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（1）132

ゴ
ン
ク
ー
ル
兄
弟
『
ジ
ェ
ル
ヴ
ェ
ゼ
夫
人
』�

�

（
第
七
～
九
章
）（
翻
訳
）

山　

本　

武　

男

訳
者
ま
え
が
き

『
ジ
ェ
ル
ヴ
ェ
ゼ
夫
人
』
は
、
近
現
代
の
信
仰
生
活
が
孕
み
得
る
危
う
い
一
面
を
描
き
切
っ
た
作
品
で
、
近
代
小
説
中
で
も
こ
の

テ
ー
マ
の
先
駆
的
な
も
の
と
し
て
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
が
、
他
方
、
ロ
ー
マ
の
美
し
い
風
光
を
繊
細
な
タ
ッ
チ
で
描
写
し
た
、﹁
観

光
小
説
﹂
と
で
も
言
う
べ
き
一
面
も
備
え
て
い
る
。
第
七
章
で
は
、
夫
人
と
そ
の
息
子
、
そ
の
家
政
婦
の
三
人
が
パ
リ
か
ら
移
り
住

ん
だ
ス
ペ
イ
ン
広
場
界
隈
の
風
景
が
懐
か
し
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。
現
代
の
我
々
に
は
、
名
画
『
ロ
ー
マ
の
休
日
』
の
お
馴
染
み
の

場
面
が
微
妙
に
重
な
っ
て
来
て
楽
し
い
。
第
八
章
で
は
、
夫
人
が
ブ
ー
ケ
を
買
い
求
め
、
そ
れ
を
部
屋
に
置
い
て
暮
ら
す
日
常
の
中

で
、
イ
タ
リ
ア
の
自
然
に
包
ま
れ
た
生
活
に
よ
り
、
感
覚
が
パ
リ
に
い
た
時
よ
り
も
一
層
鋭
敏
に
な
っ
て
行
く
様
が
描
か
れ
る
。
第

九
章
で
は
、
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
大
聖
堂
も
見
え
る
庭
園
、
ヴ
ィ
ラ
・
パ
ン
フ
ィ
リ
で
の
散
歩
中
、
音
楽
家
の
歌
に
合
わ
せ
て
夫
人
の

この著作物は著作権法によって保護されています／ This content is protected by the Japanese Copyright Act



（2）

唖
者
の
息
子
が
、
指
揮
棒
を
振
る
か
の
様
に
一
輪
の
花
を
振
る
、
美
し
く
印
象
深
い
場
面
が
現
れ
る
。
総
じ
て
、
日
本
人
か
ら
す
れ

ば
、
パ
リ
の
貴
婦
人
が
ロ
ー
マ
で
過
ご
す
物
語
と
云
う
の
は
、
謂
わ
ば
﹁
二
重
の
異エ
キ
ゾ
チ
ズ
ム

国
情
緒
﹂
と
云
っ
た
関
係
性
も
あ
り
、
得
難
い

恍
惚
感
が
あ
る
。
後
半
に
掛
け
て
は
、
近
代
社
会
に
於
け
る
宗
教
の
危
機
を
扱
っ
た
主
題
的
に
は
深
刻
さ
も
あ
る
作
品
だ
が
、
こ
う

云
っ
た
純
粋
に
美
学
的
な
側
面
か
ら
も
味
わ
い
深
い
作
品
で
あ
る
。

︹
翻
訳
︺

七

可
成
り
な
疲
労
を
伴
っ
た
そ
の
日
の
翌
日
、
ジ
ェ
ル
ヴ
ェ
ゼ
夫
人
は
、
単
調
な
規
則
正
し
い
生
活
、
即
ち
一
寸
し
た
買
い
物
と
、

急
ぐ
こ
と
の
な
い
散
歩
で
区
切
ら
れ
る
生
活
を
始
め
た
。

起
床
す
る
と
、
八
時
半
に
服
を
着
て
、
朝
を
楽
し
も
う
と
、
日
光
が
暑
く
明
る
く
な
る
前
の
約
二
時
間
ほ
ど
の
間
は
散
歩
を
す
る
。

教
会
へ
、
古
代
の
痕
跡
へ
、
市
場
へ
、
こ
の
博
物
館
の
よ
う
な
街
の
中
、
遺
物
、
彫
刻
、
装
飾
、
偉
大
な
創
造
主
の
像
の
大
理
石
の

足
か
と
も
思
わ
れ
る
標
石
等
々
そ
れ
ら
の
お
陰
で
足
取
り
や
視
線
を
止
め
ざ
る
を
得
な
い
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
場
所
へ
と
夫
人
は
赴

い
た
。
パ
リ
か
ら
、
そ
の
近
代
の
切
り
石
か
ら
、
そ
の
新
し
い
石
材
か
ら
、
そ
の
芸
術
性
乏
し
き
都
か
ら
去
っ
て
後
、
こ
の
パ
リ
女

は
、
幾
世
紀
も
の
傑
作
と
貴
重
な
破
片
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
、
敷
き
詰
め
ら
れ
、
再
建
さ
れ
た
こ
の
歴
史
の
町
を
縦
横
に
ぶ
ら
つ
く
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芸
術
家
と
し
て
の
喜
び
を
味
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

夫
人
は
あ
の
絵
の
よ
う
に
美
し
い
、
古
い
に
し
えの
城
壁
、
中
庭
、
宮
殿
、
廃
屋
、
壁
面
に
心
惹
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
を
見
て
行
く
合
間

に
時
と
し
て
、
緑
葉
、
雑
草
、
茴う
い

香き
ょ
うの
髭ひ
げ

根ね

で
花
飾
り
の
様
に
縁
取
ら
れ
た
果
物
屋
の
暗
い
空
間
が
ぽ
っ
か
り
と
開
く
様
に
現
れ
た

り
し
、
粗
野
な
が
ら
若
々
し
い
何
者
か
の
口
を
想
像
し
た
り
も
し
た
。
い
ろ
い
ろ
な
場
所
で
夫
人
は
絵
に
出
く
わ
し
、
医
者
た
ち
に

要
求
さ
れ
、
説
得
さ
れ
る
儘
に
、
あ
の
よ
う
に
絵
を
描
く
こ
と
を
放
棄
し
た
こ
と
、
自
分
の
人
生
で
最
も
尊
い
趣
味
を
あ
の
よ
う
に

犠
牲
に
し
た
こ
と
を
後
悔
し
た
。
そ
こ
で
大
抵
、
彼
女
は
﹁
珍
品
﹂
通
り
た
る
コ
ン
ド
ッ
テ
ィ
街
を
通
っ
て
帰
っ
て
来
る
こ
と
に
し

て
い
た
。
夫
人
は
モ
ザ
イ
ク
画
や
宝
石
の
商
店
の
前
、
古
代
の
ガ
ラ
ク
タ
で
ご
っ
た
返
し
た
古
物
商
の
店
頭
陳
列
品
、
エ
ト
ル
リ
ア

の
ラ
ン
プ
、
マ
ジ
ョ
リ
カ
陶
器
、
虹
色
に
輝
く
涙
な
み
だ

壺つ
ぼ

の
破
片
、
古
い
硬
貨
の
乗
っ
た
木
の
小
皿
な
ど
で
混
雑
し
た
埃
ま
み
れ
の

シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
の
前
で
立
ち
止
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
夫
人
は
胸
像
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
製
の
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
、
斑
岩
製
の
小
箱
、

大
理
石
や
煌
め
く
黄
金
の
品
々
が
埋う
ず

も
れ
た
、
こ
れ
ら
の
薄
暗
い
ご
っ
た
返
し
た
店
内
を
掘
り
返
す
の
を
常
と
し
た
。
屢
々
彼
女
は
、

店
内
で
簾
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
絹
の
粗
布
で
出
来
た
青
色
、
も
し
く
は
褐
色
の
網
を
持
ち
上
げ
な
が
ら
入
っ
て
行
っ
た
も
の
だ
。

あ
る
品
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
み
て
、
値
切
り
、
買
っ
て
帰
っ
た
り
も
し
た
。

夫
人
は
昼
食
の
時
間
た
る
十
一
時
前
に
は
、
決
ま
っ
て
帰
宅
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
ゆ
っ
く
り
と
昼
食
を
取
る
こ
と
で
、
恋
人

同
士
の
食
事
の
様
な
こ
の
テ
ー
ブ
ル
を
挟
ん
で
の
息
子
と
の
差
し
向
か
い
の
時
間
を
引
き
延
ば
し
て
い
た
。
昼
食
が
済
む
と
ピ
ア
ノ

を
弾
く
の
が
彼
女
の
習
慣
で
、
ピ
エ
ー
ル
=
シ
ャ
ル
ル
を
服
の
儘
そ
の
ベ
ッ
ド
に
寝
か
し
つ
け
る
為
、
連
れ
て
行
こ
う
と
オ
ノ
リ
ー

ヌ
が
や
っ
て
来
る
ま
で
続
け
た
。
こ
こ
か
ら
の
時
間
だ
け
は
、
活
き
活
き
と
し
た
自
分
だ
け
の
場
所
に
身
を
落
ち
着
け
る
こ
と
が
出

来
た
。
そ
こ
で
陽
の
あ
た
る
数
時
間
を
過
ご
し
、
観
念
の
ま
ど
ろ
み
の
様
な
午シ
エ
ス
タ睡
の
ぼ
ん
や
り
と
し
た
夢
見
心
地
の
な
か
で
、
そ
の

緩
慢
な
時
の
流
れ
を
満
喫
し
た
。
実
際
、
部
屋
の
薄
暗
が
り
の
只
中
で
、
光
の
小
さ
な
三
角
形
が
揺
れ
る
開
か
れ
た
窓
の
下
部
の
引

戸
錠
の
鎌
の
上
ま
で
だ
け
少
し
持
ち
上
げ
ら
れ
乍
ら
も
閉
じ
た
儘
の
鎧
戸
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
、
こ
の
ぼ
ん
や
り
と
し
た
薄
明
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り
の
中
で
目
は
開
き
つ
つ
も
殆
ど
微ま
ど
ろ睡

ん
で
い
た
。

夫
人
は
時
折
、
鎧
戸
の
細
長
い
薄
板
の
隙
間
か
ら
ス
ペ
イ
ン
広
場
の
移
ろ
い
易
い
光
景
や
、
時
の
経
過
に
従
っ
て
右
側
の
大
き
な

建
て
物
の
影
に
よ
っ
て
徐
々
に
押
し
遣
ら
れ
て
行
く
ト
リ
ニ
テ
・
デ
イ
・
モ
ン
テ
ィ
教
会
の
大
階
段
の
上
に
打
ち
遣
ら
れ
た
一
日
の

進
行
を
眺
め
て
い
た
。
銀
色
の
噴
水
は
上
が
り
ま
た
真
珠
の
白
さ
以も

て
船
を
模
し
た
、
昔
の
テ
ー
ブ
ル
に
置
か
れ
た
高
位
の
人
物
向

け
の
舟
形
の
容
器
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
、
泉
の
黒
い
噴
水
受
け
に
落
ち
て
い
た
。
そ
の
傍
に
は
寝
そ
べ
っ
た
男
た
ち
が
泉
の
余
白
を

埋
め
る
様
に
眠
り
こ
け
て
い
た
。
そ
こ
に
は
百
合
の
花
の
紋
章
の
付
い
た
背
の
高
い
里
程
標
の
頂
き
を
支
え
に
し
、
分
厚
い
布
製
の

天
幕
を
張
っ
た
水
売
り
の
店
舗
が
あ
っ
た
。
階
段
の
上
を
、
ロ
ー
マ
女
た
ち
が
頭
上
に
小
さ
な
包
み
を
乗
せ
た
儘
、
ゆ
っ
く
り
、
バ

ラ
ン
ス
を
崩
さ
ず
、
彫
像
の
様
に
昇
っ
て
行
き
、
他
方
、﹁
モ
デ
ル
女
﹂
た
ち
は
座
っ
た
儘
、
五
十
バ
イ
ヨ
ッ
コ
で
ポ
ー
ズ
を
取
る

時
間
を
待
ち
、
ま
た
売
り
犬
ら
は
石
段
の
穴
に
結
び
付
け
ら
れ
た
自
身
の
綱
を
引
っ
張
っ
て
い
た
。

四
時
に
な
っ
て
い
た
。
広
場
か
ら
呼
び
付
け
ら
れ
た
馬
車
は
、
ジ
ェ
ル
ヴ
ェ
ゼ
夫
人
を
ピ
ン
チ
ョ
の
丘
ま
で
運
び
、
二
時
間
散
歩

す
る
間
待
ち
、
夕
食
に
連
れ
戻
し
た
。
大
抵
、
夕
食
を
済
ま
す
と
、
夫
人
は
外
出
せ
ず
、
窓
辺
に
佇
み
、
小
さ
く
成
り
ゆ
く
広
場
の

賑
わ
い
に
耳
を
傾
け
て
い
た
も
の
だ
っ
た
⋮
⋮
。

少
し
ず
つ
、
ト
リ
ニ
テ
・
デ
イ
・
モ
ン
テ
ィ
教
会
の
二
つ
の
鐘
楼
が
、
淡
く
青
い
空
を
背
景
に
、
薄
ら
白
く
な
っ
て
い
っ
た
。

ジ
ェ
ル
ヴ
ェ
ゼ
夫
人
は
息
子
に
お
話
を
聞
か
せ
始
め
た
が
、
息
子
は
疲
労
か
ら
瞼
が
屢
々
落
ち
掛
か
り
、
軈
て
も
う
聞
い
て
い
ら
れ

な
く
な
っ
た
が
、
変
わ
ら
ず
母
親
の
声
を
耳
に
し
た
が
っ
て
い
た
。
オ
ノ
リ
ー
ヌ
が
部
屋
の
闇
の
中
へ
、
ロ
ー
マ
風
の
笠
の
付
い
た

ラ
ン
プ
を
持
っ
て
来
た
。
子
供
が
一
瞬
、
自
身
の
指
を
﹁
聖
ペ
テ
ロ
の
啓
示
﹂
や
﹁
ポ
ポ
ロ
広
場
の
回
転
噴
水
﹂
の
図
柄
に
覆
わ
れ

た
炎
の
先
の
上
に
翳
し
た
。

す
る
と
オ
ノ
リ
ー
ヌ
が
子
供
を
連
れ
去
っ
た
。

ジ
ェ
ル
ヴ
ェ
ゼ
夫
人
は
、
書
き
物
机
に
向
か
っ
た
儘
、
十
時
ま
で
ま
ん
じ
り
と
も
し
な
か
っ
た
。
時
に
は
、
彼
女
は
ち
ょ
っ
と
顔
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を
突
き
出
し
て
、
我
が
子
が
優
美
な
眠
り
に
つ
く
様
を
眺
め
た
。
十
時
に
な
る
と
、
夫
人
は
床
に
就
き
、
あ
の
水
の
音
を
、
ロ
ー
マ

の
、
屋
敷
の
中
庭
ま
で
届
く
﹁
夜
﹂
の
子
守
歌
で
あ
る
あ
れ
ら
の
噴
水
の
清
澄
な
心
地
よ
い
響
き
を
耳
に
し
乍
ら
眠
り
に
就
い
た
。

八

ロ
ー
マ
は
、
ブ
ー
ケ
の
街
で
あ
る
。

コ
ン
ド
ッ
テ
ィ
街
や
、
バ
ブ
イ
ー
ノ
街
の
通
り
の
角
に
は
、
花
屋
が
小
さ
な
田
舎
風
の
仮
祭
壇
の
上
に
、
ピ
ン
チ
ョ
の
丘
の
あ
の

低
地
に
あ
る
、
こ
の
辺
り
特
有
の
色
鮮
や
か
で
け
ば
け
ば
し
い
植
物
が
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
の
様
に
這
い
登
っ
て
来
る
庭
園
か
ら
摘
ん

で
来
た
許
り
の
色
と
り
ど
り
の
ブ
ー
ケ
を
陳
列
し
て
い
た
。
ま
た
そ
れ
ら
の
ブ
ー
ケ
の
隣
に
は
、
ロ
ー
マ
の
﹁
花
売
り
女
﹂
の
店
で

実
に
よ
く
見
る
、
甘
く
優
し
い
濃
淡
に
調
和
し
た
絶
妙
な
色
合
い
の
あ
れ
ら
の
ブ
ー
ケ
。
ま
た
更
に
は
も
う
ブ
ー
ケ
を
越
え
た
こ
ん

な
花
束
、
即
ち
花
盛
り
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
、
羊
歯
を
敷
き
詰
め
た
上
に
置
か
れ
た
、
薔
薇
を
編
ん
で
作
っ
た
取
っ
手
が
両
方
に
付
い
た

小
さ
な
燭
台
置
き
、
一
輪
の
白
い
ラ
イ
ラ
ッ
ク
の
枝
が
飛
び
出
し
て
丸
く
な
っ
て
い
る
白
椿
で
出
来
た
取
っ
手
の
な
い
籠
、
ま
た
は

薄
布
の
如
く
軽
や
か
な
ア
ザ
レ
ア
、
花
の
微そ
よ
か
ぜ風
、
花
の
微
粒
子
の
如
き
﹁
イ
ー
ダ
﹂
と
呼
ば
れ
る
あ
の
小
さ
な
花
の
幾
つ
か
の
バ
ス

ケ
ッ
ト
。

毎
日
、
ジ
ェ
ル
ヴ
ェ
ゼ
夫
人
は
、
こ
れ
ら
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
中
の
一
つ
を
手
に
し
て
、
日
課
の
朝
の
散
歩
か
ら
戻
る
様
に
し
て
い

た
。
花
た
ち
は
、
日
中
、
夫
人
が
い
る
部
屋
の
中
に
花
開
い
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
う
し
て
一
日
の
終
り
に
は
、
そ
れ
ら
は
心
地

よ
い
甘
味
さ
の
中
で
、
消
え
掛
か
っ
た
香
り
と
共
に
、
恰
も
臭
覚
に
訴
え
る
永と

わ遠
の
別
れ
が
そ
れ
ら
の
色
褪
せ
た
色
彩
か
ら
放
た
れ

る
が
ご
と
く
に
死
に
ゆ
く
。
軈
て
こ
の
ブ
ー
ケ
は
、
ジ
ェ
ル
ヴ
ェ
ゼ
夫
人
が
生
き
て
行
く
上
で
の
必
需
品
と
な
り
、
彼
女
の
傍
に
息

衝
き
、
そ
の
部
屋
を
明
る
く
す
る
、
彼
女
の
孤
独
に
寄
り
添
う
女
友
達
の
様
な
存
在
と
な
っ
た
。
艶
々
と
輝
く
椿
や
、
黄
色
い
中
心
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に
一
滴
の
血
を
垂
ら
し
た
様
に
花
弁
の
端
が
萎
び
始
め
た
薔
薇
を
眺
め
て
い
る
と
、
夫
人
の
両
眼
は
喜
び
を
覚
え
た
も
の
だ
っ
た
。

花
の
鮮
や
か
さ
、
陽
気
さ
、
照
り
返
し
、
軽
や
か
で
穏
や
か
な
自
身
の
生
活
、
日
の
光
と
空
の
色
の
非
物
質
性
、
ジ
ェ
ル
ヴ
ェ
ゼ
夫

人
は
そ
れ
ら
を
、
そ
の
時
ま
で
一
度
も
、
そ
こ
で
感
得
す
る
様
に
は
身
に
染
み
て
感
じ
た
事
は
な
か
っ
た
。
ま
た
こ
の
知
覚
の
喜
び

は
彼
女
に
と
っ
て
、
ま
っ
た
く
新
し
く
て
思
い
掛
け
な
い
も
の
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
て
は
、
女
と
い
う
全
て
の
女
同
様
、
夫

人
は
よ
く
花
に
囲
ま
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
こ
の
様
な
花
の
生
気
の
発
散
を
感
じ
た
事
は
絶
え
て
な
か
っ
た
。
ロ
ー
マ
滞
在
以
降
、

他
の
沢
山
の
知
覚
の
先
鋭
化
と
併
せ
て
、
自
身
の
中う
ち

に
感
じ
ら
れ
る
様
に
な
っ
て
い
る
こ
の
印
象
の
洗
練
に
彼
女
は
驚
か
さ
れ
て
い

た
。
太
陽
に
近
い
諸
国
民
や
国
々
に
は
、
大
地
が
そ
こ
に
た
だ
で
与
え
て
い
る
天
然
の
事
物
、
光
彩
、
爽
や
か
さ
、
素
敵
な
木
立
、

美
し
い
空
、
何
気
な
い
幸
福
感
の
単
純
な
魅
力
を
味
わ
い
抱
き
締
め
る
の
に
よ
り
向
い
た
、
他
所
の
土
地
よ
り
も
感
じ
易
い
体
質
が

与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
し
ら
、
と
彼
女
は
思
っ
た
。
夫
人
は
、
ロ
ー
マ
に
来
て
間
無
し
の
あ
る
晩
、
と
あ
る
小
さ
な
カ

フ
ェ
の
入
り
口
で
飲
み
、
今
迄
に
口
に
し
た
中
で
一
番
美
味
し
い
飲
み
物
の
様
に
味
わ
っ
た
コ
ッ
プ
一
杯
の
水
の
事
を
思
い
出
し
て

い
た
。
こ
う
云
っ
た
暑
い
国
々
に
は
、
こ
の
様
に
、
寒
い
国
々
で
は
知
る
由
も
な
い
土
壌
と
気
候
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
小
さ
な
幸
福
、

あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
皆
の
為
に
流
れ
る
不
思
議
な
﹁
幸
ア
ク
ア
・
フ
ェ
リ
ー
チ
ェ

福
の
水
﹂
が
あ
る
様
だ
と
彼
女
に
は
思
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
日
に
日
に
、
夫

人
は
自
身
の
生
活
の
些
事
が
、
自
分
に
と
っ
て
は
、
恋
愛
し
て
い
る
と
き
に
取
る
に
足
ら
な
い
こ
と
が
持
つ
の
と
同
じ
楽
し
み
と
喜

び
を
得
て
行
く
の
が
感
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
南
欧
に
於
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
感
覚
が
洗
練
さ
れ
、
繊
細
で
、
詩
的
に
な
っ
て
い
く

の
だ
っ
た
。

九

こ
の
気
分
、
ロ
ー
マ
滞
在
の
何
週
間
目
か
に
鋭
敏
で
洗
練
さ
れ
た
資
質
が
感
じ
た
自
然
な
喜
び
へ
の
こ
の
解
放
感
ゆ
え
に
、
ヴ
ィ
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ラ
・
パ
ン
フ
ィ
リ
へ
の
訪
問
は
、
ジ
ェ
ル
ヴ
ェ
ゼ
夫
人
に
と
っ
て
歓
喜
と
言
え
た
。

古
代
の
石
棺
を
応
用
し
た
植
え
込
み
が
あ
り
、
古
い
に
し
えの
遺
骸
の
跡
の
空
洞
か
ら
棘
の
あ
る
茂
み
が
屹
立
し
て
い
る
、
入
口
の
門
の
下

を
、
夫
人
の
乗
っ
た
小
型
四
輪
馬
車
は
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
高
く
て
、
密
で
、
薄
暗
く
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
、
小
さ
な

日
の
光
線
が
点
在
し
、
そ
れ
ら
が
す
べ
す
べ
し
た
黒
い
葉
の
上
に
落
ち
て
光
る
ひ
ん
や
り
と
し
た
雨
を
思
わ
せ
る
、
緑
葉
の
穹ヴ
ォ
ー
ル
ト窿の

下
に
身
を
置
い
た
。
森
は
、
何
時
も
開ひ
ら

い
て
お
り
、
左
や
右
に
、
ア
ロ
エ
の
生
垣
、
芝
の
ビ
ロ
ー
ド
の
様
な
渓
谷
、
鶏け
い
と
う頭

の
輝
く
茂

み
、
煌
め
く
芝
地
、
大
地
か
ら
飛
び
出
た
石
の
先
端
の
上
に
佇
む
碑
文
に
影
が
揺
れ
掛
か
っ
て
い
る
片
隅
、
草
叢
と
古
代
の
廃
墟
と

花
咲
く
灌
木
か
ら
成
る
斜
面
が
、
公
園
の
あ
の
魅
惑
的
な
奥
地
、
そ
の
イ
タ
リ
ア
の
笠
松
が
王
冠
の
如
く
に
居
並
ぶ
て
っ
ぺ
ん
、
紺

碧
の
空
を
背
に
開
花
し
丸
み
を
帯
び
、
互
い
に
寄
り
沿
っ
た
巨
大
な
花ブ
ー
ケ束

を
思
わ
せ
る
、
木
々
の
段
々
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
た
あ
の

展
望
へ
と
昇
っ
て
行
く
様
子
が
目
に
入
る
。
そ
し
て
時
々
、
野
原
の
上
の
道
の
曲
が
り
角
で
、
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
大
聖
堂
の
思
い
掛

け
な
い
ほ
ど
大
き
な
円ド
ー
ム蓋
が
、
隙
間
越
し
の
眺
望
に
縁
取
ら
れ
て
現
れ
、
空
へ
の
視
界
を
遮
る
の
だ
っ
た
。

こ
の
様
に
し
て
、
大
き
な
並
木
道
を
通
っ
て
、
幾
体
も
の
半
身
像
、
全
身
像
が
貼
り
付
き
、
隆
起
が
丸
み
を
帯
び
た
浮レ

リ

ー

フ

き
彫
り
が

全
面
的
に
施
さ
れ
た
あ
の
壁
面
を
持
つ
、
ヴ
ィ
ラ
の
小
さ
な
邸
宅
へ
と
至
っ
た
。
そ
の
ア
ル
ガ
ル
デ
ィ
の
珠
玉
の
傑
作
は
、
強
烈
な

日
光
と
生
い
茂
っ
た
葉は

叢む
ら

の
間
で
白
く
輝
き
、
十
四
世
紀
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
金
銀
細
工
で
装
飾
さ
れ
た
収
納
箱
の
石
膏
で
出
来
た
雛

型
に
似
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
ヴ
ィ
ラ
の
前
に
は
、
イ
タ
リ
ア
式
庭
園
、
イ
タ
リ
ア
の
素
晴
ら
し
い
庭
園
が
、
そ
の
荘
厳

さ
、
そ
の
華
麗
さ
、
そ
の
勝
利
の
歓
喜
、
そ
の
陽
気
な
植
生
、
そ
の
大
掛
か
り
な
建
築
物
、
そ
の
こ
の
上
な
い
幸
福
、
喜
び
、
愛
の

壮
麗
さ
の
中
で
、
伸
び
、
広
が
っ
て
い
た
。
と
あ
る
教
皇
の
紋
章
付
き
の
テ
ラ
コ
ッ
タ
の
大
き
な
壺
が
並
べ
ら
れ
た
テ
ラ
ス
の
下
の
、

砕
石
を
敷
い
た
上
に
配
置
さ
れ
、
波
打
つ
シ
ェ
ニ
ー
ル
糸
の
様
な
黄つ

げ楊
の
縁
取
り
に
囲
ま
れ
た
、
ア
ラ
ベ
ス
ク
模
様
の
小
ぶ
り
な
花

壇
越
し
に
、
夫
人
は
、
自
然
の
中
に
邸
宅
の
美
を
溶
け
込
ま
せ
る
階
段
や
手
摺
り
、
彫
像
や
柱
廊
の
意
匠
や
、
最
早
、
葉
の
な
い
花

だ
け
か
ら
成
り
、
紫
、
白
、
金
茶
色
の
色
鮮
や
か
な
花
が
、
網
状
に
開
い
て
這
い
上
っ
て
い
る
、
あ
の
装
飾
性
豊
か
な
大
壁
や
、
時

126



（8）

の
経
過
に
半
ば
浸
食
さ
れ
た
子
供
た
ち
の
像
に
満
た
さ
れ
、
荒
々
し
い
水
流
が
落
ち
掛
か
る
あ
の
噴
水
や
、
あ
の
流
れ
る
水
、
あ
の

淀
ん
だ
水
、
檸レ
モ
ン檬
の
木
々
の
畔ほ
と
りの
あ
の
小
さ
な
湖
の
中
央
に
あ
る
二
本
の
木
が
生
え
た
あ
の
島
を
見
渡
し
た
。
こ
の
様
な
幻
想
的
で

恍
惚
感
を
齎
す
風
景
全
体
は
、
ジ
ェ
ル
ヴ
ェ
ゼ
夫
人
に
は
、
以
前
、
何
か
の
詩
の
中
で
既
に
目
に
し
た
事
が
あ
り
そ
う
な
、
空
想
の

風
景
、
理
想
の
場
所
と
感
じ
ら
れ
た
。
彼
女
は
、
自
分
が
タ
ッ
ソ
ー
の
詩
の
中
に
い
る
と
感
じ
る
と
、
詩
の
中
の
ア
ル
ミ
ー
ド
の
庭

の
記
憶
が
頭
の
中
に
蘇
っ
た
。

夫
人
は
テ
ラ
ス
に
肘
を
突
い
た
。
日
中
の
風
は
よ
く
戦そ
よ

ぐ
が
温
か
で
、
そ
の
ロ
ー
マ
の
風
は
絹
の
布
地
の
肌
触
り
を
以
て
、
揺
れ

動
き
、
擽く
す
ぐる
様
に
皮
膚
に
優
し
く
触
れ
、
そ
の
微
妙
で
、
清す
が
す
が々

し
く
、
軽
や
か
な
微そ
よ
か
ぜ風
は
、
北
方
の
憂
鬱
な
感
性
に
影
響
し
た
。
夫

人
の
周
囲
で
は
、
そ
こ
に
あ
る
全
て
が
纏ま
と

っ
て
い
る
様
に
見
え
る
幸
福
な
外
見
、
至
る
所
で
喜
び
や
壮
麗
な
平
穏
か
ら
立
ち
上の
ぼ

っ
て

来
る
も
の
、
詰
ま
り
万
物
が
持
つ
静
謐
さ
が
彼
女
の
内
面
に
瞑
想
的
な
没
入
を
齎も
た
らし

、
そ
の
中
で
、
自
分
自
身
か
ら
解
放
さ
れ
、
周

囲
の
心
地
良
さ
に
身
を
軽
く
委
ね
乍
ら
、
夫
人
は
暫
し
の
間
、
自
身
の
思
念
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
魂
を
無
気
力
に
浮
浪
さ
せ
、
弛
緩

し
、
寛く
つ
ろい

だ
儘
で
い
た
。

そ
れ
か
ら
夫
人
は
庭
園
に
降
り
た
が
、
そ
こ
で
は
と
て
も
驚
か
さ
れ
た
。
此こ
な
た方

に
は
、
緑
の
堂
々
た
る
楢な
ら

の
木
が
あ
り
、
樹
皮
の

上
に
は
、
金
属
の
緑ろ
く

青し
ょ
うを
思
わ
せ
る
も
の
や
、
百
歳
に
な
る
獣
の
皮
な
ら
か
く
や
と
思
わ
せ
る
ざ
ら
つ
い
た
感
じ
が
あ
り
、
枝
か
ら

出
た
新
芽
が
行
方
を
塞
い
で
い
た
が
、
そ
れ
自
体
は
鈍
い
緑
色
を
帯
び
て
、
そ
の
下
の
噴
水
の
絶
え
ず
揺
れ
る
反
射
に
照
ら
さ
れ
て

い
る
別
の
木
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
彼か
な
た方

に
は
、
小
石
の
敷
き
詰
め
ら
れ
た
岸
壁
の
回
廊
に
、
そ
の
葉
と
蠟ろ
う

を
思
わ
せ
る
花
を
押

し
付
け
て
い
る
椿
の
垣
根
。
日
の
光
が
燦
々
と
照
り
付
け
る
緑
の
絨
毯
の
真
ん
中
に
は
、
大
理
石
の
柱
が
棗
な
つ
め

椰や

子し

の
前
で
白
く
熱
せ

ら
れ
て
お
り
、
ロ
ー
マ
軍
が
リ
ビ
ア
の
オ
ア
シ
ス
で
最
後
に
行
き
着
い
た
場
所
の
里
程
標
の
事
を
考
え
さ
せ
た
。
よ
り
遠
く
に
は
、

付
け
柱
、
手
摺
、
壁へ
き
が
ん龕
を
伴
う
、
石
で
出
来
た
半
円
形
の
壁
が
、
そ
こ
に
沿
っ
て
う
ね
う
ね
と
し
た
ユ
ッ
カ
や
棘
の
目
立
つ
サ
ボ
テ

ン
を
自
生
さ
せ
、
逆
立
ち
乱
れ
る
樹じ
ゅ

墻し
ょ
うと
化
し
て
丸
み
を
帯
び
て
い
た
。
そ
し
て
噴
水
が
爽
や
か
に
噴
き
出
し
、
煌
め
き
つ
つ
葦
の
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叢
林
を
濡
ら
し
、
そ
の
槍
を
思
わ
せ
る
先
端
か
ら
は
潤
い
の
あ
る
光
が
滴し
た
たり
落
ち
て
い
た
。
こ
の
様
に
し
て
夫
人
は
、
公
園
の
端
の
、

傾
い
た
大
き
な
イ
タ
リ
ア
傘
松
が
、
一
列
に
、
隙
間
あ
る
壮
麗
な
身
廊
を
思
わ
せ
る
様
で
聳
え
立
っ
た
、
よ
く
あ
る
列
柱
の
如
き
所

に
到
着
し
た
。
そ
し
て
、
灰
色
の
幹
、
紫
の
枝
が
交
差
し
て
織
り
成
す
天
蓋
式
の
日
傘
、
苔
の
色
を
思
わ
せ
る
、
そ
し
て
ま
た
灰
色

を
帯
び
た
緑
色
か
ら
成
る
暖
色
の
青
葉
を
持
つ
、
こ
の
記
念
建
造
物
風
の
大
き
な
林
の
下
を
夫
人
が
進
ん
で
行
く
に
従
っ
て
、
イ
タ

リ
ア
の
テ
ラ
ス
、
宮
殿
、
教
会
、
丘
の
上
等
々
に
ま
っ
す
ぐ
立
っ
て
砂
漠
の
遊
牧
民
の
様
に
も
見
え
る
こ
の
国
の
あ
の
椰
子
の
木
々

の
堂
々
た
る
優
美
さ
、
オ
リ
エ
ン
ト
風
の
伸
び
や
か
さ
が
、
そ
の
目
に
止
ま
っ
た
。
そ
れ
ら
は
夫
人
に
は
、
太
陽
の
木
、
豪
奢
な
木
、

表
象
と
し
て
の
木
の
様
に
現
れ
、
そ
れ
ら
の
木
々
の
下
の
日
陰
に
避
難
す
れ
ば
、
デ
カ
メ
ロ
ン
風
の
ペ
チ
コ
ー
ト
が
何
時
も
思
い
出

さ
れ
て
来
そ
う
に
思
わ
せ
つ
つ
、
そ
の
梢
は
青
い
空
を
持
ち
上
げ
、
遠と
お

退の

か
せ
、
明
る
く
し
て
い
る
か
の
様
な
特
異
な
錯
覚
に
視
覚

を
陥
ら
せ
る
の
だ
っ
た
。

子
供
は
、
進
み
、
歩
き
、
草
の
中
に
何
か
を
探
す
の
に
も
疲
れ
、
二
十
歩
ほ
ど
後
ろ
で
も
た
も
た
し
て
い
た
が
、
そ
の
と
き
、
突

如
、
そ
の
母
親
が
オ
ペ
ラ
の
一ひ
と

齣く
さ
りを

歌
う
イ
タ
リ
ア
女
の
声
の
す
る
方
に
顔
を
向
け
た
。
そ
れ
は
、
幾
人
か
の
足
を
止
め
た
散
歩
者

の
輪
の
真
ん
中
で
、
み
す
ぼ
ら
し
く
も
き
ち
ん
と
し
た
身み

形な
り

を
し
た
女
性
で
、
そ
の
背
後
に
は
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
手
に
し
つ
つ
も

音
を
鳴
ら
し
て
い
な
い
老
人
が
佇
ん
で
い
た
。
そ
し
て
、
松
の
木
の
切
り
株
に
座
っ
た
歌
い
手
た
ち
の
す
ぐ
傍
に
、
ジ
ェ
ル
ヴ
ェ
ゼ

夫
人
は
、
自
身
の
息
子
が
、
小
さ
な
手
を
そ
の
頭
上
に
掲
げ
、
指
揮
者
の
指
揮
棒
の
様
に
、
空
中
に
一
輪
の
花
を
巡
ら
し
つ
つ
、
歌

の
拍
子
を
取
る
様
子
を
目
に
し
た
。
誰
も
が
彼
の
方
を
向
き
、
彼
の
美
し
さ
、
彼
の
視
線
の
深
み
、
彼
の
眉
の
上
、
額
に
現
れ
た
白

熱
、
そ
の
突
然
の
知
性
と
情
熱
の
閃ひ
ら
めき

、
風
が
吹
く
中
で
、
偉
大
な
芸
術
家
の
歌
に
於
け
る
、
本ほ
ん

の
小
さ
な
存
在
の
こ
の
種
の
高
揚

に
目
を
見
張
っ
て
い
た
。
そ
し
て
老
人
で
さ
え
、
重
々
し
く
悲
し
気
な
、
老
い
た
歌
い
手
の
表
情
を
し
て
、
子
供
の
手
の
動
き
を
追

い
、
自
身
の
若
き
日
の
奥
底
か
ら
と
云
っ
た
感
じ
で
、
陽
気
に
心
動
か
さ
れ
、
目
を
細
め
て
、
彼
に
微
笑
み
掛
け
て
い
た
。

（
つ
づ
く
）
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（10）

翻
訳
は
、
以
下
に
拠
っ
た
。Edm

ond et Jules de G
oncourt, M

adam
e G

ervaisais, G
allim

ard, coll. Folio, 1982, p. 84–92.
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