職
に
あ
っ
た
。
一
八
九
九
年
、

グ
ラ
ス
ゴ
ー
大
学
よ
り
名
誉
博
士
号
を
贈
ら
れ
た
。
一
九
○
五
年
一
月
か
ら
七
月
ま
で
、
休
暇
を
え
た
。
翌
一
九
○
六
年
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
大
学
か
ら
名
誉
博
士
号
を
授
与
さ

れ（
20
）た

。
晩
年
、
か
れ
は
健
康
を
害
し
た
。
体
に
変
調
を
き
た
し
、
弱
り
は
じ
め
た
の
は
一
九
○
九
年
（
六
十
一
歳
）
ご
ろ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
た
え
ず
休
暇
を
申
請

す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
許
可
さ
れ
る
つ
ど
、
南
フ
ラ
ン
ス
で
休
養
を
と
っ
た
。
一
九
一
一
年
一
月
は
じ
め
、
舌
が
し
び
れ
、
も
つ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
筆
談
に
た
よ
ら

ざ
る
え
な
く
な
る
。
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
の
ボ
ー
ル
ペ
ー
ル
街
二
十
番
地
の
大
き
な
家
で
、
幼
な
じ
み
の
ル
イ
・
オ
ヴ
ィ
ヨ
ン
（
当
時
、
医
師
）
や
妹
夫
婦
の
世
話
に
な
っ
て
い

た
が
、
顔
色
は
す
ぐ
れ
ず
、
体
も
や
つ
れ
て
い
た
。

か
れ
は
蔵
書
の
処
理
を
遺
言
し
、
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
の
町
と
リ
ー
ル
大
学
図
書
館
、
リ
ー
ル
大
学
の
英
文
学
教
室
に
三
分
し
た
。
死
期
が
近
づ
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て

い
た
も
の
か
、
つ
ぎ
に
長
衣
（
ス
ー
タ
ン
）
を
着
た
人
物
の
絵
を
描
い
た
の
で
、
教
区
の
司
祭
を
よ
び
に
や
っ
た
。
坊
さ
ん
の
姿
を
み
て
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
表
情
は
、
晴

れ
や
か
な
笑
顔
に
な
っ
た
。
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一
九
一
一
年
二
月
二
十
八
日―

夕
方
の
六
時
ご
ろ
、
か
れ
は
逝
っ
た
。
六
十
二
年
の
生
涯
で
あ
っ
た
。
葬
儀
は
三
月
四
日
（
土
）
に
、
家
の
近
く
の
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル

教
会
で
し
め
や
か
に
取
り
お
こ
な
わ
れ
、
リ
ー
ル
か
ら
大
勢
の
大
学
関
係
者
が
参
列
し
た
。
か
れ
の
母（

2�
）は

、
こ
の
と
き
九
十
歳
。
足
腰
が
立
た
ぬ
た
め
、
デ
ュ
モ
ン
・
デ

ュ
・
ク
ー
ル
セ
の
家
で
、
最
愛
の
む
す
こ
の
運
命
を
の
ろ
い
、
す
す
り
泣
い
て
い
た
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
亡
骸
は
、
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
の
城
壁
に
ち
か
い
、
い
ま
の
「
東
の
墓
地
」
に
葬
ら
れ
た
。
方ほ

う

尖せ
ん

柱
（
オ
ベ
リ
ス
ク
）
状
の
墓
碑
は
、
墓
地
の
ほ
ぼ
中
央
あ

た
り
に
あ
り
、
横

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

顔
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
遺
跡
は
、
多
く
残
っ
て
い
な
く
、
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
に
は
、
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
中
学
の
ロ
ビ
ー
に
胸
像
が
一
つ
、
先
端
に
胸
像
が
の
っ
た
記
念
碑
が
、
城
壁

の
ガ
ヨ
ー
ル
門
の
ち
か
く
に
一
つ
あ
る
。
リ
ー
ル
に
は
、
大
学
図
書
館
の
裏
手―

ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
街
と
ジ
ャ
ン
・
バ
ル
ト
街
と
が
交
差
す
る
角
地
の
小
さ
い
公
園
に
、

アンジュリエの終焉の地（ボールペール街 20 番地）。〔筆者撮影〕

ブーローニュ・シュール・メールの「東の墓
地」にあるアンジュリエの墓。〔筆者撮影〕
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死
後
四
十
年
記
念
と
し
て
、
一
九
五
一
年
三
月
に
建
て
た―

、
帽
子
を
か
ぶ
り
、
半
マ
ン
ト
を
着
た
彫
像
が
あ
る
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
が
暮
ら
し
た
ド
ゥ
ー
エ
ー
や
リ
ー
ル
の
下
宿
、
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
の
も
と
の
住
居
は
、
い
ま
や
そ
の
跡
形
も
な
い
。
が
、
晩
年
亡
く
な
る
ま
で
暮
ら
し
た
ブ

ー
ロ
ー
ニ
ュ
の
ボ
ー
ル
ペ
ー
ル
二
十
番
地
（
い
ま
は
二
十
四
番
地
）
の
庭
つ
き
の
邸
館
は
、
い
ま
も
残
っ
て
い
る
。
現
在
そ
こ
は
、
も
と
一
般
医
の
ジ
ャ
ン
・
ダ
ヴ
ィ
ド
氏

の
持
物
で
あ
る
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
占
領
下
の
第
二
次
世
界
大
戦
ち
ゅ
う
、
ド
イ
ツ
軍
の
司
令
官
が
こ
の
家
を
接
収
し
、
住
ん
で
い
た
と
い
う
。

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
と
“
Ｔ
”
と
の
交
信
は
、
か
れ
の
死
に
ち
か
い
時
期
ま
で
つ
づ
い
て
い
た
よ
う
だ
。
な
る
ほ
ど
、
か
れ
は
若
い
と
き
、
た
し
か
に
い
ろ
い
ろ
な
女
性
と
恋

愛
し
、
あ
の
女
性
こ
の
女
性
と
た
え
ず
心
を
移
し
た
け
れ
ど
、
中
年
を
境
に
ド
ゥ
ー
エ
ー
の
町
で
“
Ｔ
”
を
知
る
に
お
よ
ん
で
、
邪
悪
な
恋
情
は
す
っ
か
り
浄
化
さ
れ
、
純

愛
に
め
ざ
め
る
。
清
ら
か
な
愛
が
本
然
の
良
心
と
い
っ
し
ょ
に
な
り
、
ほ
ん
も
の
の
“
愛
”
を
は
ぐ
く
む
よ
う
に
な
る
。

“
Ｔ
”
は
、
か
れ
が
い
ち
ば
ん
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
し
た
い
気
持
に
な
っ
た
唯
一
の
女
性
だ
っ
た
。
が
、
実み

の

ら
ぬ
恋
に
お
わ
っ
た
。、
か
れ
は
本
当
の
愛
を
定
義
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
男
女
ふ
た
り
が
「
け
わ
し
い
丘
を
、
と
も
に
助
け
あ
っ
て
登
っ
て
ゆ
く
喜
び
」
で
あ
る
、
と
。
信
愛
を
感
じ
る
女
と
い
っ
し
ょ
に
暮
ら
す
夢
は
、
け
っ
き
ょ
く
実
現

し
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
か
れ
ら
は
た
え
ず
心
の
交
通
を
た
も
ち
、
共
鳴
し
あ
う
魂
は
、
来
世
に
お
い
て
固
く
む
す
ば
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

陋ろ
う

巷こ
う　

清せ
い

閑か
ん　

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
に
寄
せ
る
歌
。

汝な

が
旅
を

と
わ
の

別
れ
と

惜お

し
む
か
な

アンジュリエの邸館のいまの持主―ジャン・ダ
ビィド医師と筆者。
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注（
�
）『
文
禄

舊
訳　

天
草
本
伊
曾
保
物
語
』（
改
造
社
、
昭
和
三
年
十
月
）
に
付
い
て
い
る
新
村
出
の
「
解
説
」
に
よ
る
。

（
2
）
亀
田
次
郎
「
黒
田
麴
盧
の
業
績
及
其
著
目
」、
六
六
四
頁
。

（
�
）
平
田
守
衛
編
『
黒
田
麴
盧
の
業
績
と
「
漂
荒
記
事
」』
第
一
巻
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
社
、
平
成
二
年
十
二
月
）、
一
○
頁
。

（
�
）
瀧
田
貞
治
「
西
鶴
の
書
誌
学
的
研
究
」（
文
学
科
研
究
年
報
『
言
語
と
文
学
』
第
五
輯
所
収
、
台
北
帝
国
大
学
文
政
学
部
、
昭
和
十
六
年
七
月
）、
一
頁
。

（
5
）
内
田
銀
蔵
『
歴
史
の
理
論
』（
河
出
書
房
、
昭
和
十
七
年
十
一
月
）、
八
三
頁
。

（
6
）
福
原
麟
太
郎
『
日
本
の
英
語
』（
恒
文
社
、
平
成
九
年
九
月
）、
六
四
頁
。

（
7
）
御
輿
員
三
「
研
究
法
の
確
立
」（『
日
本
の
英
学
一
○
○
年　

昭
和
編
』
所
収
、
研
究
社
出
版
株
式
会
社
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
）、
一
○
四
頁
。

（
8
）
生
田
長
江
『
文
学
入
門
』（
新
潮
社
、
明
治
四
十
年
十
一
月
）、
一
四
五
頁
。

（
9
）
上
田
敏
「
外
国
文
学
の
研
究
」（『
上
田
敏
全
集　

第
四
巻
』
所
収
、
改
造
社
、
昭
和
三
年
十
二
月
）

（
�0
）
こ
の
先
生
は
、
都
内
の
あ
ち
こ
ち
の
大
学
で
ポ
ー
の
短
篇
を
お
し
え
た
が
、
旧
制
の
第
一
高
等
学
校
で
も
「
ア
ッ
シ
ャ
ー
家
、
崩
れ
倒
る
る
の
記
」
を
教
材
に
使
い
、
な
か
な

か
味
の
あ
る
教
え
方
を
し
た
（
工
藤
幸
雄
著
『
ぼ
く
の
翻
訳
人
生
』
中
公
新
書
、
四
七
頁
）。

（
��
）R

egistre des N
aissances de D

unkerque, 1848
（A

rchives m
unicipales de D

unkerque 

蔵
）。

（
�2
）D

ictionnaire U
niversel d’H

istoire et de G
éographie, Librairie de L. H

achette et C
ie, Paris, �855, p.526

（
��
）A

te D
’hauttefeuille et L

s B
ernard: H

istoire de B
oulogne-sur-m

er, C
hez tous les libraires, B

oulogne-sur-m
er, �860, p.�

（
��
）A

V
G

V
ST

E
 A

N
G

E
LLIE

R
 �8�8-�9��, B

oulogne-sur-m
er M

C
M

X
IV

, p.5

（
�5
）T

he G
reenw

ich, E
ltham

, Lee, B
lackheath, and Lew

isham
 D

irectory, �869. J. H
. M

uzzall and C
o., B

righton, p.9�

に
、“B

erry, J. R
., B

.A
., Lond., E

ast 

H
ouse School for gentlem

en” 

と
あ
る
。
こ
の
学
校
の
こ
と
が
載
っ
て
い
る
地
図
に O

rdnance Survey �869 

や D
arrell Spurgeon 

編
の D

iscover G
reenw

ich and 

C
harlton, 1991 

が
あ
る
。G

reenw
ich H

eritage C
enter

〔B
uilding ��, R

oyal A
rsenal W

oolw
ich

〕
蔵
資
料
。

（
�6
）H

. T
aine: H

istoire de la Littérature A
nglaise, tom

e quatriem
e, Librairie H

achette et C
ie, Paris, �9��, p.22�

（
�7
）A

nnuaire du R
essort de la C

our d’A
ppel pour 1884, Librairie N

ouvelle, D
ouai, �88� 

に
よ
る
と
、
同
じ
屋
根
の
下
で
暮
ら
し
て
い
た
の
は
、
つ
ぎ
の
四
名
で
あ
る
。

50　
　

D
ubrulle

（V
e

）, propriétaire. 

（
家
主
）

A
ngellier, prof. à la Faculté. 

（
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
）

D
elestrez, peintre. 

（
絵
描
き
）
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V
érin, jardinier. P.�� 

（
庭
師
）

（
�8
）H

.T
aine: H

istoire de la Littérature A
nglaise, tom

e � Librairie H
achett et C

ie, Paris, �9��, p.Ⅹ
Ⅷ

　

平
岡
昇
訳
『
英
国
文
学
史　

第
一
巻
』（
創
元
社
、
昭
和
十
八

年
一
月
）
で
は
二
○
頁
。

（
�9
）ベ
ル
ジ
ャ
ム
の
博
士
論
文
は
、Le P

ublic et les H
om

m
es de Lettres en A

ngleterre au dix-huitièm
e siècle 1660-1744 

（D
ryden-A

ddison-P
ope

）, Librairie H
achette 

et C
ie, Paris, �88� 

で
あ
る
。

同
書
は
、
本
文
が
四
一
二
頁
、
書
誌
が
八
九
頁
も
あ
る
。
ベ
ル
ジ
ャ
ム
は
、
な
ぜ
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
に
た
い
し
て
辛
辣
な
批
評
を
く
だ
し
た
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
ぬ
が
、
か
れ
の

大
著
に
た
い
す
る
嫉
妬
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
じ
つ
に
け
ち
な
根
性
で
あ
る
。

（
20
）A

uguste A
ngellier, A

. M
essein, �9�8, p.�6

（
2�
）
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
母
ル
イ
ー
ズ
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ
ク
ー
ル
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
一
九
一
四
年
十
二
月
十
二
日
（
息
子
の
死
か
ら
約
三
年
後
）
の
こ
と
で
あ
る
。
享
年
九
十

二
歳
。R

egistre D
écès de 1913 à 1922 

に
は
、“La C

our Louise A
ngellier �2 D

ec. �9��” 

と
あ
る
。
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〔
補
注
〕

Paul N
availh 

氏
に
よ
る
と
、
暗
号
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
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五　

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
関
連
史
料
。

V
oici des m

atériaux originaux sur A
uguste A

ngellier et ceux des hom
m

es qui le concernent. I ow
e the copy of follow

ing records to the archivists of 

A
rchives M

unicipales de D
unkerque.

〔
資
料　

一
〕
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
出
生
に
つ
い
て
の
記
事
。

〔
資
料　

二
〕
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
出
生
届
。

��� 
L’an m

il huit cent quarante huit, le trois Juillet, onze heures

A
uguste Jean 

du m
atin, devant nous Jean C

harles M
ollet, m

aire de la V
ille

A
ngellier 

de D
unkerque est com

paru Jean D
ésiré A

ngellier m
aître

 
plafonneur âgé de vingt six ans, né en cette ville,
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lequel nous a présenté un enfant de sexe m

asculin né

 
avant-hier à deux heures du m

atin, de lui déclarant en son

 
dom

icile en cette ville, rue D
avid d’angers num

éro sept et de

 
Louise Françoise A

ugustine Lacour, sans profession, âgée de

 
vingt six ans, Son épouse née à B

oulogne-sur-m
er, départem

ent

 
du Pas de C

alais, et auquel il a déclaré vouloir donner les

 
prénom

s de A
uguste Jean ; les dites déclarations et

 
présentations faites en présence de Jean A

ntoine B
enjam

in

 
A

ngellier, m
aître m

enuisier, âgé de cinquante trois ans aïeul

 
de l’enfant, et d’antoine Joseph Lano, cafetier âgé de trente et

 
un ans, dem

eurant tous deux en cette ville, et ont le père de

 
l’enfant et les tém

oins signé avec nous le présent acte,

 
après lecture faite.

 
A

ngellier-Lacour　
　
　
　

M
ollet　

　
　
　
　
　

J.Lano

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

A
ngellier

Le � juillet �8�8 à ��h du m
atin, Jean D

ésiré A
ngellier, m

aître plafonneur,

âgé de 26 ans, né en cette ville, est com
paru devant nous 

（
＝m

oi

） Jean C
harles

M
ollet, m

aire de la ville de D
unkerque.

Il nous a présenté un enfant de sexe m
asculin né avant-hier 

（
＝�

er juillet

） à

2h du m
atin, en son dom

icile 

（
＝chez lui

） au n

。 27 de la rue D
avid d’A

ngers à
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D
unkerque, né de lui et de son épouse Louise Françoise Lacour, sans profession,

âgée de 26 ans et née à B
oulogne-sur-m

er, départem
ent du Pas de C

alais.

Il a déclaré vouloir donner à l’enfant les prénom
s de A

uguste Jean. C
ette

déclaration 
（de naissance

） et cette présentation 

（de l’enfant

） ont été faites en

présence de Jean A
ntoine B

enjam
in A

ngellier, m
aître m

enuisier, âgé de 5� ans,

aïeul 

（
＝grand-père
） de l’enfant, et d’A

ntoine Joseph Lano, cafetier âgé de �� ans.

Ils dem
eurent tous deux en cette ville.

A
près lecture 

（de l’acte de naissance

） le père de l’enfant et les tém
oins ont

signés avec nous 

（
＝le m

aire

） le présent acte.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

T
ranscription en français plus actuel:

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（T

ypew
ritten by Prof. Paul N

availh in Paris.

）
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〔
資
料　

三
〕
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト･

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
死
亡
届
。I ow

e the copy of follow
ing records to the archivistes of A

rchives M
unicipales de B

oulogne-

sur-M
er.
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〔
資
料　

四
〕
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
本
人
と
両
親
の
死
亡
証
書
の
抜
粋
。I ow

e the copy of follow
ing records to the archivistes of A

rchives M
unicipales de 

B
oulogne-sur-M

er.

D
ate de décès : 

28 février 1911

H
eure du décès : 

18 heures

N
om

 et Prénom
s du défunt :  

A
uguste Jean A

N
G
E
LLIE

R

Lieu de naissance : 
D
unkerque (N

ord)

D
ate de naissance : 

01 juillet 1848

A
ge : 

62 ans

E
poux （

se） de：

V
euf（

ve） :

D
om

icile : 
20, rue B

eaurepaire-B
oulogne-sur-M

er

PÈ
R
E
 

M
È
R
E

 
N
om

 : 
LA

 C
O
U
R

Prénom
s : 

Jean D
ésiré 

Prénom
s :  

Louise F
rançoise A

ugustine

Profession : 
 

Profession : 
R
entière

A
ge : 

D
écédé 

A
ge : 

88 ans

 
D
om

icile : 
B
oulogne-sur-M

er

D
éclarants-T

ém
oins : 

M
arcel LA

U
R
E
N
G
E
, entrepreneur de travaux publics, 57 ans,

 
chevalier de la Légion d’honneur, beau-frère du défunt. 

 
Louis O

V
IO

N
, docteur en m

édecine, C
hevalier de la Légion 

 
d’H

onneur, 60 ans.

Profession : 
professeur et D

oyen H
onoraire à la F

aculté des Lettres de Lille,
 

C
hevalier de la Légion d’H

onneur et O
ffi
cier de l’Instruction Publique

E
X
T
R
A
IT

 D
’A

C
T
E
 D

E
 D

É
C
È
S

M
E
N
T
IO

N
S M

A
R
G
IN

A
LE

S

B
O
U
LO
G
N
E-SU

R
- M
ER

V
ille de 

R
EPU
B
LIQ
U
E　
FR
A
N
C
A
ISE
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D
ate de décès : 

28 février 1911

H
eure du décès : 

18 heures

N
om

 et Prénom
s du défunt :  

A
uguste Jean A

N
G
E
LLIE

R

Lieu de naissance : 
D
unkerque (N

ord)

D
ate de naissance : 

01 juillet 1848

A
ge : 

62 ans

E
poux （

se） de：

V
euf（

ve） :

D
om

icile : 
20, rue B

eaurepaire-B
oulogne-sur-M

er

PÈ
R
E
 

M
È
R
E

 
N
om

 : 
LA

 C
O
U
R

Prénom
s : 

Jean D
ésiré 

Prénom
s :  

Louise F
rançoise A

ugustine

Profession : 
 

Profession : 
R
entière

A
ge : 

D
écédé 

A
ge : 

88 ans

 
D
om

icile : 
B
oulogne-sur-M

er

D
éclarants-T

ém
oins : 

M
arcel LA

U
R
E
N
G
E
, entrepreneur de travaux publics, 57 ans,

 
chevalier de la Légion d’honneur, beau-frère du défunt. 

 
Louis O

V
IO

N
, docteur en m

édecine, C
hevalier de la Légion 

 
d’H

onneur, 60 ans.

Profession : 
professeur et D

oyen H
onoraire à la F

aculté des Lettres de Lille,
 

C
hevalier de la Légion d’H

onneur et O
ffi
cier de l’Instruction Publique

E
X
T
R
A
IT

 D
’A

C
T
E
 D

E
 D

É
C
È
S

M
E
N
T
IO

N
S M

A
R
G
IN

A
LE

S

B
O
U
LO
G
N
E-SU

R
- M
ER

V
ille de 

R
EPU
B
LIQ
U
E　
FR
A
N
C
A
ISE

 

〔
資
料　

五
〕
一
八
五
九
（
？
）
年
度
の
学
力
コ
ン
ク
ー
ル
（
中
学
校
時
代
）
の
成
績
。

〔A
rchives M

unicipales de B
oulogne-sur-M

er

蔵
〕。
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〔
資
料　

六
〕
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト･

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
母
の
死
亡
記
録
。

（R
egistre décès de �9�� a �92�

）

〔A
rchives M

unicipales de B
oulogne-sur-M

er 

蔵
〕。

〔
資
料　

七
〕
テ
レ
ー
ズ
・
マ
リ
ー
・
ド
ニ
の
出
生
届
。I ow

e the copy of follow
ing records to the archivistes of A

rchives M
unicipales de D

ouai.

　

R
EPU

B
LIQ

U
E FR

A
N

Ç
A

ISE　

V
ILLE

 D
E

 D
O

U
A

I

Extrait des R
egistres aux A

ctes de N
aissance

PO
U

R
 L’A

N
N

ÉE 1857

A
C

T
E

 N

。��6

L’an m
il huit cent cinquante-sept, le vingt quatre m

ars onze heures du m
atin, pardevant nous Philippe Joseph Pinquet, adjoint au 
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m
aire de la ville de D

ouai, départem
ent du N

ord, délégué par lui officier de l’état civil, est com
paru François Folquin D

enys, âgé de quarante-six 

ans, brasseur, dom
icilié en cette ville, lequel nous a déclaré que A

delaïde T
hérèse D

ebuisson, son épouse, âgée de trente-cinq ans, est accouchée 

avant-hier à cinq heures du soir en sa dem
eure, rue de la M

assue, �5, d’un enfant du sexe fém
inin qu’il nous a présenté et auquel il a donné les 

prénom
s de T

hérèse M
arie. Le tout en présence de A

ugustin François A
lexandre M

illiot, âgé de quarante ans, greffier du tribunal de sim
ple police, 

et de Louis Parent, âgé de cinquante-cinq ans, m
archand, dom

iciliés en cette ville, am
i du com

parant lesquels et le dit com
parant ont signé avec 

nous après lecture.

LE
S M

E
N

T
IO

N
S M

A
R

G
IN

A
LE

S

：

D
écédée le �6 m

ai �9�2.

〔
資
料　

八
〕
テ
レ
ー
ズ
・
マ
リ
ー
・
ド
ゥ
ニ
の
結
婚
届
。

　

R
EPU

B
LIQ

U
E FR

A
N

Ç
A

ISE　

V
ILLE

 D
E

 D
O

U
A

I

Extrait des R
egistres aux A

ctes de M
ariage

PO
U

R
 L’A

N
N

ÉE 1874

A
C

T
E

 N

。8�

L’an m
il huit cent soixante-quatorze, le sept juillet à onze heures du m

atin, pardevant nous A
lexandre Fleurquin, adjoint au m

aire 

de la ville de D
ouai, départem

ent du N
ord, délégué par lui officier de l’état civil, ont com

paru en la m
aison com

m
une Félix Fontaine, âgé de vingt-

six ans et six m
ois, m

archand de fer, né à Solesm
es 

（N
ord

） le dix décem
bre m

il huit cent quarante-sept, y dom
icilié, m

ajeur, fils de Félix Fontaine, 

âgé de quarante-neuf ans, brasseur, dom
icilié à Solesm

es 

（N
ord

） ici présent et consentant, et de Feue Irm
a H

enriette B
éra, son épouse, décédée 

au dit Solesm
es, le seize janvier m

il huit cent cinquante-six, d’une part ;



（���）�07

Et dem
oiselle T

hérèse M
arie D

enys, âgée de dix-sept ans et trois m
ois, sans profession, née à D

ouai le vingt-deux m
ars, m

il huit cent cinquante-

sept, y dom
iciliée, m

ineure, fille de feue François Folquin D
enys, brasseur, décédé en cette ville le treize novem

bre m
il huit cent soixante-sept, et 

de A
delaïde T

hérèse D
ebuisson, sa veuve, âgée de cinquante-deux ans, brasseuse, dom

iciliée au dit D
ouai, ici présent et consentante, d’autre part ; 

Lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du m
ariage projeté entre eux et dont les publications ont été faites devant la principale porte 

de notre m
aison com

m
une les dim

anches vingt et un et vingt-huit juin dernier à m
idi, et devant celle de la ville de Solesm

es 

（N
ord

）, les m
êm

es 

jours sans qu’il soit survenu d’opposition. A
près avoir donné lecture de l’acte de naissance du futur, de l’acte de décès de sa m

ère et du certificat de 

publication et de non-opposition délivré par l’officier de l’état civil de Solesm
es, lesquelles les pièces resteront annexées au présent acte après avoir 

été paraphées par nous et par les parties ; de l’acte de naissance de la future et de l’acte de décès de son père qui nous ont été représentés et qui 

dem
eurent déposés aux archives de l’état civil de cette ville, nous avons interpellé les futurs époux, ainsi que le père du futur et la m

ère de la 

future, ici présents, d’avoir à déclarer s’il avait été fait un contrat de m
ariage ; à quoi il nous a été répondu affirm

ativem
ent et que le contrat avait 

été reçu le vingt-deux juin dernier par M
e C

ardon, notaire à D
ouai, et à l’appui de cette déclaration, il nous a été rem

is un certificat ém
ané du dit 

notaire, lequel après avoir été paraphé, sera égalem
ent annexé au présent acte ; après avoir aussi donné lecture des publications faites en cette ville 

et du chapitre six du code civil au titre du m
ariage sur les droits et devoirs respectifs des époux, avons dem

andé aux futurs époux s’ils veulent se 

prendre pour m
ari et pour fem

m
e

：chacun d’eux ayant répondu séparém
ent et affirm

ativem
ent, déclarons, au nom

 de la loi, que Félix Fontaine et 

T
hérèse M

arie D
enys sont unis par le m

ariage.

D
e quoi avons dressé acte en présence de N

estor Lem
ahieu, âgé de quarante-huit ans, m

archand de vin, oncle de l’époux, dom
icilié à C

arnières 

（N
ord

）, M
artial Payen, âgé de quarante-sept ans, rentier, am

i des époux, dom
icilié à Solesm

es 

（N
ord

）, E
ugène D

enys, âgé de vingt-trois ans, sans 

profession, frère de l’epouse et de E
ugène Fabre, âgé de trente ans, avoué, am

i des époux, dom
iciliés à D

ouai, lesquels les époux, le père de l’époux 

et la m
ère de l’épouse ont signé avec nous après lecture.

LE
S M

E
N

T
IO

N
S M

A
R

G
IN

A
LE

S :

D
écédée à D

ouai, le �6 m
ars �9�2.
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〔
資
料　

八
〕
テ
レ
ー
ズ･

マ
リ
ー･

ド
ゥ
ニ
の
第
一
子
出
生
に
つ
い
て
。

　

R
EPU

B
LIQ

U
E FR

A
N

Ç
A

ISE　

V
ILLE

 D
E

 D
O

U
A

I

Extrait des R
egistres aux A

ctes de N
aissance

PO
U

R
 L’A

N
N

ÉE 1875

A
C

T
E

 N

。7��

L’an m
il huit cent soixante quinze, le vingt décem

bre, à m
idi, pardevant nous A

ugustin B
ertin V

asse, M
aire de la ville de D

ouai, 

départem
ent du N

ord, officier de l’E
tat C

ivil, a com
paru Félix Fontaine, âgé de vingt sept ans, m

archand de fer, dom
icilié à Solesm

es 

（N
ord

）, 

lequel nous a déclaré que T
hérèse M

arie D
enys, son épouse, âgée de dix huit ans, est accouchée en cette ville, hier à onze heures du m

atin en la 

dem
eure de sa m

ère, rue de la M
assue, 9, d’un enfant du sexe m

asculin qu’il nous a présenté et auquel il a donné les prénom
s de Paul Félix Folquin. 

Le tout en présence de François D
em

ey, âgé de quarante et un ans, et de Jean B
aptiste Q

uiquem
pois, âgé de cinquante neuf ans, tous deux 

m
archands, am

is du com
parant, dom

iciliés à D
ouai, lesquels et le dit com

parant ont signé avec nous après lecture.

D
écédé à Solesm

es le �� décem
bre �876.

〔
資
料　

九
〕
テ
レ
ー
ズ･

マ
リ
ー･

ド
ゥ
ニ
の
第
二
子
出
生
に
つ
い
て
。

　

R
EPU

B
LIQ

U
E FR

A
N

Ç
A

ISE　
V

ILLE
 D

E
 D

O
U

A
I

Extrait des R
egistres aux A

ctes de N
aissance
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PO
U

R
 L’A

N
N

ÉE 1878

A
C

T
E

 N

。�0�

L’an m
il huit cent soixante-dix-huit, le vingt six m

ai, à m
idi, pardevant nous A

uguste Paul M
augin, adjoint au M

aire de la ville de 

D
ouai, départem

ent du N
ord, délégué par lui officier de l’Etat C

ivil, a com
paru Félix Fontaine, âgé de trente et un ans, m

archand de fer, dom
icilié à 

Solesm
es 

（N
ord

）, lequel nous a déclaré que T
hérèse M

arie D
enys, son épouse, âgée de vingt et un ans, sans profession, dom

iciliée au m
êm

e lieu, 

est accouchée en cette ville, en la dem
eure de sa m

ère, rue de la M
assue, 9, hier à cinq heures du soir, d’un enfant du sexe m

asculin qu’il nous a 

présenté et auquel il a donné les prénom
s de M

axim
e E

ugène Joseph. Le tout en présence de Pierre A
ntoine E

ugène D
enys, âgé de vingt six ans, 

brasseur, oncle de l’enfant, et de Louis D
ablincourt, âgé de vingt trois ans, em

ployé, am
i du com

parant, dom
iciliés à D

ouai, lesquels et le dit 

com
parant ont signé avec nous après lecture.

〔
資
料　

十
〕
テ
レ
ー
ズ･

マ
リ
ー･

ド
ゥ
ニ
の
父
の
死
去
に
つ
い
て
。

　

R
EPU

B
LIQ

U
E FR

A
N

Ç
A

ISE　

V
ILLE

 D
E

 D
O

U
A

I

Extrait des R
egistres aux A

ctes de D
écès

PO
U

R
 L’A

N
N

ÉE 1867

A
C

T
E

 N

。6��

L’an m
il huit cent soixante-sept, le quatorze novem

bre à m
idi, pardevant nous E

m
ile Louis B

éharelle, adjoint au M
aire de la ville 

de D
ouai, départem

ent du N
ord, délégué par lui officier de l’Etat C

ivil, sont com
parus Jacques François D

em
ey, âgé de trente trois ans, m

archand, 

et Louis Joseph Parent, âgé de soixante cinq ans, propriétaire, dom
iciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que François Folquin D

enys, âgé 

de cinquante-huit ans et sept m
ois, brasseur, né à E

squelbecq 

（N
ord

） le prem
ier avril m

il huit cent neuf, dom
icilié a D

ouai, époux de A
délaïde 
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T
hérèse D

ebuisson, âgée de quarante six ans, fils des défunts B
enoît D

enys, cultivateur, et Jacqueline D
uyck son épouse, est décédé hier à trois 

heures trente m
inutes du soir en sa dem

eure rue de la M
assue num

éro �5 et sur le certificat de M
e Faucheux, docteur en m

édecine qui a constaté ce 

décès, nous avons dressé le présent acte que les com
parants, neveu et am

i du défunt, ont signé avec nous, après lecture.

〔
資
料　

十
一
〕
テ
レ
ー
ズ･

マ
リ
ー･

ド
ゥ
ニ
の
母
の
死
去
に
つ
い
て
。

　

R
EPU

B
LIQ

U
E FR

A
N

Ç
A

ISE　

V
ILLE

 D
E

 D
O

U
A

I

Extrait des R
egistres aux A

ctes de D
écès

PO
U

R
 L’A

N
N

ÉE 1888

A
C

T
E

 N

。�97

L’an m
il huit cent quatre-vingt-huit, le deux avril à m

idi, pardevant nous A
uguste Paul M

augin, adjoint au M
aire de la ville de 

D
ouai, départem

ent du N
ord, délégué par lui officier de l’Etat C

ivil, ont com
paru Jules B

londeau, âgé de quarante deux ans, com
m

is, et Florent 

R
eim

baut, âgé de cinquante ans, com
ptable, dom

iciliés à D
ouai, voisins de la défunte, lesquels nous ont déclaré que A

délaïde T
hérèse D

ebuisson, 

âgée de soixante six ans et cinq m
ois, brasseuse, née à D

ouai le deux octobre m
il huit cent vingt et un, y dom

iciliée, veuve de François Folquin 

D
enys, brasseur, fille des défunts Jean baptiste D

ebuisson, et T
hérèse C

atherine Saintenoy, son épouse, est décédée hier à six heures du soir en sa 

dem
eure Petite-Place, 9, et sur le certificat de M

e Faucheux, docteur en m
édecine qui a constaté ce décès, nous avons dressé le présent acte que 

les com
parants ont signé avec nous après lecture.



（��8）�0�

〔
資
料　

十
二
〕
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト･

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
未
発
表
の
詩
。

Strophe à ajouter dans � ans：

Pour elle il vient des cœ
urs, des cœ

urs,
C

haque route en apporte；
E

lle leur dit《
allez ailleurs》

Et clôt, et clôt sa porte.

Strophe à ajouter dans 8 ans：

M
ais l’heure doit venir, venir
O

ù la douce m
eunière,

Souriant, laissera s’ouvrir
Porte, porte et barrière.

Et quelque jour prochain, prochain,
Les vannes seront closes；

Et l’on verra le vieux m
oulin

Paré, paré de roses.

　
　

　
O

ctobre �907
A

ug. A
ngellier

（
T

ypew
ritten by P

rof. Paul N
availh in 

Paris.）
F

rom
 the original in the author’s collection.
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A
 m

a petite am
ie T

hérèse B
arrois

La M
eunière 

A
.A

.

Le vieux m
oulin, tout blanc, tout blanc,

A
u bord de la rivière,

E
st toujours sonore et trem

blant
D

’un flot, d’un flot d’eau claire.

Son vieux m
ur est couvert, couvert

D
e lichen et de m

ousse,
Et on vieux toit de chaum

e est vert,
C

ar l’herbe, l’herbe y pousse.

D
e tous côtés, il vient, il vient

Seigle et from
ent à m

oudre,
Et la m

eule qui ronfle et geint
Les m

oud, les m
oud en poudre.

D
ans le m

oulin, si vieux, si vieux,
Si blanc de sa poussière,

R
ien n’est jeune et noir que les yeux

Les yeux de la m
eunière.

L’églantine de M
ai, de M

ai
E

st en fleur sur sa joue,
Sa voix chante avec l’eau qui fait

T
ourner, tourner la roue.



（�20）�0�

〔
資
料　

十
三
〕
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト･

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
未
発
表
の
詩
。

C
hute silencieuse et douce

D
es feuilles jaunes

Q
ui sur l’herbe sèche et la m

ousse

Sous les vieux aulnes

T
om

bent dans l’atm
osphère rousse

D
es jours d’autom

ne

T
u revenais à ces pensées

Q
u’un soufflé enlève

D
’où tom

bent les âm
es lassées

D
es cœ

urs sans sève

D
ans les tristesses am

assées

D
es jours de rêve

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

28 7
bre 9�

F
rom

 the original in the author’s collection.
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〔
資
料　

十
四
〕
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト･

ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
の
名
刺
。

F
rom

 the original in the author’s collection.

〔
資
料　

十
五
〕“
Ｔ
”
夫
人
が
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
に
送
っ
た
暗
号
文
の
一
部
。
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
が
亡
く
な
る
前
に
よ
ん
だ
愛
人
か
ら
き
た
最
後
の
通
信
文
の
断
片
。

2 janvier �9��

Lundi 2 janvier �9��

--A
ngellier dut recevoir cette letter le 3. Il m

ourut le 28 février suivant, m
ais il était déjà très m

alade et de m
oins en m

oins présent. C
’est sans doute les 

dernières lignes de son am
ie qu’il eut encore la force de déchiffrer.--

�.lundi une heure.... cher / aim
é je n’ai eu ta letter / que ce m

atin. E
lle m

’a / bien m
anqué hier et / toute la journée / j’ai été sous la / tristesse de 

cette / privation. Je ne suis / pas étonnée du diag-/ -nostic du m
édecin. / Il ne fait aucune cho- / -se. Je m

enagera /

2.............. / plus aucun visite / sauf celle du m
é- / -decin. Sans que tu le / perçoives, tu prends / de la fatigue m

êm
e / des visites les / plus 

A
U
G
U
ST

E
 A

N
G
E
LLIE

R

E
, R

U
E
 D

E
 LA

 B
A
R
O
U
ILLE

R
E
（

V
I e）

5.5 ㎝

9.5
㎝
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fam
ilières. / l’entrée, la sortie, les / pas dans l’escalier / sont trop. Il faut / faire de la fragilité /

�.précieuse...... / rester beaucoup / au lit, lire doucem
ent / et il faudra soutenir / tout cela de l’appui / de m

on incessante pen- / -sée d’am
our, d’une 

pen- / -sée qui im
agine des / soins, des caresses / et du secours et qui à force d’être / là, prévoira tout et /

�.sera le prem
ier à / te faire se sentir le m

ieux. / je vis, m
on bien aim

é, dans l’attente des let- / -tres. Je ne te quitte / pas, repose toi dans / 

（m

）es 

bras. Je t’aim
e. Je / t’envoie des baisers. /

（D
eciphered and typew

ritten by Prof. Paul N
availh

）

［
ア
ン
ジ
ュ
リ
エ
小
伝
］

1. AN
G

ELLIER 

（A
U

G
U

ST
E

）, Poète et critique, professeur et historien de la littérature anglaise, naquit à D
unkerque, le �

er juillet �8�8. Son 

père, qui était m
aître plafonneur, disparut assez tôt, et ce fut sa m

ère, une Lacour, de B
oulogne-sur-M

er, qui l’éleva dans cette dernière ville à 

partir de �85�, ainsi qu’une fille un peu plus jeune. Pour gagner sa vie, elle tenait les livres de ses frères, entrepreneurs de constructions. L’ainé 

des Lacour avait deux enfants, une fille et un fils, presque du m
êm

e age qu’A
ngellier. Lorsque la m

aladie les eut em
portés, avant leur trentièm

e 

annèe, A
uguste fut traité com

m
e un fils par son oncle, qui lui laissa en �895 une grande partie de sa fortune et une m

aison, sise rue B
eaurepaire, à 

B
oulogne.

E
xterne jusqu’au baccalauréat au collège de B

oulogne-sur-M
er, il devint pensionnaire, en octobre �866, au lycée Louis-le-G

rand. A
près trios 

années de rhétorique supérieure, il se présenta au concours de l’É
cole norm

ale, m
ais entre l’écrit

（où, on l’a su depuis, il se classait deuxièm
e

）et 

l’oral du concours, un incident m
it aux prises le censeur du lycée et les grands élèves ; une sorte de révolte éclata dans l’internat, et A

ngellier, 

considéré à tort com
m

e un chef du m
ovem

ent, fut, par m
esure disciplinaire, expulsé du lycée et rayé, de la liste des candidats à N

orm
ale.
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Pour sa fam
ille, dont les sacrifices avaient été grands, l’événem

ent prit les proportions d’une catastrophe. M
ais E

. Le Petit, hom
m

e cultivé, qui 

dirigeait à B
oulogne un petit pensionnat pour jeunes A

nglais, lui procura une situation en A
ngleterre dans un établissem

ent analogue au sien. La 

guerre de �870 ram
ena A

ngellier en France, et il s’engagea pour la durée de la guerre dans le m
êm

e régim
ent que son cousin Lacour. D

irigé sur 

Lyon, puis sur B
ordeaux, ou une broncho-pneum

onie, contractée durant le rude hiver, m
it ses jours en danger ; il rentra à Paris pendant la 

C
om

m
une, en uniform

e, et n’échappa qu’à grand’peine aux insurgés.

Il avait pris en G
rande-B

retagne le goût des choses anglaises, et com
m

e, après �870, on rèorganisait l’enseignem
ent des langues vivantes, 

A
ngellier s’orienta décidém

ent de ce côté. R
entré en grâce auprès de l’U

niversité par l’interm
édiaire de son ancien proviseur, J. G

irard, et surtout 

d’E
. C

harles, son professeur de philosophie, il est nom
m

é en �87� répétiteur au lycées D
escartes. Six m

ois après, il est licencié ès letters et, en 

�87�, se classe prem
ier au concours du certificat d’aptitude à l’enseignem

ent de l’anglais dans les lycées et collèges. 

D
élégué dans les fonctions de professeur à C

ondorcet, où il ne fait que passer, puis à C
harlem

agne, il accom
plit dans ces deux lycées le stage de 

trois ans exigé alors par les règlem
ents pour l’inscription au concours d’agrégation, qu’il passe en �876. N

om
m

é professeur titulaire à C
harlem

agne, 

il reste à Paris jusqu’en �878.

Il habitait alors rue B
réa, n. 6, et prenait ses repas dans une pension de la m

êm
e rue où fréquentaient des peintres, des sculpteurs, des 

architectes, dont les plus m
arquants étaient Falguière, C

outant, Idrac, M
arqueste... Ses goûts et ses allures ètaient d’un artiste, et la régularité de 

l’enseignem
ent secondaire n’était pas sans lui peser. Sollicité par un com

patriote alors en vue dans le journalism
e parisien, E

dm
ond M

agnier, il 

donne, sous le pseudonym
e de T

ristram
 Shandy, quelques articles à L’É

vénem
ent, collabore aussi au T

élégraphe, feuille éphém
ère, et au T

em
ps, 

m
ais là, com

m
e ailleurs, il ne peut supporter la contrainte.

E
n �878, il dem

ande et obtient une m
ission pour étudier sur place le fonctionnem

ent des universités britanniques. C
ette m

êm
e année, il 



（�2�）97

prononce et fait im
prim

er une conférence sur La C
hanson de R

oland, et donne peu après une É
tude sur H

enri R
egnault 

（dédiée à la m
ém

oire de son 

cousin A
uguste Lacour

）.

E
n �88�, le poste de m

aître de conférences à la faculté des lettres de D
ouai lui est offert, et il l’accepte, estim

ant que son devoir est de 

coopérer au réveil et à l’affranchissem
ent des universités provinciales. D

ès lors il se donne à la tâche de form
er des élèves, de stim

uler le 

développem
ent des personnalités, et l’im

pulsion qu’il com
m

unique aux études anglaises et qu’accroît sa présidence du jury d’agrégation

（�890-�90�

）

est loin d’avoir épuisé sa force.

C
ependant, il travaille à ses thèses de doctorat, et, en �89�, après quinze ans de lectures, de voyages et de m

éditations, il fait paraître, avec 

une thèse latine sur John K
eats, deux gros volum

es sur R
obert B

urns. Le prem
ier, La vie, ne se contente pas de dire l’ém

ouvante destinée du poète 

paysan ; c’est aussi l’évocation de l’É
cosse et de la société écossaise à la fin du Ⅹ

Ⅷ
e siècle.

Le deuxièm
e, Les oeuvres, étudie les origines littéraires de B

urns, ce qui caractérise ses chansons am
oureuses, son hum

our, son sentim
ent de 

la nature, et dans la préface oppose nettem
ent la critique esthétique à la critique prétendum

ent scientifique. A
ngellier rejette les constructions 

abstraites, à priori, de T
aine, dont le systèm

e 

《a faussé et étreci l’im
age de la littérature anglaise

》.

《Il est tem
ps, déclare-t-il, de rendre aux choses 

leur com
plexité im

m
ense, leur confusion inextricable et leurs apparentes contradictions.

》Par ce m
anifeste, non m

oins que par l’exem
ple fourni, la 

thèse d’A
ngellier m

arque une date.

A
 peine docteur ès lettres, il est nom

m
é professeur de littérature anglaise à l’université de Lille, où, de �897 à �900, il rem

plit les fonctions de 

doyen. E
n �902, il est détaché com

m
e m

aître de conférences à l’É
cole norm

ale supérieure, m
ais revient en �90� à son université du N

ord qu’il ne 

devait plus quitter. D
ès �89�, il était allé se rem

ettre d’une assez grave m
aladie au bord de la M

éditerranée, dans le village du Lavandou 

（V
ar

） que 
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lui avaient indiqué le peintre C
azin et Jean A

icard. B
ien des hivers, par la suite, devaient le ram

ener dans ce coin des M
aures, soit au Lavandou, soit 

à B
orm

es-les-M
im

osas. C
’est au retour de B

orm
es, en m

ars, �9�0, qu’il fut pris brusquem
ent des accidents cardiaques auxquels il succom

ba le 28 

février �9��.

N
ous n’avons parle jusqu’ici que du professeur et du critique. Il nous reste à parler du poète. C

elui-ci se m
anifesta dès l’adolescence par l’am

our 

de la nature et de la solitude et par des vers couronnés aux jeux Floraux, publiés dans des périodiques boulonnais ; m
ais il faut attendre �872 pour 

trouver m
ieux que des prom

esses. E
n �88�, le poèm

e en l’honneur de Frédéric Sauvage, lu au théâtre de B
oulogne, m

arque la fin des vers de 

jeunesse et de circonstance.

E
n �896, paraît A

 l’am
ie perdue, histoire d’am

our racontée en cent soixante-dix-huit sonnets, depuis la rencontre et la passion enfin partagée 

jusqu’au jour du sacrifice où le devoir sépare l’am
ant de celle qui veut être avant tout une m

ère. Le dram
e auquel nous devons ce recueil fut 

réellem
ent vécu à partir de �88� environ, m

ais les sonnets, que seuls des am
is intim

es connaissaient, ne furent im
prim

és, sur leurs instances, que 

dix ans plus tard.

L’am
ie perdue a bien existé ; c’était, selon le D

r O
vion, 

《une très noble figure de fem
m

e

》, et rien n’a altéré le culte qu’A
ngellier lui a rendu 

jusqu’aux derniers jours de sa vie. E
lle dom

ine une grande partie de son œ
uvre poétique et a inspiré notam

m
ent plusieurs m

orceaux du C
hem

in des 

saisons 

（�90�

）. M
ais ce recueil contient aussi des pièces de pure virtuositè.

Sous l’influence de la M
éditerranée, le poète revint à la G

rèce, à R
om

e, à R
onsard, à R

acine, à La Fontaine, et, de �905 à �9��, parut la sèrie 

des volum
es groupès sous ce titre général : D

ans la lum
ière antique. D

eux livres de dialogues : les D
ialogues d’am

our 

（�905

） et les D
ialogues 

civiques 

（�906

） furent suivis de deux livres d’É
pisodes 

（�908-�909

）. Le second de ceux-ci renferm
e l’adm

irable suite d’élégies, Luctus m
atris, 
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inspirée au poète par un deuil de l’am
ie perdue. E

n �9�� parurent Les Scènes, com
prenant Le banquet chez C

linias, Le secret de l’opale, et L’am
ant de 

Laïs, et, en �9�2, un recueil posthum
e, où des pièces inachevées du cycle antique (L’aventure de Silène et de P

an, N
iobé) voisinent avec des poèm

es 

m
odernes : L’allée aux iris, Le vieux m

endiant. L’œ
uvre poétique d’A

ngellier allait s’élargir encore et son élection à l’A
cadém

ie française étendre sa 

renom
m

ée, quand la m
aladie l’arreta.

C
ette renom

m
ée, com

m
e il arrive souvent, a grandi depuis sa m

ort. E
n �9��, la piété du D

r O
vion réunissait des V

ers de jeunesse et, en �9��, 

B
oulogne-sur-M

er inaugurait un buste du au ciseau de M
arqueste. C

ependant, la guerre et l’invasion justifiaient les craintes du poète et donnaient 

une allure prophétique au D
ialogue du vieillard et du guerrier, écrit dix ans plus tôt. E

n �928, Lille érigeait à son tour un m
onum

ent du sculpteur 

D
épléchin. E

n �925 étaient nés, grâce au professeur D
elattre, les C

ahiers A
ngellier, destinés à recueillir, avec des lettres et des pages inédites du 

m
aître, les souvenirs de ses am

is et anciens élèves.

Les m
anuscrits d’A

ngellier ont été rem
is par le D

r O
vion à la bibliothèque m

unicipale de B
oulogne-sur-M

er ; la correspondance avec l’

《am
ie 

perdue

》se trouve dans une caisse qui ne doit pas être ouverte avant �9��.

A
u physique, A

ngellier était un hom
m

e robuste, au teint cuivré, aux cheveux noirs ; il portait la m
oustache et la

《m
ouche

》qui découvrait sa 

bouche prom
pte au rire et plutôt sensuelle. C

e qui attirait d’abord, c’étaient, sous le front large, des yeux étonnam
m

ent profonds et expressifs. Sa 

voix était chaude et prenante. La parole, qui tâtonnait parfois à la recherche du m
ot juste, de l’im

age forte, ne reculait jam
ais devant la franchise, 

voire la verdeur, de l’expression.

D
’un trait inoubliable, ce liseur d’esprits dessinait la silhouette et évoquait le m

oi profond de tel ou tel. A
u m

oral, ce qui le caractérisait, c’était 

l’am
our de la vie, la com

préhension, l’indulgence pour tout ce qui n’était pas m
esquinerie, Petite vanité ou am

bition vulgaire. Si son besoin de 

solitude et de recueillem
ent était parfois intense, sa sociabilité n’était pas m

oindre, et nul n’a com
pté d’am

is plus ardents et plus fidèles. C
itons, 
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entre les plus anciens, avec le D
r O

vion, É
m

ile Legouis, É
m

ile H
ovelaque, Jules D

erocquigny. D
e sa poésie, qui est d’un hom

m
e au cœ

ur chaud, d’

un artiste viril, aim
ant la nature sous tous ses aspects, et d’un penseur riche en idées, ém

ane une large sagesse hum
aine faite d’intellectualité 

supérieure, de courage stoïque et de bonté.

S
O

U
R

C
E

S E
T

 B
IB

LIO
G

R
A

PH
IE.―

 Souvenirs personnels, souvenirs du D
r O

vion et du professeur E
. Legouis. D

e ce dernier, une substantielle 

préface introduit des P
ages choisies d’A

ngellier publiées en �909 en A
ngleterre

（H
igher F

rench C
lassics, O

xford, C
larendon press

）.―

A
 l’exception de l’É

tude sur la C
hanson de R

oland 

（éd. L. B
oulanger

）et de l’É
tude sur H

enri R
egnault 

（id.

） les œ
uvres com

plètes d’A
ngellier ont 

été publiées par la librairie H
achette.―

P. -M
. M

asson, L’œ
uvre d’A

uguste A
ngellier, art. paru dans la R

ev. de F
ribourg, janv.-févr. �9�0, reprod. 

dans Œ
uvres et m

aîtres ; les notices parues en �9�� dans la R
ev. internationale de l’enseignem

ent, Les langues m
odernes, la R

ev. de l’enseignem
ent des 

langues vivantes ; L’enseignem
ent secondaire ; les art. d’E

. Faguet et d’E
. Legouis parus dans la R

ev. des D
eux M

ondes, de H
enri Potez, dans La R

ev. 

de P
aris ; ceux d’E

. D
iennet, dans T

he Pilot et T
he N

orth A
m

erican review
 ; d’H

enri B
renion, dans Le C

orrespondant ; enfin le C
ahier A

ngellier et 

bulletin annuel des anglicisants lillois, �925 sq.

（Paris, D
idier, et 9, rue A

uguste-A
ngellier, Lille

）.

［
出
典
］D

ictionnaire de B
iographie F

rançaise, tom
e deuxièm

e, A
liénor-A

ntlup, Librairie Letouzey et A
ne, Paris, �9�6, p.�072

〜p.�07�.

［
英
文
レ
ジ
ュ
メ
］

A
uguste A

ngellier,―
 the scholar and the poet

by Prof. D
r. T

akashi M
iyanaga

D
ep. of Sociology, H

osei U
niv, T

okyo.

T
his essay is com

prised of four chapters: 

（�

）T
he study of E

nglish literature in Japan―
past and present

（2

）A
uguste A

ngellier in Japan

（�

）

T
he rem

iniscences of Prof. K
inji Shim

ada

（�

）A
uguste A

ngellier, the m
an and his achievem

ents.
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It w
as in the tw

enties of the M
eiji era 

（i.e.�880s

） that the study of E
nglish literature in Japan started both at a university and popular level. 

H
ow

ever the E
nglish ability  of general academ

ics w
as not high enough to specialize in E

nglish literature. T
he scholars and students w

eren’t likely 

to go any further than trying to read and understand the original texts. In other w
ords, their E

nglish w
as not good enough to appreciate or study 

E
nglish literature.

T
he w

ritings of general scholars of E
nglish literature in Japan w

ere borrow
ed straight from

 the pioneers in E
ngland or in the U

nited States. 

T
hey w

rote after the fashion of W
estern scholars. G

enerally this is still the m
arked tendency in Japan. T

he Japanese aren’t rich in originality, and 

poor language skill has arrested the developm
ent of technical study of E

nglish literature in the country for generations.

F
or the F

rench, E
nglish literature m

eans a foreign literature. It is the sam
e w

ay for the Japanese. H
ow

ever the F
rench have m

ade 

distinguished services in the study of E
nglish literature in France, m

aking free use of their aesthetic appreciation and psychological approach as 

w
ell. T

he key to their success is of great concern for us, so I have taken up A
uguste A

ngellier 

（�8�8

〜�9��

）, the anglicist, as a case study.

A
ngellier took a doctorate in �89� by w

riting “R
obert B

urns: La vie et les oeuvres”. H
ow

ever the opinion fiercely differed on his dissertation in 

the judging com
m

itee at Sorbonne. N
evertheless it w

as due to the tutorage from
 Prof. A

ngellier that his disciples produced rem
arkable w

orks in 

later years.

A
uguste A

ngellier is not w
ell know

n in Japan. Som
e anglicists in the country took interest in R

obert B
urns as w

ritten by him
 in the T

aisho era 

（i.e.�920s

）. O
ne of the m

ost eager scholars of A
ngellier w

as a lecturer in E
nglish at T

aihoku H
igher School in T

aipei, Form
osa. Lecturer Shim

ada 

（Professor at T
okyo U

niversity after the Second W
orld W

ar

） w
as engaged then in studying the French school of E

nglish literature and w
as 
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publishing short essays on it now
 and then. H

e first published, “T
he F

rench school of E
nglish literature―

T
he A

chievem
ents of A

uguste A
ngellier” in 

the annual reports of the literary course

（no.�

）, published by the departm
ent of literature and political science at T

aihoku Im
perial U

niversity in 

�9�7. H
e reissued it w

ith m
ajor enlargem

ents in the “T
ravaux d’A

uguste A
ngellier”

（H
ikaku B

ungaku K
enkyu 

〔i.e.

〕 É
tude de L

ittérature 

C
om

parées N
o.�5

） in �969, based on “La personalité d’A
uguste A

ngellier” by Floris D
elattre and other books.

W
hen Shim

ada’s study on the French school of E
nglish literature w

as alm
ost com

pleted, all of his m
anuscripts w

ere destroyed by the A
m

erican 

bom
bers in T

aipei. N
evertheless, w

e m
ust keep his nam

e in m
ind as an introducer of A

uguste’s w
ritings to Japan.

Prof. K
inji Shim

ada visited France tw
ice in �978 and in �980. H

e visited such cities in Flanders as D
unkirk, C

alais, D
ouai and B

oulogne-sur-

M
er w

ith his French friends. H
ow

ever he didn’t conduct any survey of A
uguste in these cities, except m

aking photocopies at the m
unicipal library 

in Lille. Later on he published his travel sketches tw
ice in the “R

ising G
eneration” published by K

enkyusha Publishing C
o., in T

okyo

M
y essay on “A

uguste A
ngellier, the m

an and his achievem
ents” w

as w
ritten on the basis of “La personalité d’A

uguste A
ngellier” by Floris 

D
elattre and a field investigation conducted by m

e both in E
ngland and in N

orthern France.

I w
as able to clarify in detail not only the E

ast H
ouse in G

reenw
ich 

（London

）, w
here A

uguste taught French in his tw
enties, but also the 

w
om

an ‘T
’ w

ho often appears in his pocket notebook. W
ith so few

 historical records, the w
om

an’s identity w
as cloaked in m

ystery. A
s regards this 

m
ysterious w

om
an, Floris D

elattre says; “E
lle appartenait à la riche bourgeoisie locale―

E
lle avait fait un m

ariage m
alheureux et, après la naissance 

de son second enfant, était revenue,à vingt-cinq ans,vivre après de sa m
ère.” （�

）

T
hough she w

as a w
om

an of noble presence, she seem
ed to be sunk in grief. “les yeux bleus dans un visage de brune pâle, le regard net, les 
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sourcils éleves sur un front large, un nez droit de patricienne, la lèvre fine, le m
enton un peu avaçant, avec une allure générale de distinction altière et 

triste, et d’intelligente ferm
ete” （2

）

M
any people w

ere interested in identifying the w
om

an but in vain. A
 short description titled 

《“A
m

ie perdu” am
ie retrouvée

》in the article of 

《Le 1
er Juillet 1848 naissait à D

unkerque A
uguste A

ngellier qui devait devenir le “P
etrarque B

oulonnais”

》published in the R
evue de B

oulogne

（N
o.267, 

�960

）, how
ever, gave m

e a clue to unravel the m
ystery.

T
he “coffrets”

（chests

） deposited at the m
unicipal library in B

oulogne-sur-M
er do not disclose the w

om
an in m

ystery. T
he above-m

entioned 

French article in the R
evue de B

oulogne w
as w

ritten by G
uy B

ataille, a journalist.

B
eing spurred by the article appearing in “Le B

ayou”, the bulletin of H
ouston U

niversity, T
exas, U

.S.A
., the French journalist decided to w

rite 

on A
uguste A

ngellier. T
he article in the bulletin w

as w
ritten by Prof. H

.W
. Izzard, a specialist of A

m
erican literature, w

ho tried to unveil “L’A
m

ie 

perdu” 

（Lost Lover

） in D
ouai.

In D
ouai, Prof. Izzard found 

《a very old lady, w
ho, w

hen she w
as alone, or accom

panied by her housekeeper, alw
ays clothed in black, leaving 

her old house in the rue M
assue to go to the church

》. T
he lady w

as tall, straight, w
ith deep blue eyes. It w

as am
biguous w

hether the lady w
as the 

one w
hom

 A
uguste A

ngellier designated as ‘T
’ in his notebook.

A
t the m

unicipal library in B
oulogne-sur-M

er, there are five chests containing m
any letters exchanged betw

een A
uguste and his lover. M

ost of 

w
hich w

ere w
ritten in cipher due to the scandalm

ongers. T
he letters w

ere deposited by M
. M

arcel Laurenge, w
ho w

as the husband of A
ngellier’s 

sister. T
he chests w

ere not open to the general public by �980. N
ow

adays the secret letters have been deciphered by M
m

e M
ichele M

ouret-R
ougier 
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living in the rue Pom
pidou, B

oulogne-sur-M
er.

A
t the m

unicipal library in B
oulogne-sur-M

er, I happened to find the nam
e of “M

m
e Fontaine” and her photograph in one of the five chests. 

T
his clue helped m

e also to identity ‘T
’ in D

ouai. T
he investigation seem

ed to be very difficult at first. H
ow

ever, due to the assistance of archivists, 

I had an unexpected good harvest.

T
he findings w

ere as follow
s；

‘T
’ is T

hérèse M
arie D

enys, w
ho w

as born on 22 M
arch �857 in the rue M

assue N
o. �5 and died on �6 M

ay �9�2 

in D
ouai. She w

as a daughter of François Folquin D
enys 

（?

〜�80�

）, a brew
er in D

ouai. A
nd her m

other called herself A
délaïd T

hérèse D
ebuisson

（�82�

〜�888

）. H
er father w

as born in E
skerbeck and died on � A

pril �80� in the rue M
assue N

o. �5 in D
ouai. H

er m
other w

as born in D
ouai, �82� 

and died on � A
pril �888 at Petite-Place N

o.9 in D
ouai.

A
ccording to the A

cts of M
arriage in �87�, T

hérèse M
arie D

enys m
arried Félix Fontaine, 26, a m

erchant of iron and a resident in Solem
es, at 

the age of �7. T
he bridegroom

 w
as the son of the brew

er nam
ed Félix Fontaine in Solem

es. T
hérèse M

arie gave birth to tw
o children. T

he first 

child, nam
ed Paul Félix Folquin, w

as born 20 D
ecem

ber �876 in the rue of M
assue N

o.9 in D
ouai. T

he second one, nam
ed M

axim
e E

ugène Joseph, 

w
as born on 25 M

ay �878 in the sam
e place as above.

T
he bride and bridegroom

 w
ere born of rich parents. T

he identity of ‘T
’, the learned m

adam
e of bourgeois in D

ouai, is m
ost presum

ably T
hérèse 

M
arie D

enys 

（�857

〜�9�2

） herself.

In the sum
m

er of 2005, I spent a m
onth in E

ngland and in N
orthern France, m

aking a field investigation on A
uguste A

ngellier. I first visited  

G
reenw

ich 

（London

）, then D
unkirk, B

oulogne-sur-M
er, Lille, D

ouai, Étaple, B
erk-sur-M

er, Étretat, Yport, Fécam
p, R

ouen, Paris and so on. M
y 
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m
ain purpose of visiting som

e cities in Flanders in France w
as to find traces of A

uguste A
ngellier as w

ell as to find som
e new

 facts concerning him
.

A
lthough there still rem

ain som
e buildings related to A

uguste both in E
ngland and in France, m

ost of them
 have been destroyed. In B

oulogne-

sur-M
er, his palatial m

ansion, bequeathed by his uncle, rem
ains intact in the rue B

eaurepaire N
o.2�. It is now

 ow
ned by D

r. Jean D
avid. T

he house 

w
as requisitioned for a G

erm
an C

om
m

ander during the occupation years. M
r. and M

rs. D
avid kindly ushered m

e into the interior of the house.

In conclusion, I’d like to express m
y profound gratitude to M

m
e A

nnick D
egouy, archivist, M

m
e R

ougier, M
. Paul N

availh, a professor at a 

Lycée in Paris and m
any others, for providing every convenience for the benefit of m

y research, as w
ell as to som

e of the m
unicipal libraries and 

archives both in E
ngland and in France for providing assistance during m

y research.

（�

）Floris D
elattré: La personalité d’A

uguste A
ngellier, tom

e Prem
ier, Paris, Librairie Philosophique J. V

rin, �9�9, p.2�8

（2

）ibid. p.2�9


