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（1）

プ
ル
ー
ス
ト
の
『
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
「
文
体
」
に
つ
い
て
』
に

関
す
る
一
考
察

真
屋

和
子　
　
　
　

　

フ
ロ
ベ
ー
ル
が
苦
痛
を
伴
う
ま
で
の
忍
耐
強
い
彫
琢
に
よ
っ
て
文
体
を
練
り
上
げ
る
さ
ま
は
、
し
ば
し
ば
お
産
に
も
た
と
え
ら
れ

る
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
『
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
「
文
体
」
に
つ
い
て
』（
一
九
二
〇
年
）
と
題
す
る
評
論
に
お
い
て
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
が
生
み

出
し
た
「
文
法
的
な
美
し
さ
」
を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
た
。
と
り
わ
け
、
接
続
詞
「
そ
し
て
」et

と
半
過
去
に
関
し
て
、
彼
独
自
の

用
い
か
た
か
ら
く
る
文
体
の
斬
新
さ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る）

1
（

。

　

全
体
を
通
し
て
称
賛
の
色
合
い
が
濃
い
こ
の
評
論
に
あ
っ
て
、「
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
全
作
品
の
な
か
に
、
美
し
い
隠メ
タ
フ
ォ
ー
ル喩
は
お
そ
ら

く
一
つ
も
な
い）

2
（

」
と
い
う
プ
ル
ー
ス
ト
の
否
定
的
見
解
に
出
く
わ
す
と
き
、
ふ
と
立
ち
止
ま
っ
て
熟
考
す
る
だ
け
の
価
値
が
あ
る

よ
う
に
思
え
る
。
簡
潔
で
き
っ
ぱ
り
と
し
た
彼
の
批
判
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
指
摘
は
当
を
え
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に

プ
ル
ー
ス
ト
は
考
え
る
の
か
、
と
自
問
し
た
く
な
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
「
隠
喩
」
に
絶
対
的
重
要
性
を
お
い
て
い

た
事
実
へ
と
注
意
を
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
プ
ル
ー
ス
ト
に
と
っ
て
は
、
隠
喩
な
く
し
て
美
し
い
文
体
は
あ
り
え
ず
、

「
隠
喩
だ
け
が
文
体
に
一
種
の
永
遠
性
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る）

3
（

」
の
で
あ
る
か
ら
。
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（2）

紋
切
り
型
の
イ
マ
ー
ジ
ュ

　

フ
ロ
ベ
ー
ル
の
「
隠
喩
」
を
め
ぐ
っ
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
『
感
情
教
育
』
か
ら
い
く
つ
か
の
例
を
引
用
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。「
彼
の
比イ
マ
ー
ジ
ュ喩

は
た
い
て
い
の
場
合
あ
ま
り
に
も
弱
々
し
く
、
彼
の
ど
ん
な
つ
ま
ら
な
い
登
場
人
物
た
ち
で
さ
え
、
そ
れ

に
劣
ら
ぬ
比
喩
は
見
つ
け
ら
れ
そ
う
な
く
ら
い
な
の
だ
。﹇
…
﹈
彼
の
も
っ
と
も
完
全
な
作
品
に
お
い
て
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
城
を
つ
つ

み
込
む
静
寂
を
、
あ
き
ら
か
に
う
っ
と
り
さ
せ
る
だ
ろ
う
と
信
じ
る
や
り
方
で
言
い
表
そ
う
と
し
て
、〈
衣
ず
れ
の
音
や
、
た
め
息

の
こ
だ
ま
さ
え
聞
こ
え
る
ほ
ど
だ
っ
た
〉、
と
フ
ロ
ベ
ー
ル
は
い
う
。
そ
し
て
最
後
に
、
聖
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
か
き
抱
く
男
が
キ
リ
ス

ト
に
な
る
、
え
も
い
わ
れ
ぬ
そ
の
瞬
間
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。〈
彼
の
眼
は
星
の
輝
き
を
お
び
た
。
彼
の
髪
は

太
陽
光
線
の
よ
う
に
長
く
の
び
た
。
彼
の
鼻
か
ら
吐
く
息
は
薔
薇
の
甘
美
さ
が
あ
っ
た
…
…
。〉
こ
こ
に
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
ル
ナ

ン
の
描
写
と
ち
が
っ
て
、
悪
い
と
こ
ろ
は
一
つ
も
な
い
し
、
ち
ぐ
は
ぐ
な
も
の
、
不
快
だ
っ
た
り
、
滑
稽
だ
っ
た
り
す
る
も
の
は
何

一
つ
な
い
。
た
だ
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
た
す
け
を
借
り
な
く
て
も
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
モ
ロ
ー
の
よ
う
な
人
物
で
も
、
こ
れ
く
ら
い
の

こ
と
は
見
つ
け
出
せ
た
だ
ろ
う）

4
（

」。「
隠
喩
」
を
め
ぐ
る
こ
の
考
察
の
後
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
問
題
を
脇
に
置
い
て
、「
だ
が
結
局
の
と

こ
ろ
、
隠
喩
が
文
体
の
す
べ
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」、
と
い
う
。
ま
る
で
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
隠
喩
は
、
文
体
に
お
い
て
、
存
在
す

る
価
値
が
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
文
体
と
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
と
っ
て
、
作
家
の
も
の
の
見
か
た
を
映
し
出
す
も
の

な
の
で
あ
る
。

　

フ
ロ
ベ
ー
ル
に
お
け
る
隠
喩
は
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
意
味
の
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
プ

ル
ー
ス
ト
と
て
そ
れ
を
認
め
て
い
な
い
は
ず
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
な
ぜ
、
彼
は
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
文
体
を
称
賛
し
な
が
ら
も
、
隠

喩
を
評
価
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
比
喩
が
多
く
あ
ら
わ
れ
る
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
な
か
か
ら
い
く
つ
か
の
例
を
と
り
あ
げ
、

検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
見
解
に
異
論
を
示
す
こ
と
を
試
み
な
が
ら
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
解
明
の
手
が
か
り
を
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プルーストの『フロベールの「文体」について』に関する一考察（3）

求
め
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
「
隠
喩
」
と
い
う
場
合
、
こ
れ
こ
れ
の
言
語
学
者
が
定
義
す
る
と
い
っ
た
、
固
有
の
意
味
を
こ
の
語
に
与

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
お
こ
う
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
「
隠
喩
」
を
も
っ
と
広
義
に
と
ら
え
て
お
り
、
類
推
を

表
現
す
る
あ
ら
ゆ
る
文フ
ィ
ギ
ュ
ー
ル彩
を
、
隠
喩
と
呼
ん
で
い
る
。
本
論
で
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ

ト
の
見
解
を
適
用
し
た
い
。「
隠メ
タ
フ
ォ
ー
ル喩
と
い
う
語
は
、
し
だ
い
に
類ア
ナ
ロ
ジ
ー比
の
領
域
の
全
体
を
覆
い
つ
く
す
傾
向
に
あ
る
。
古
典
的
気
風

は
、
隠
喩
と
い
え
ば
暗
喩
を
み
て
い
た
の
に
、
現
代
で
は
す
す
ん
で
、
直
喩
を
明
示
さ
れ
た
も
し
く
は
動
機
を
持
っ
た
隠
喩
と
し
て

あ
つ
か
う
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
用
法
の
も
っ
と
も
特
徴
的
な
例
が
、
明
ら
か
に
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。
彼
は
そ
の
著

作
の
な
か
で
、
た
い
て
い
の
場
合
は
純
粋
な
直
喩
で
あ
る
も
の
を
、
た
え
ず
隠
喩
と
呼
ん
で
い
た）

5
（

」。

　

プ
ル
ー
ス
ト
の
文
体
論
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
ジ
ャ
ン
・
ミ
イ
は
、「
プ
ル
ー
ス
ト
と
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
論
文
の
な
か
で
、

こ
の
小
説
家
に
お
け
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
（
比
喩
）
の
重
要
性
を
強
調
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
イ
マ

ー
ジ
ュ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
た
見
方
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
文
学
評
論
に
お
い
て
、
ま
た
書

簡
の
解
説
に
お
い
て
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
文
体
の
試
金
石
と
し
て
い
る
の
で
あ
る）

6
（

」。
そ
し
て
ミ
イ
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
が
イ
マ
ー

ジ
ュ
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
か
を
プ
ル
ー
ス
ト
が
探
求
し
て
い
る
と
い
う
。
ミ
イ
に
よ
る
と
、
そ
の
最
た
る
も
の
は
、「
紋
切
り

型
」
と
、「
融
合
の
欠
如
」
で
あ
る
。

　
『
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
「
文
体
」
に
つ
い
て
』
の
な
か
で
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
が
用
い
る
イ
マ
ー
ジ
ュ

の
平
凡
さ
を
情
け
容
赦
な
く
批
判
し
た
。
そ
の
独
創
性
を
欠
い
た
比
喩
の
平
凡
さ
は
、
も
っ
と
も
と
る
に
足
り
な
い
登
場
人
物
で
さ

え
見
つ
け
ら
れ
そ
う
な
ほ
ど
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ど
う
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、「
シ
ャ
ル
ル
の
話
は
歩
道
の
よ

う
に
平
板
で
﹇
…
﹈）

7
（

」
と
い
う
と
き
、
こ
れ
よ
り
よ
り
ほ
か
に
、
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
の
夫
の
無
能
さ
、
単
調
さ
、
凡
庸
さ
を
よ
り
よ

く
伝
え
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
た
っ
た
一
つ
の
言
葉
に
混
ぜ
ら
れ
た
、
登
場
人
物
に
た
い
す
る
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
皮
肉
は
、

82



（4）

時
に
わ
れ
わ
れ
が
人
物
の
性
格
に
お
お
よ
そ
の
見
当
を
つ
け
る
の
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
の
だ
。
そ
れ
ほ
ど
彼
の
比
喩
は
熟
考
を
重
ね
入

念
に
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
卓
越
し
た
章
の
な
か
に
、
三
年
の
空
白
の
の
ち
、
エ
ン
マ
・
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
と
再
会
し
た
レ
オ
ン
が
、
彼

女
へ
の
か
つ
て
の
愛
を
告
白
す
る
場
面
が
あ
る
。
そ
の
と
き
の
エ
ン
マ
の
表
情
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。「
彼
女
の
顔
は
、

風
が
サ
ッ
と
雲
を
吹
き
払
う
と
き
の
あ
の
空
の
よ
う
で
あ
っ
た
。﹇
…
﹈
顔
じ
ゅ
う
が
か
が
や
い
た）

8
（

」。
顔
の
表
情
を
空
と
比
較
す

る
の
は
、
紋
切
り
型
と
い
う
点
で
は
、
心
の
琴
線
の
ふ
る
え
を
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
た
と
え
る
の
と
お
な
じ
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
シ
ャ
ル
ル
と
オ
ペ
ラ
鑑
賞
を
す
る
エ
ン
マ
の
描
写
で
あ
る
。「
彼
女
は
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
ゆ
す
ぶ
る
ま
ま
に
身
を
ま
か
せ
、
ヴ

ァ
イ
オ
リ
ン
の
弓
が
彼
女
の
神
経
の
糸
を
弾
い
て
で
も
い
る
よ
う
に
、
全
身
に
わ
な
な
き
を
感
じ
る
の
で
あ
っ
た）

9
（

」。
そ
し
て
次
は
、

困
難
を
乗
り
越
え
て
や
っ
と
エ
ン
マ
に
思
慕
の
念
を
打
ち
明
け
る
こ
と
が
で
き
た
レ
オ
ン
に
関
す
る
く
だ
り
で
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
は

い
う
、「
言
葉
と
い
う
も
の
は
常
に
感
情
を
引
き
延
ば
す
ロ
ー
ラ
ー
で
あ
る）

10
（

」
と
。
心
棒
的
役
割
を
持
つ
二
つ
の
語
、
つ
ま
り
、
比

較
す
る
も
の
と
比
較
さ
れ
る
も
の
が
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
た
、
こ
の
明
示
さ
れ
た
隠
喩m

étaphore in praesentia 

に
お
い
て
は
、

二
つ
の
も
の
、「
言
葉
」
と
「
ロ
ー
ラ
ー
」
が
、
ど
ち
ら
も
「
の
ば
す
」
は
た
ら
き
を
す
る
、
と
い
う
共
通
要
素
に
よ
っ
て
結
ば
れ

て
い
る
。
ひ
と
た
び
、「
言
葉
」
の
な
か
に
引
き
の
ば
す
力
の
概
念
を
見
出
す
や
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
は
こ
と
も
な
げ
に
、
そ
れ
を
機
械

の
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
合
体
さ
せ
る
。
こ
の
場
合
、「
こ
の
少
年
は
身
軽
な
サ
ル
の
よ
う
だ
」、
あ
る
い
は
「
こ
の
少
年
は
サ
ル
の
よ
う
に

身
軽
だ
」
と
い
っ
た
種
類
の
隠
喩
に
属
す
る
よ
う
に
思
え
る
。
比
較
さ
れ
る
「
サ
ル
」
と
、
そ
れ
に
与
え
ら
れ
る
特
性
「
身
軽
さ
」

の
関
係
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

11
（

。

　

同
様
に
し
て
、「
不
動
の
」im

m
obile

性
質
は
、「
石
」pierre

と
結
び
つ
き
、「
揮
発
性
の
」volatile

は
か
な
い
特
質
は
、「
煙
」

fum
ée

と
結
合
す
る
。
次
の
文
は
エ
ン
マ
が
レ
オ
ン
と
聖
堂
で
あ
い
び
き
す
る
場
面
で
あ
る
。
エ
ン
マ
の
信
心
に
凝
り
固
ま
っ
た
行

為
と
、
う
ん
ざ
り
さ
せ
る
堂
守
の
絶
え
間
な
い
干
渉
に
対
し
て
、
い
ら
だ
ち
、
業
を
煮
や
し
た
レ
オ
ン
は
つ
い
に
逃
げ
出
す
。
次
が
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そ
の
理
由
で
あ
る
。

ま
る
で
す
か
し
彫
り
の
煙
突
に
も
見
え
る
あ
の
尖
塔
か
ら
、
お
堂
の
な
か
で
二
時
間
近
く
も
石
の
よ
う
に
動
か
ず
い
た
恋
ご
こ

ろ
が
、
今
度
は
煙
の
よ
う
に
き
え
て
ゆ
き
そ
う
な
気
が
し
た
の
で
あ
る
。

[…
] car, il lui sem

blait que son am
our, qui, depuis deux heures bientôt s’était im

m
obilisé dans l’église com

-

m
e les pierres, allait m

aintenant s’évaporer tel qu’une fum
ée, […

] (12)

　

こ
の
文
の
な
か
に
は
、
な
る
ほ
ど
、
な
に
も
悪
い
と
こ
ろ
は
な
い
し
、
不
意
を
つ
く
よ
う
な
と
こ
ろ
も
滑
稽
さ
も
な
い
。

使
わ
れ
て
い
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
は
っ
と
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
平
凡
で
、
少
な
く
と
も
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
著
者
の

目
に
は
紋
切
り
型
と
映
る
の
だ
ろ
う
。

二
つ
の
夢
想
の
乖
離

　

プ
ル
ー
ス
ト
と
同
様
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
作
品
に
お
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
文
法
の
形
を
駆
使
し
て
比
較
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な

か
で
も
、
も
っ
と
も
ひ
ん
ぱ
ん
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、「
…
の
よ
う
に
」com

m
e 

に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
類
推
で
あ
る
。
イ
マ
ー
ジ
ュ

は
、
お
お
か
た
の
場
合
、
自
然
か
ら
借
り
ら
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
川
や
河
、
海
、
そ
し
て
鳥
な
ど
は
、
エ
ン
マ
の
専
有
物
と
い
っ

た
感
じ
さ
え
あ
る）

13
（

。
シ
ャ
ル
ル
を
象
徴
し
、
日
常
生
活
を
表
現
す
る
歩
道
と
は
反
対
に
、
流
れ
る
水
と
、
空
飛
ぶ
鳥
の
イ
マ
ー
ジ
ュ

は
、
エ
ン
マ
の
「
こ
こ
」
で
は
な
い
場
所
に
行
き
た
い
と
い
う
欲
望
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
寄
せ
く
る
夢
想
に
浸
さ

れ
る
彼
女
と
も
つ
な
が
り
、
理
想
郷
へ
の
飛
翔
、
果
て
は
、
落
下
へ
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
夫
婦
の
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
特
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徴
的
で
、
大
き
く
異
な
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
た
し
か
に
、
二
つ
の
夢
想
の
平
行
関
係
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
エ
ン
マ
の
夢
想

は
、
そ
の
の
な
か
に
浸
り
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
に
あ
る
、
遠
心
的
な
夢
想
な
の
で
あ
り
、
家
庭
の
幸
せ
を

夢
見
る
シ
ャ
ル
ル
の
、
求
心
的
な
夢
想
と
は
正
反
対
な
の
で
あ
る
。
彼
は
夜
中
に
帰
っ
て
き
て
、
眠
っ
て
い
る
子
供
を
見
つ
め
る
。

子
供
の
軽
い
寝
息
が
聞
こ
え
る
よ
う
な
気
が
し
た
。﹇
…
﹈ 

子
供
も
近
頃
は
す
く
す
く
大
き
く
な
っ
て
ゆ
く
。﹇
…
﹈
ニ
コ
ニ
コ

学
校
か
ら
帰
っ
て
く
る
さ
ま
を
想
像
し
た
。
小
学
校
を
出
た
ら
塾
へ
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。﹇
…
﹈
株
を
買
お
う
。
そ
れ
に
患
者

も
ふ
え
る
だ
ろ
う
。
シ
ャ
ル
ル
は
そ
れ
を
当
て
に
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
ベ
ル
ト
を
立
派
に
育
て
、
女
の
わ
ざ
を
仕
込
み
、

ピ
ア
ノ
も
習
わ
せ
た
い
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
あ
！

こ
の
子
が
や
が
て
十
五
に
も
な
っ
た
ら―

そ
し
て
母
親
似
の
こ

の
子
が
、
夏
が
き
て
、
母
親
と
同
じ
大
き
な
む
ぎ
わ
ら
帽
を
か
ぶ
っ
た
ら
ど
ん
な
に
可
愛
い
だ
ろ
う
！）

14
（

　

他
方
、
エ
ン
マ
は
眠
っ
て
い
な
か
っ
た
。
眠
っ
た
ふ
り
を
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
シ
ャ
ル
ル
が
ま
ど
ろ
む
そ
ば
で
、
彼
女
は
ほ

か
の
夢
想
に
浸
り
き
っ
て
い
る
。

四
頭
の
馬
の
疾
駆
す
る
ま
ま
に
彼
女
は
も
う
こ
れ
で
一
週
間
も
、
新
し
い
国
へ―

そ
こ
か
ら
二
度
と
は
帰
る
ま
い
新
し
い
国

へ
運
ば
れ
て
い
る
。
二
人
は
腕
を
組
み
合
わ
せ
、
も
の
も
い
わ
ず
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
進
ん
で
ゆ
く
。
よ
く
、
山
の
頂
か
ら
壮

麗
な
都
が
突
然
二
人
の
眼
に
映
っ
た
。
ド
ー
ム
や
橋
や
船
や
、
レ
モ
ン
の
森
や
白
大
理
石
の
伽
藍
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
が
っ
た

鐘
楼
に
は
鵠こ

う

の
鳥
の
巣
が
あ
っ
た
。﹇
…
﹈
こ
こ
に
こ
そ
二
人
は
住
ま
い
を
さ
だ
め
る
の
だ
。﹇
…
﹈
ゴ
ン
ド
ラ
に
乗
っ
て
遊
び

ま
わ
ろ
う
。
ハ
ン
モ
ッ
ク
に
も
ゆ
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
二
人
の
生
活
は
身
に
ま
と
っ
た
絹
の
衣
裳
の
よ
う
に
こ
こ
ろ
よ
く
豊
か

で
あ
る
に
ち
が
い
な
い）

15
（

。
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心
地
よ
い
夢
想
の
な
か
で
の
相
手
は
む
ろ
ん
、
シ
ャ
ル
ル
で
は
な
い
。
こ
の
夢
想
も
や
が
て
ベ
ル
ト
の
咳
や
シ
ャ
ル
ル
の
い
び
き

に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
、
エ
ン
マ
は
朝
に
な
っ
て
や
っ
と
眠
り
に
つ
く
の
だ
。
夫
婦
の
対
照
的
な
夢
想
は
、
明
ら
か
に
性
質
の
不
調
和

の
し
る
し
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
と
り
返
し
の
つ
か
な
い
心
の
別
離
へ
と
向
か
う
。
こ
こ
に
選
ば
れ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
し
た

が
っ
て
、
状
況
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
平
凡
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り

は
な
い
の
で
あ
る
。

イ
マ
ー
ジ
ュ
の
融
合

　

プ
ル
ー
ス
ト
は
一
九
〇
八
年
、
文
学
創
作
を
始
め
る
た
め
の
準
備
段
階
と
も
い
え
る
こ
の
時
期
、『
フ
ィ
ガ
ロ
』
紙
の
文
芸
特

集
号
に
、
ル
モ
ワ
ー
ヌ
事
件
に
題
材
を
と
る
一
連
の
模
パ
ス
テ
ィ
ー
シ
ュ

作
を
発
表
し
て
い
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
、
ゴ
ン
ク
ー
ル
、
ミ
シ
ュ
レ
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
文
体
的
個
性
を
と
ら
え
文
章
を
練
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
『
フ
ロ
ベ
ー
ル
に
よ
る
ル
モ
ワ
ー

ヌ
事
件
』
が
あ
る
。
と
き
に
は
誇
張
も
含
み
な
が
ら
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
文
体
の
特
徴
が
巧
み
に
表
現
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

　

こ
の
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
模
作
の
な
か
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
使
っ
た
比
喩
を
見
て
み
よ
う
。
い
か
にcom

m
e

を
使
っ
た
直
喩
が
フ

ロ
ベ
ー
ル
に
特
徴
的
で
あ
る
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
弁
護
士
の
口
頭
弁
論
の
口
調
で
あ
る
。「
彼
﹇
ワ
ー
ナ
ー
の
弁
護
士
﹈
の
長

広
舌
は
、
ま
る
で
流
れ
落
ち
る
滝
の
水
の
よ
う
に
（com

m
e les eaux d’une cascade

）、
巻
き
の
ほ
ど
け
る
リ
ボ
ン
の
よ
う
に

（com
m

e un ruban qu’on déroule

）、
ど
こ
ま
で
も
小
止
み
な
く
つ
づ
い
た
。
時
に
は
、
そ
の
演
説
の
あ
ま
り
の
単
調
さ
の
た

め
に
、
余
韻
が
な
が
な
が
と
尾
を
ひ
く
鐘
の
音
の
よ
う
に
（com

m
e une cloche dont la vibration persiste

）、
消
え
て
ゆ
く

こ
だ
ま
の
よ
う
に
（com

m
e un écho qui s’affaiblit

）、
演
説
は
沈
黙
と
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
ほ
ど
だ
っ
た）

16
（

」。
こ
の
少
し

あ
と
、
ル
モ
ワ
ー
ヌ
の
弁
護
士
の
反
対
弁
論
を
聞
く
ナ
タ
リ
ー
は
、
そ
の
雄
弁
さ
に
、
と
き
め
き
に
も
似
た
動
揺
を
覚
え
る
。「
甘

美
さ
に
身
を
浸
さ
れ
、
胸
が
膨
れ
あ
が
っ
て
、
リ
ネ
ン
地
の
胴
着
が
、
ち
ょ
う
ど
湧
き
出
よ
う
と
す
る
泉
の
ほ
と
り
の
草
の
よ
う
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に
（com

m
e une herbe au bord d’une fontaine

）、
い
ま
に
も
飛
び
立
と
う
と
す
る
鳩
を
包
む
羽
毛
の
よ
う
に
（com

m
e le 

plum
age d’un pigeon qui va s’envoler

）、
動
悸
を
打
つ
の
だ
っ
た）

17
（

」。

　

プ
ル
ー
ス
ト
の
カ
イ
エ
29
の
な
か
に
、「
フ
ロ
ベ
ー
ル
論
に
書
き
加
え
る
こ
と
」
と
い
う
メ
モ
風
の
断
章
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で

『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
に
出
て
く
る
比
喩
を
と
り
あ
げ
て
、「
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
砕
か
れ
、
解
体
さ
れ
、
散
文
の
な
か
に
吸
収
さ
れ
る

と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て
い
な
い
し
、
事
物
が
す
く
っ
と
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い）

18
（

」
と
書
い
て
い
る
。
こ

れ
ま
で
見
て
き
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
陳
腐
さ
に
、
融
合
の
欠
如
が
加
わ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
お
そ
ら
く
こ
こ
で
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
独
自
の

半
過
去
の
使
い
か
た
に
あ
ら
わ
れ
た
融
合
の
し
か
た
と
同
様
の
効
果
を
期
待
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
『
フ
ロ
ベ
ー
ル

の
「
文
体
」
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、「
永
遠
の
半
過
去
」
が
果
た
す
役
割
と
し
て
、
自
由
間
接
話
法
を
指
摘
し
て
い
る
。「
こ
の
永

遠
の
半
過
去
は
、
会
話
が
地
の
文
に
溶
け
込
む
形
で
フ
ロ
ベ
ー
ル
が
間
接
話
法
で
伝
え
る
作
中
人
物
の
言
葉
を
含
ん
で
い
る）

19
（

」。
お

な
じ
よ
う
に
、
多
様
な
動
詞
を
巧
み
に
使
い
分
け
て
、
異
質
な
要
素
を
「
ひ
と
つ
づ
き
の
、
同
質
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
な
か）

20
（

」
に
と
り

込
み
な
が
ら
、
も
の
に
人
間
と
お
な
じ
生
命
を
お
び
さ
せ
た
り
、
人
を
も
の
に
変
身
さ
せ
た
り
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
動
詞
の
巧

み
な
使
い
か
た
同
様
、
比
喩
に
つ
い
て
も
、
砕
か
れ
、
解
体
さ
れ
た
あ
と
、
文
体
に
溶
け
込
ま
せ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
、

た
が
い
に
調
和
す
る
よ
う
に
つ
と
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
フ
ロ
ベ
ー
ル
を
見
る
プ
ル
ー
ス
ト
が
、「
フ
ロ
ベ
ー
ル
論
に
書
き
加
え
る
こ
と
」
の
な
か
で
、
融
合
の
欠
如
の
例
を

『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
か
ら
あ
げ
て
い
る
。「
だ
か
ら
ヨ
ン
ヴ
ィ
ル
の
田
園
は
、《
銀
の
飾
り
紐
で
縁
ど
り
さ
れ
た
、
緑
色
の
ビ
ロ
ー

ド
の
襟
の
つ
い
た
マ
ン
ト
を
大
き
く
ひ
ろ
げ
た
よ
う
だ
》
と
書
か
れ
﹇
…
﹈）

21
（

」。
こ
の
比
喩
を
、
均
質
な
文
体
で
は
な
い
と
す
る
プ

ル
ー
ス
ト
は
、
亀
裂
も
な
い
、
嵌
め
込
み
の
あ
と
も
な
い
、
な
め
ら
か
な
斑
岩
の
よ
う
な
文
体
と
は
い
え
な
い
と
評
し
て
い
る
。
彼

が
例
と
し
て
あ
げ
た
文
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
大
き
な
マ
ン
ト
」un grand m

anteau déplié

は
、「
草
原
」prairie

の
広
が
り
に
比
べ
ら
れ
、「
ビ
ロ
ー
ド
」velours

は
、「
牧
草
」herbage

の
心
地
よ
さ
に
、「
銀
の
飾
り
紐
」un gallon d’argent
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は
、「
川
の
ひ
と
す
じ
の
白
線
」une raie blanche de la rivière

に
、
そ
し
て
最
後
に
、
過
去
分
詞
「
縁
ど
り
さ
れ
た
」bordé

は
、

状
況
補
語
「
草
原
の
縁
」au bord de l’herbe

に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
。
風
景
の
異
な
る
部
分
が
、
衣
服
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
に

よ
っ
て
こ
と
ご
と
く
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ヨ
ン
ヴ
ィ
ル
の
田
園
は
、
大
き
な
マ
ン
ト
の
隠
喩
に
よ
っ
て
す
っ
ぽ
り
覆
わ
れ
、
窒

息
し
そ
う
な
ほ
ど
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
言
葉
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
ほ
か
の
文
に
溶
け
込
ん
で
い
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
彼
が
隠
喩
の
用
い
か
た
以
外
の
こ
と
に
つ
い
て
フ
ロ
ベ
ー
ル
に
認
め
る
、
文
法
の
特
異
性
が
生
み
出

す
効
果
、「
広
大
な
表
面
を
一
様
に
き
ら
め
か
せ
る
た
だ
一
つ
の
物
質
に
変
え
て
し
ま
う）

22
（

」
融
合
の
効
果
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。

　

さ
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
隠
喩
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
な
か
か
ら
例
を
あ
げ
て
、
融
合
と
い

う
観
点
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
コ
ン
ブ
レ
ー
の
章
の
始
め
の
ほ
う
に
、
冬
の
部
屋
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
が
、
そ

こ
で
「
空
気
の
大
き
な
マ
ン
ト
」
と
い
う
比
喩
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

夜
通
し
暖
炉
の
火
が
保
た
れ
て
い
る
の
で
、
と
き
ど
き
燃
え
あ
が
る
燠
火
の
あ
か
り
を
も
ら
す
、
あ
た
た
か
い
煙
っ
た
空
気
の

大
き
な
マ
ン
ト
に
く
る
ま
っ
て
眠
る
の
だ
、
そ
ん
な
空
気
の
マ
ン
ト
は
、
い
わ
ば
触
知
で
き
な
い
ア
ル
コ
ー
ヴ
、
こ
の
部
屋
の

ま
ん
な
か
に
う
が
れ
た
あ
た
た
か
い
洞
窟
で
、
そ
の
熱
の
輪
郭
か
ら
な
る
圏
内
は
、
部
屋
の
す
み
の
、
窓
に
近
い
、
暖
炉
に
遠

い
あ
た
り
か
ら
、
私
た
ち
の
顔
を
ひ
や
し
に
き
て
く
れ
る
空
気
の
そ
よ
ぎ
に
よ
っ
て
、
火
が
つ
い
た
よ
う
に
な
り
、
ゆ
ら
ゆ
ら

と
動
く
の
だ）

23
（

。

　

空
気
の
マ
ン
ト
が
も
た
ら
す
、
ぬ
く
も
り
の
心
地
よ
さ
、
く
つ
ろ
ぎ
、
親
密
さ
、
そ
し
て
身
体
保
護
の
概
念
、
そ
れ
ら
は
引
用

文
の
す
ぐ
前
、
冬
の
部
屋
が
「
鳥
の
巣
」
に
た
と
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
予
告
さ
れ
て
い
る
。「
ア
ル
コ
ー
ヴ
」
の
イ
マ
ー
ジ
ュ

は
観
念
連
合
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
空
気
」
と
暖
炉
の
「
火
の
」
相
互
作
用
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
「
空
気
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の
マ
ン
ト
」
は
、「
あ
た
た
か
く
煙
っ
て
い
る
」
と
形
容
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
次
の
言
葉
、「
触
知
で
き
な
い
ア
ル
コ
ー
ヴ
」

im
palpable alcôve

、「
う
が
た
れ
た
洞
窟
」caverne creusée

、
と
り
わ
け
形
容
詞
は
、「
空
気
」
に
差
し
向
け
ら
れ
る
。
そ
れ

に
対
し
、「
燃
え
あ
が
る
、
火
が
つ
く
」ardente

や
、「
ゆ
ら
ゆ
ら
と
動
く
」m

obile

や
、「
熱
の
輪
郭
」contours therm

iques

は
、

「
空
気
」
の
描
写
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、「
火
」
の
ほ
う
に
結
び
つ
く
。
し
か
し
ほ
ん
と
う
は
、
す
べ
て
の
要
素

が
絡
み
合
い
、
交
錯
し
、
重
な
り
合
い
、
ま
さ
に
、
も
の
自
体
が
、
空
気
の
輪
郭
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
変
幻
自
在
で
あ
る
。

　

プ
ル
ー
ス
ト
は
冬
の
部
屋
の
こ
の
描
写
で
、
お
そ
ら
く
主
人
公
あ
る
い
は
自
分
自
身
の
、
ま
た
レ
オ
ニ
ー
叔
母
さ
ん
の
、
寒
が
り
、

出
不
精
を
も
ほ
の
め
か
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
レ
オ
ニ
ー
叔
母
は
、
ま
ず
コ
ン
ブ
レ
ー
か
ら
出
た
が
ら
な
く
な
り
、
つ
い
で

家
か
ら
、
そ
し
て
部
屋
か
ら
、
つ
い
に
は
ベ
ッ
ド
か
ら
出
た
が
ら
な
く
な
る
の
で
あ
る）

24
（

。
寒
が
り
な
の
は
コ
ン
ブ
レ
ー
の
住
民
だ
け

で
は
な
い
。
こ
の
町
も
、
こ
の
地
に
あ
る
教
会
も
ま
た
「
寒
が
り
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
コ
ン
ブ
レ
ー
は
、
そ
の
町
を

要
約
す
る
、
一
つ
の
教
会
で
し
か
な
く
、﹇
…
﹈
野
原
の
ま
ん
な
か
で
、
風
に
さ
か
ら
い
な
が
ら
、
そ
の
丈
の
長
い
暗
い
色
の
マ
ン

ト
の
ま
わ
り
に
、
羊
飼
い
の
女
が
自
分
の
羊
た
ち
を
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
、
集
ま
っ
た
家
々
の
灰
色
の
羊
毛
の
背
中
を
ぴ
っ
た
り

と
ひ
き
よ
せ
て
い
た
﹇
…
﹈）

25
（

」
の
で
あ
る
か
ら
。

　
「
空
気
の
マ
ン
ト
」
に
重
ね
合
わ
さ
れ
た
「
ア
ル
コ
ー
ヴ
」
は
、
こ
ん
ど
は
そ
の
二
つ
に
共
通
し
て
内
包
す
る
意
味
内
容
に
よ
っ

て
、「
部
屋
の
ま
ん
な
か
に
う
が
た
れ
た
洞
窟
」
へ
と
姿
を
変
え
る
。
お
な
じ
空
洞
（creux, vide, air

）
の
概
念
が
二
つ
の
も
の

を
結
合
さ
せ
、
空
気
の
マ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
容
器
」
で
あ
る
と
同
時
に
、「
内
容
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

プ
ル
ー
ス
ト
が
、
畳
韻
法
と
名
づ
け
た
、「
内
容
」
と
「
容
器
」
に
よ
る
「
相
互
的
隠
喩
」
が
み
ご
と
に
表
れ
た
、
ヴ
ィ
ヴ
ォ
ン
ヌ

川
の
ガ
ラ
ス
び
ん
の
挿
話
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
畳
韻
法
は
、
頭
韻
法
と
も
い
い
、
同
一
子
音
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
擬
音

的
、
音
楽
的
効
果
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
律
動
の
反
復
を
も
の
の
見
か
た
に
ま
で
押
し
広
げ
、
い
わ
ば
、
視
覚
的
畳
韻

法
と
も
い
う
べ
き
効
果
を
プ
ル
ー
ス
ト
は
創
り
出
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
子
音
の
音
に
よ
る
畳
韻
法
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
本
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質
的
に
異
な
る
二
つ
の
物
に
つ
い
て
、
閉
鎖
音
﹇
ｔ
／
ｄ
﹈
の
畳
韻
法
は
、
固
さ
の
あ
る
マ
ン
ト
に
、
そ
れ
に
対
し
空
気
の
流
動
性

に
は
、
流
音
や
狭
窄
子
音
﹇
ｌ
﹈、﹇
∫
／
ｓ
﹈、﹇
ｆ
﹈
の
畳
韻
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る）

26
（

。

　

フ
ロ
ベ
ー
ル
の
隠
喩
が
わ
れ
わ
れ
に
残
す
、
静
的
で
き
っ
ぱ
り
と
し
た
印
象
は
、
動
的
で
し
な
や
か
で
自
在
な
プ
ル
ー
ス
ト
の
隠

喩
と
対
照
を
な
す
。
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
い
て
は
す
べ
て
が
、
複
雑
に
、
巧
み
に
絡
み
合
い
、
う
ろ
こ
状
に
重
な
り
合
い
し
な
が
ら
、

最
大
限
の
響
き
合
い
の
効
果
が
え
ら
れ
る
よ
う
に
編
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
隠
喩
を
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
作
中
の
画
家

エ
ル
ス
チ
ー
ル
の
描
く
カ
ル
ク
チ
ュ
イ
の
港
の
形
を
借
り
て
、
視
覚
的
に
も
っ
と
も
よ
く
表
し
て
い
る
。
そ
の
絵
に
お
い
て
、
す
べ

て
の
境
界
線
は
と
り
払
わ
れ
て
お
り
、
海
の
要
素
と
陸
の
要
素
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

不
完
全
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
提
示
し
た
分
析
か
ら
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
特
徴
的
な
隠
喩
に
つ
い
て
、
い
く
ぶ
ん
か
明
ら
か
に
な

り
、
彼
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
た
「
融
合
」
の
意
味
を
多
少
な
り
と
も
理
解
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
だ
し
、
プ
ル
ー
ス
ト

の
作
品
に
お
け
る
「
融
合
」
と
、
彼
が
フ
ロ
ベ
ー
ル
に
期
待
す
る
そ
れ
と
の
間
に
、
避
け
が
た
い
隔
た
り
が
あ
る
の
は
承
知
の
上
で

の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ほ
ん
と
う
に
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
ど
こ
を
探
し
て
も
美
し
い
隠
喩
は
一
つ
と
し
て
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
プ
ル

ー
ス
ト
が
非
難
す
る
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
陳
腐
さ
と
、
融
合
の
欠
如
は
、『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
に
お
い
て
、
な
ん
ら
意
味
を
な
さ
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

「
動
く
歩
道
」
の
リ
ズ
ム

　

も
し
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
文
法
の
特
異
性
が
、
彼
の
新
し
い
も
の
の
見
か
た
を
翻
訳
す
る
も
の

で
あ
る
な
ら
、
隠
喩
も
ま
た
、
彼
の
新
し
い
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
示
す
も
の
に
違
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
し
視
野
を
広
げ
て
、

二
人
の
作
家
の
描
写
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
の
見
か
た
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

さ
っ
そ
く
二
つ
の
節
を
と
り
出
し
て
比
較
し
て
み
よ
う
。
は
じ
め
の
プ
ル
ー
ス
ト
の
文
は
「
ゲ
ル
マ
ン
ト
の
ほ
う
」
の
な
か
の
、
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ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
森
の
島
の
描
写
で
あ
る
。
話
者
は
そ
の
島
で
ス
テ
ル
マ
リ
ア
夫
人
と
食
事
を
と
も
に
す
る
の
を
想
像
す
る
こ
と
が
快

楽
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
結
局
、
最
後
の
馬
車
が
通
り
す
ぎ
る
こ
ろ
、
話
者
ひ
と
り
で
島
の
な
か
へ
食
事
を
し
に
行
く
。

夜
の
神
秘
に
答
え
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
身
を
ふ
る
わ
せ
て
ひ
っ
き
り
な
し
に
夜
の
神
秘
を
呼
ん
で
い
る
ポ
プ
ラ
の
梢
の
う

え
に
、
ば
ら
色
の
雲
が
ひ
と
ひ
ら
、
穏
や
か
な
空
の
な
か
に
生
命
の
最
後
の
色
を
と
ど
め
て
い
る
。
雨
が
数
滴
、
音
も
な
く
水

の
上
に
落
ち
か
か
る
。
そ
の
水
は
長
い
年
月
の
間
そ
こ
に
あ
り
な
が
ら
、
生
ま
れ
た
て
の
清
ら
か
さ
で
、
い
つ
も
そ
の
と
き
ど

き
の
色
を
帯
び
、
と
も
す
れ
ば
そ
こ
に
す
が
た
を
映
す
雲
や
花
を
忘
れ
が
ち
に
な
る
。
そ
し
て
ゼ
ラ
ニ
ウ
ム
が
そ
の
花
弁
の
色

を
ひ
と
き
わ
明
る
く
輝
か
せ
て
、
暗
さ
を
ま
し
た
黄
昏
と
む
な
し
く
競
っ
た
あ
と
は
、
ね
む
り
に
入
る
島
を
霧
が
つ
つ
み
に
や

っ
て
く
る）

27
（

。

　

身
を
ふ
る
わ
せ
て
夜
の
神
秘
を
呼
ぶ
ポ
プ
ラ
の
動
き
に
、
穏
や
か
に
や
っ
て
く
る
夜
の
動
き
が
響
き
合
う
。
そ
し
て
、
ポ
プ
ラ
の

上
方
で
は
、
雲
が
ば
ら
色
に
染
ま
る
。
つ
い
で
、
雨
が
落
ち
る
水
の
上
、
そ
こ
は
遠
い
過
去
と
、
そ
の
姿
を
映
す
今
と
の
出
会
い
の

場
で
あ
る
。
水
鏡
に
は
雲
と
花
の
ゆ
ら
め
き
。
地
上
で
は
ゼ
ラ
ニ
ウ
ム
の
色
調
が
む
な
し
く
ク
レ
ッ
シ
ェ
ン
ド
に
向
か
い
、
だ
ん
だ

ん
と
薄
く
な
る
黄
昏
の
空
に
対
抗
す
る
。
最
後
の
動
き
は
、
こ
の
島
全
体
を
ゆ
っ
く
り
と
覆
っ
て
ゆ
く
霧
、
そ
し
て
島
は
眠
り
に
つ

く
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
こ
こ
で
、
景
色
と
い
う
空
間
を
通
り
過
ぎ
る
逃
げ
去
る
時
を
、「
瞬
間
的
な
」
風
景
と
し
て
、
定
着
さ
せ
よ
う

と
し
て
い
る
。
し
か
も
、
風
景
描
写
の
こ
う
し
た
流
動
性
に
つ
い
て
い
え
ば
、
引
用
し
た
一
節
の
す
ぐ
前
で
、
植
物
園
に
放
し
飼
い

に
さ
れ
た
め
ず
ら
し
い
鳥
た
ち
が
自
由
に
飛
び
交
う
の
と
同
様
、
人
の
ま
な
ざ
し
の
、
人
工
的
な
庭
園
か
ら
遠
く
の
自
然
な
田
園
へ
、

ま
た
そ
の
逆
へ
と
境
界
線
を
消
し
な
が
ら
自
由
に
行
き
交
う
さ
ま
に
言
及
し
て
い
る
。

　

二
つ
目
の
例
は
、『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
か
ら
で
あ
る
。
エ
ン
マ
が
ロ
ド
ル
フ
と
か
け
落
ち
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
日
の
前
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日
、
エ
ン
マ
は
彼
と
会
う
の
だ
が
、
彼
の
ほ
う
は
だ
ん
だ
ん
と
彼
女
へ
の
関
心
が
失
せ
て
き
て
い
る
。
ロ
ド
ル
フ
は
約
束
ど
お
り
か

け
落
ち
し
よ
う
な
ど
と
は
、
け
っ
し
て
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。

月
は
ま
ん
ま
る
く
紫
が
か
っ
て
、
牧ま
き
ば場
の
果
て
の
地
平
線
を
離
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
月
は
白は
こ
や
な
ぎ楊
の
枝
の
な
か
へ
す
っ
と
の

ぼ
っ
て
ゆ
く
、
と
、
枝
は
穴
の
あ
い
た
黒
幕
の
よ
う
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
月
の
お
も
て
を
隠
す
の
で
あ
っ
た
。
や
が
て
月
は
こ
う

こ
う
と
か
が
や
き
出
て
虚こ
く
う空
を
照
ら
し
た
。
月
は
そ
の
と
き
歩
み
を
ゆ
る
め
、
川か
わ
も面
に
大
き
な
影
を
落
と
し
た
。
影
は
無
数
の

星
と
な
っ
て
散
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
銀
光
は
、
鱗う
ろ
こ

き
ら
め
く
無
頭
の
蛇
の
よ
う
に
水
底
へ
う
ね
り
込
む
か
と
思
わ
れ
た
。
そ

れ
は
ま
た
、
鎔と

け
た
金
鉱
石
の
し
ず
く
が
伝
い
落
ち
る
奇
怪
な
枝
つ
き
燭
台
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
な
ご
や
か
な
夜
が
二
人
の

ま
わ
り
に
広
が
っ
て
い
る
。
影
の
と
ば
り
が
木
の
葉
の
茂
み
に
み
ち
て
い
た
。
エ
ン
マ
は
眼
を
な
か
ば
閉
じ
て
、
そ
よ
ぐ
涼
風

を
大
き
く
深
ぶ
か
と
吸
い
こ
ん
だ
。
寄
せ
て
く
る
夢
に
お
ぼ
れ
て
二
人
は
言
葉
さ
え
交か

わ
さ
な
か
っ
た
。
古
い
日
の
愛
情
が
そ

ば
を
流
れ
る
川
の
よ
う
に
豊
か
に
、
ひ
め
や
か
に
、
ま
た
山ば
い
か
う
つ
ぎ

梅
花
が
運
ん
で
く
る
柔
ら
か
な
香
の
よ
う
に
、
二
人
の
と
こ
ろ
に

帰
っ
て
き
た
。
そ
し
て
草
葉
の
上
に
の
び
て
じ
っ
と
動
か
ぬ
柳
の
影
よ
り
も
、
も
っ
と
長
い
、
も
っ
と
淋
し
い
影
を
二
人
の
追

憶
の
う
ち
に
投
げ
る
の
で
あ
っ
た
。
針は
り

ね
ず
み

0

0

0

か
い・0

た・

・

0

ち0

か
、
夜
の
け
も
の
が
餌
を
あ
さ
っ
て
よ
く
木
の
葉
を
さ
わ
が
せ
た
。

ま
た
折
お
り
は
熟う

れ
た
桃
の
実
が
、
果か
じ
ゅ
し
ょ
う

樹
墻
か
ら
ポ
タ
リ
と
ひ
と
り
で
に
落
ち
る
の
が
聞
こ
え
た）

28
（

。

　

美
し
い
隠
喩
が
ち
り
ば
め
ら
れ
た
前
半
部
分
は
、
月
に
割
り
あ
て
ら
れ
て
お
り
、「
昇
る
」se leveait

、「
の
ぼ
る
」montait

、「
落

と
す
」laissa tom

ber

、「
水
底
へ
う
ね
り
込
む
」s’y tordre jusqu’au fond

な
ど
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
垂
直

で
し
か
も
、
線
的
な
動
き
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
描
写
の
な
か
ほ
ど
に
置
か
れ
た
月
に
重
ね
ら
れ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
、「
鎔
け

た
金
鉱
石
の
し
ず
く
が
伝
い
落
ち
る
」
…ruisselaient, tout du long

、「
奇
怪
な
枝
つ
き
燭
台
」quelque m

onstrueux candé-
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labre

は
巧
み
な
選
択
で
あ
る
。
動
詞ruisseler

は
、﹇
川
の
よ
う
に
﹈
流
れ
る
と
い
う
意
味
と
、﹇
光
な
ど
が
﹈
輝
く
と
い
う
意
味

が
あ
る
し
、
そ
れ
ら
は
、
燭
台
の
形
に
よ
っ
て
垂
直
性
を
、「
鎔
け
た
」
し
ず
く
が
、
川
の
流
れ
に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
水
平

性
を
、
同
時
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
こ
か
ら
、
動
き
は
そ
の
方
向
を
変
え
る
。
引
用
の
後
半
部
で
は
前
半
と
は
対
照
的
に
、
水
平
性
や
長
く
の
び
る
線
が
目

立
っ
て
い
る
。「
広
が
る
」s’étalait

、「
み
た
す
」em

plissaient

、「
そ
よ
ぐ
涼
風
」le vent qui soufflait

、「
寄
せ
く
る
」enva-

hissem
ent

、「
帰
っ
て
き
た
」revenait

、「
流
れ
る
」coulait

、「
草
葉
の
上
に
の
び
て
」s’allongeaient sur l’herbe

、「
も
っ
と

長
い
影
」des om

bres plus dém
esurées

、「
餌
を
追
う
」se m

ettant en chasse

な
ど
の
言
葉
が
そ
れ
を
表
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
水
平
性
が
支
配
す
る
情
景
の
な
か
で
、
桃
の
実
が
ま
っ
す
ぐ
下
方
に
ぽ
と
り
と
落
ち
る
、
そ
の
効
果
ほ
ど
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
す
べ
て
の
動
き
は
、
ひ
と
つ
の
落
下
に
よ
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
桃
と
月
の
、
色
と
形
の
類
似
は
こ
こ
で
は

偶
然
で
は
な
い
。
落
下
に
よ
っ
て
生
命
を
完
結
さ
せ
る
桃
は
、
性
と
死
の
象
徴
で
あ
る
月
と
の
類
似
と
あ
い
ま
っ
て
、
二
人
の
愛
の

終
わ
り
を
ほ
の
め
か
し
、
小
説
の
最
後
の
エ
ン
マ
の
運
命
を
も
予
告
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
月
は
、「
川

面
に
大
き
な
影
を
落
と
し
」、
そ
の
「
影
は
無
数
の
星
と
な
っ
て
散
っ
た
」
の
だ
っ
た
。

　

さ
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
描
写
で
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
へ
と
鳥
の
飛
翔
の
よ
う
に
、
自
由
に
軽
や
か
に
想
像
力
を
は
ば
た
か
せ
た
。

フ
ロ
ベ
ー
ル
の
場
合
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
言
葉
を
借
り
る
と
、「
大
き
な
動
く
歩
道

0

0

0

0

の
よ
う
に
、
た
え
ず
単
調
に
、
陰
鬱
に
、
無
限
に

動
く
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
文
章
に
乗
っ
て）

29
（

」
い
る
感
じ
が
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
言
葉
は
、
隠
喩
は
除
い
て
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
文
法
の

特
異
性
、
美
し
さ
に
つ
い
て
彼
が
指
摘
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
て
み
る
と
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
イ

マ
ー
ジ
ュ
の
凡
庸
さ
、
陳
腐
さ
は
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、「
大
き
な
動
く
歩
道
」
の
印
象
と
不
思
議
に
調
和
し
て
い
る
よ
う
に
思
え

る
。
プ
ル
ー
ス
ト
と
比
較
し
て
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
描
写
が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
静
的
な
文
体
の
印
象
は
、
一
つ
に
は
、
風
景
の
並
立

か
ら
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
プ
ル
ー
ス
ト
自
身
、「
フ
ロ
ベ
ー
ル
論
に
書
き
加
え
る
こ
と
」
の
な
か
で
、「
フ
ロ
ベ
ー
ル
は
、
描
写
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の
正
確
さ
、
美
し
さ
、
い
く
つ
か
の
風
景
を
並
立
さ
せ
て
描
く
点
で
、
レ
ニ
エ
を
先
導
し
た
人
だ）

30
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
存
在
」
と
「
類
推
」

　

聖
堂
と
そ
の
周
辺
の
描
写
に
は
、
際
立
つ
並
行
関
係
と
、
内
と
外
の
み
ご
と
な
響
き
合
い
が
認
め
ら
れ
る
。
す
で
に
少
し
触
れ
た
、

聖
堂
で
の
エ
ン
マ
と
レ
オ
ン
の
あ
い
び
き
の
く
だ
り
で
あ
る
。
レ
オ
ン
は
彼
女
よ
り
早
く
や
っ
て
く
る
。
い
く
つ
か
の
節
（
ノ
ー
ト

ル
ダ
ム
寺
院
前
の
広
場
で
す
み
れ
の
束
を
買
う
レ
オ
ン
、
教
会
堂
の
な
か
で
堂
守
と
言
葉
の
交
わ
し
合
い
）
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て

い
る
二
つ
の
場
面
は
ほ
ぼ
同
じ
長
さ
で
描
か
れ
て
い
る
。
次
に
つ
づ
け
て
あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。　

晴
れ
た
夏
の
朝
で
あ
っ
た
。
錺か

ざ
り
や屋

の
店
に
は
銀
の
器
が
か
が
や
い
て
い
た
。
陽ひ

の
光
は
大
寺
院
の
上
に
斜
め
に
さ
し
て
灰
色
の

石
の
割
れ
目
に
キ
ラ
キ
ラ
光
る
。
鳥
の
ひ
と
群
は
青
色
に
ク
ロ
ー
バ
ー
形
ア
ー
チ
の
つ
い
た
小
さ
な
鐘
楼
を
め
ぐ
っ
て
舞
っ
て

い
た
。
人
の
叫
び
も
か
ま
び
す
し
い
広
場
は
、
ば
ら
、
ジ
ャ
ス
ミ
ン
、
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
水
仙
、
月
下
香
な
ど
、
敷
石
を
縁

ど
る
花
の
香
り
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
た
。
不
規
則
な
間
隔
を
置
い
た
そ
れ
ら
の
花
の
間
に
は
、
犬い
ぬ

薄は
っ
か荷
や
は
こ
べ

0

0

0

な
ど
露
を
ふ

く
ん
だ
青
草
が
あ
っ
た
。
中
央
に
は
泉
が
音
を
立
て
て
い
た
。
そ
し
て
、
大
き
な
傘
の
下
、
三
角
に
積
み
上
げ
た
甜ま
く
わ

瓜う
り

の
間

に
は
帽
子
も
か
ぶ
ら
な
い
物
売
女
が
す
み
れ
の
束
を
紙
に
巻
い
て
い
た）

31
（

。

本
陣
は
、
な
み
な
み
と
水
を
た
た
え
た
祝
水
盤
に
ア
ー
チ
の
尖
端
や
ス
テ
ン
ド
・
グ
ラ
ス
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
を
映
し
て
い
る
。

し
か
し
ス
テ
ン
ド
・
グ
ラ
ス
の
絵
の
影
は
大
理
石
に
当
た
っ
て
砕
け
、
そ
の
向
こ
う
の
敷
石
の
上
に
、
色
と
り
ど
り
の
毛も
う
せ
ん氈
の

よ
う
に
つ
づ
い
て
い
た
。
外
の
明
る
い
陽ひ

ざ
し
は
、
開
い
た
三
つ
の
扉
か
ら
、
ふ
と
い
三
筋
の
光
と
な
っ
て
堂
の
な
か
へ
延
び

て
い
た
。
と
き
ど
き
一
人
の
寺
男
が
奥
の
方
を
通
り
過
ぎ
た
。
そ
し
て
信
者
が
急
い
だ
と
き
に
す
る
よ
う
に
、
祭
壇
の
前
で
斜
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め
に
ち
ょ
っ
と
膝
を
曲
げ
た
。
カ
ッ
ト
・
グ
ラ
ス
の
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
が
静
か
に
さ
が
っ
て
い
た
。
内
陣
に
は
銀
の
灯
明
が
燃
え

て
い
る
。
そ
し
て
脇
の
礼
拝
所
や
、
教
会
の
小
暗
い
と
こ
ろ
か
ら
は
、
高
い
円
天
井
に
反
響
し
な
が
ら
下
り
る
格
子
窓
の
響
き

に
つ
れ
て
、
と
き
お
り
、
た
め
息
の
よ
う
な
も
の
が
も
れ
て
き
た）

32
（

。

　

二
つ
の
情
景
を
比
べ
る
と
、
ま
ず
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
寺
院
前
の
広
場
で
は
「
銀
の
器
が
か
が
や
き
」、
内
陣
で
は
「
銀
の
灯
明
が
燃

え
て
い
る
」。
そ
し
て
、
外
の
「
陽
の
光
は
大
寺
院
の
上
に
斜
め
に
さ
し
」、
そ
の
陽
ざ
し
が
「
ふ
と
い
三
筋
の
光
と
な
っ
て
堂
の
な

か
へ
延
び
て
」
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
陣
で
、
ス
テ
ン
ド
・
グ
ラ
ス
の
絵
が
「
大
理
石
に
当
た
っ
て
砕
け
」
敷
石
に
反
射
す
る
さ

ま
は
、
外
で
建
物
に
当
た
っ
た
陽
の
光
が
「
灰
色
の
石
の
割
れ
目
に
キ
ラ
キ
ラ
光
る
」
情
景
と
呼
応
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
鳥
が
鐘
楼
の
ま
わ
り
を
舞
う
様
子
は
、
寺
男
が
祭
壇
の
前
を
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
動
き
と
重
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ

ま
ざ
ま
な
色
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
広
場
の
「
敷
石
を
縁
ど
る
花
」
は
、
本
陣
で
ス
テ
ン
ド
・
グ
ラ
ス
の
絵
が
、「
敷
石
の
上

に
、
色
と
り
ど
り
の
毛
氈
の
よ
う
に
つ
づ
い
て
」
い
る
さ
ま
と
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
奏
で
て
い
る
。
寺
院
前
で
は
「
花
の
香
り
」
が
漂
よ

い
、
な
か
に
入
れ
ば
、
香
の
香
り
が
立
ち
の
ぼ
る
。
さ
ら
に
広
場
の
「
泉
」
は
、「
な
み
な
み
と
水
を
た
た
え
た
祝
水
盤
」
と
呼
応

し
、
音
に
関
し
て
は
、
広
場
に
響
く
人
の
声
と
、
泉
の
立
て
る
音
が
、
教
会
内
に
聞
こ
え
る
人
の
た
め
息
と
、
格
子
窓
の
立
て
る
響

き
に
そ
れ
ぞ
れ
つ
な
が
る
。

　

そ
し
て
最
後
に
、「
大
き
な
傘
の
下
」sous de larges parapluies

と
い
う
場
所
を
表
わ
す
状
況
補
語
は
、「
高
い
円
天
井
」
の

下sous les hautes boûtes

と
い
う
語
と
対
応
す
る
が
、
開
い
た
傘
と
、
円
天
井
は
と
も
に
形
も
似
て
い
る
。
形
の
類
似
と
い
う

点
で
は
、
傘
の
下
に
「
三
角
に
積
み
上
げ
た
甜
瓜
」
と
同
じ
よ
う
に
、「
カ
ッ
ト
・
グ
ラ
ス
の
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
が
静
か
に
さ
が
っ

て
」
三
角
形
を
形
作
っ
て
い
る
。

　

内
と
外
は
み
ご
と
な
ま
で
に
一
つ
一
つ
重
な
る
が
、
描
写
は
け
っ
し
て
動
的
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
一
方
プ
ル
ー
ス
ト
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の
場
合
は
、
想
像
力
に
よ
っ
て
、
時
間
的
に
は
過
去
と
現
在
を
結
合
さ
せ
、
空
間
的
に
は
内
と
外
の
間
の
す
べ
て
の
境
界
線
を
と
り

の
ぞ
い
て
躍
動
的
に
描
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
る）

33
（

。
本
質
の
な
か
の
現
実
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
想
像
力
の
た
す
け
を
借
り
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
彼
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
プ
ル
ー
ス
ト
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
「
唯
一
、
美
を
享
受
す
る
た
め
の
器
官）

34
（

」
な
の
で
あ

る
か
ら
。

　

次
に
あ
げ
る
例
は
、
コ
ン
ブ
レ
ー
の
教
会
の
ス
テ
ン
ド
・
グ
ラ
ス
を
め
ぐ
る
描
写
で
あ
る
。

太
陽
の
瞬
間
の
ほ
ほ
え
み
は
、
広
場
の
敷
石
や
市
場
の
わ
ら
の
上
と
お
な
じ
よ
う
に
、
ス
テ
ン
ド
・
グ
ラ
ス
の
宝
石
を
ひ
た
し

て
い
る
青
い
穏
や
か
な
波
の
な
か
に
も
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ば
か
り
か
私
た
ち
が
復
活
祭
の
ま
え
に
早
々
と
こ
の

土
地
に
き
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
、
最
初
の
こ
ろ
の
日
曜
日
と
い
う
と
、
大
地
が
ま
だ
む
き
だ
し
で
黒
い
の
だ
が
、
太
陽
の
ほ

ほ
え
み
は
、
聖
王
ル
イ
の
後
継
者
た
ち
の
時
代
の
、
歴
史
的
な
春
の
よ
う
に
、
ガ
ラ
ス
で
で
き
た
忘
れ
な
草
の
ま
ぶ
し
い
金
色

の
あ
の
カ
ー
ペ
ッ
ト
を
花
咲
か
せ
な
が
ら
、
私
を
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
る
の
で
あ
っ
た）

35
（

。

　

太
陽
は
、
広
場
の
敷
石
に
も
、
ス
テ
ン
ド
・
グ
ラ
ス
に
も
同
時
に
宿
り
、
そ
の
ほ
ほ
え
み
が
、
十
三
世
紀
の
春
と
な
っ
て
教
会
内

に
カ
ー
ペ
ッ
ト
を
映
し
出
す
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
例
を
見
て
み
よ
う
。
話
者
が
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
を
訪
れ
、
ジ
ョ
ッ
ト
ー
の
壁
画
を

見
る
た
め
に
パ
ド
ヴ
ァ
ま
で
足
を
の
ば
す
場
面
で
、
そ
の
壁
画
の
あ
る
礼
拝
堂
の
印
象
が
語
ら
れ
る
。「
ふ
り
そ
そ
ぐ
日
ざ
し
の
な

か
、
ア
レ
ー
ナ
の
庭
を
横
ぎ
っ
て
、
私
は
ジ
ョ
ッ
ト
ー
の
壁
画
の
あ
る
礼
拝
堂
に
入
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
円
天
井
全
体
も
壁
画
の

背
景
も
あ
ま
り
に
も
青
い
の
で
、
晴
れ
や
か
な
顔
を
し
た
昼
さ
が
り
そ
の
も
の
が
、
来
訪
者
と
い
っ
し
ょ
に
閾
を
ま
た
い
で
は
い
っ

て
、
一
瞬
、
そ
の
澄
ん
だ
空
を
、
日
陰
の
涼
し
い
と
こ
ろ
へ
置
き
に
き
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
﹇
…
﹈）

36
（

」。
こ
の
よ
う
に
、
時
間
的
・

空
間
的
境
界
線
が
と
り
の
ぞ
か
れ
る
。
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プ
ル
ー
ス
ト
と
は
異
な
り
、
お
そ
ら
く
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
レ
ア
リ
ス
ム
は
、
物
と
物
の
間
の
境
界
線
を
と
り
の
ぞ
く
こ
と
を
ゆ
る
さ

ず
、
そ
れ
ゆ
え
内
か
ら
外
へ
、
外
か
ら
内
へ
の
ま
な
ざ
し
の
移
動
は
、
し
ば
し
ば
登
場
人
物
の
移
動
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
プ
ル

ー
ス
ト
と
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
文
体
的
な
相
違
、
そ
れ
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
存
在
」
と
「
類
推
」
の
違
い
で
あ
り
、

ま
た
は
「
実
質
的
文
体
」
と
「
隠
喩
的
文
体
」
の
違
い
で
も
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う）

37
（

。
し
か
し
な
が
ら
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
こ
の
二
つ
の

場
面
が
独
自
の
方
法
で
み
ご
と
な
響
き
合
い
を
見
せ
て
い
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

　

フ
ロ
ベ
ー
ル
に
も
ど
ろ
う
。
レ
オ
ン
の
注
意
深
い
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
眺
め
ら
れ
た
、
呼
応
す
る
二
つ
の
情
景
に
は
、
小
説
家
の

ひ
そ
か
な
介
入
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
建
物
の
内
側
と
外
側
が
重
な
り
合
う
描
写
は
、
そ
の

数
ペ
ー
ジ
あ
と
の
よ
く
知
ら
れ
た
、
レ
オ
ン
と
エ
ン
マ
が
乗
る
辻
馬
車
の
挿
話
を
予
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ロ
ベ
ー
ル
は
ひ
た
す

ら
外
側
か
ら
の
み
描
写
し
な
が
ら
、
馬
車
の
な
か
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
を
暗
示
す
る）

38
（

。
レ
オ
ン
が
聖
堂
の
な
か
で
実
現
で
き

な
か
っ
た
、
エ
ン
マ
を
自
分
の
も
の
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
彼
は
、
日
よ
け
を
お
ろ
し
て
、
町
じ
ゅ
う
を
横
縦
に
、
全
速
力
で
走
ら

せ
る
馬
車
の
な
か
で
や
り
遂
げ
る
。
た
と
え
ば
、
激
し
く
燃
え
る
レ
オ
ン
に
比
較
さ
れ
る
馬
車
、
馭
者
に
対
し
て
と
同
時
に
、
エ
ン

マ
に
対
し
て
投
げ
か
け
て
い
る
か
の
よ
う
な
レ
オ
ン
の
叫
び
、
そ
し
て
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
に
よ
っ
て
考
え
出
さ
れ
た
、
馬
が
駆
け
巡
る
、

思
わ
せ
ぶ
り
な
土
地
の
名
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
動
き
ま
わ
る
馬
車
で
の
愛
の
行
為
を
じ
つ
に
巧
妙
に
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
こ
の
興

味
を
そ
そ
る
場
面
は
脇
に
置
く
と
し
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
聖
堂
の
内
と
外
の
二
つ
の
節
は
、
熟
考
が
重
ね
ら
れ
巧
み
に
配
置
さ
れ

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
困
難
な
こ
と
の
う
ち
で
も
苛
酷
な
の
は
、
観
念
の
連
鎖
で
す
。
観
念
ど
う
し
が
お
互
い
に
ご
く
自
然
に
流
れ
出
る
よ
う
に
す
る

こ
と
で
す）

39
（

」
と
フ
ロ
ベ
ー
ル
は
書
簡
の
な
か
で
書
い
て
い
る
が
、
言
説
の
推
移
の
な
め
ら
か
さ
、
各
要
素
の
有
機
的
な
配
置
は
、
周

知
の
と
お
り
、
彼
の
主
た
る
関
心
事
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
隠
喩
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
彼
独
自
の
や
り
か
た
に
よ
っ

て
、
他
の
部
分
と
融
合
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
融
合
の
欠
如
に
つ
い
て
は
、
逆
説
的
で
は
あ
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る
が
、「
実
質
的
文
体
」
に
お
い
て
、
あ
る
融
合
を
獲
得
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

フ
ロ
ベ
ー
ル
の
「
し
か
し
」

　
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
に
お
い
て
、
隠
喩
の
あ
ら
わ
れ
か
た
や
隠
喩
が
果
た
す
役
割
は
、
小
説
の
な
か
で
の
も
っ
と
も
重
要
な
図

式
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
エ
ン
マ
の
、
夢
想
と
現
実
の
乖
離
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
期
待
か
ら
失
望
へ
の
転
落
で
、
こ
の
作
品

の
ラ
イ
ト
・
モ
チ
ー
フ
と
で
も
い
う
べ
き
図
式
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
二
部
の
第
十
一
章
を
つ
う
じ
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
集
団
的

幻
想
か
ら
、
集
団
的
失
望
へ
の
移
行
で
あ
る
。
シ
ャ
ル
ル
に
よ
る
イ
ポ
リ
ッ
ト
の
足
の
手
術
が
成
功
し
て
れ
ば
、
ヨ
ン
ヴ
ィ
ル
の

人
々
の
大
き
な
栄
誉
と
な
っ
た
だ
ろ
う
し
、
エ
ン
マ
に
と
っ
て
は
、
シ
ャ
ル
ル
を
見
直
し
て
愛
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
か
も
し
れ

な
い
の
だ
。
膨
ら
む
幻
想
の
大
き
さ
は
、
く
わ
だ
て
に
よ
る
利
益
を
指
を
折
っ
て
数
え
あ
げ
る
、
薬
屋
オ
メ
ー
の
言
葉
を
あ
げ
れ
ば

じ
ゅ
う
ぶ
ん
だ
ろ
う
。「
成
功
は
ほ
と
ん
ど
確
実
、﹇
…
﹈
手
術
者
は
た
ち
ま
ち
名
声
を
博
す
る
。﹇
…
﹈
イ
ポ
リ
ッ
ト
の
奴
、
自
分

の
な
お
っ
た
こ
と
を
き
っ
と
旅
の
人
に
吹
聴
し
ま
す
よ
。
そ
れ
に
、﹇
…
﹈
新
聞
記
事
は
広
ま
り
の
よ
い
も
の
…
…
そ
れ
が
世
間
の

噂
に
の
ぼ
る
…
…
し
ま
い
に
は
雪
だ
る
ま
を
こ
ろ
が
す
よ
う
に
噂
が
大
き
く
な
る
！　

あ
わ
よ
く
ば
…
…）

40
（

」
エ
ン
マ
は
こ
れ
を
望
ん

だ
が
、
シ
ャ
ル
ル
に
は
野
心
が
な
か
っ
た
。

　

失
望
は
い
つ
も
エ
ン
マ
を
苦
悩
に
ま
で
追
い
込
む
。
こ
の
図
式
（
幻
想-

絶
望-

苦
悩
）
を
繰
り
返
す
あ
ま
り
、
一
貫
し
て
、
も

ど
る
と
き
に
は
失
望
の
よ
り
深
い
と
こ
ろ
に
し
か
も
ど
ら
な
い
螺
旋
状
の
動
き
に
沿
っ
て
落
ち
て
ゆ
く
。
想
像
の
な
か
で
陶
酔
状
態

の
幸
福
感
を
味
わ
う
エ
ン
マ
が
、
現
実
に
お
い
て
深
い
幻
滅
を
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
き
り
か
わ
る
点
を
は
っ
き
り
示
す
と
い
う
意

味
に
お
い
て
、
接
続
詞
「
し
か
し
」m

ais

が
そ
の
指
標
と
な
る
。
書
か
れ
て
い
な
い
、
行
間
に
読
む
「
し
か
し
」
も
あ
る
。
夢
想

の
ま
っ
た
だ
な
か
で
、
現
実
に
ひ
き
も
ど
さ
れ
て
し
ま
う
場
面
を
思
い
起
こ
そ
う
。「﹇
し
か
し
﹈
そ
こ
ま
で
考
え
た
と
き
に
、
子
供

が
揺
籃
の
な
か
で
咳
を
は
じ
め
た
り
、
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
の
い
び
き
が
ひ
ど
く
な
っ
た
り
す
る
の
で
、
エ
ン
マ
は
朝
に
な
っ
て
、
や
っ
と
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眠
り
に
つ
く
の
で
あ
っ
た）

41
（

」。
こ
の
何
気
な
い
日
常
に
お
け
る
幻
滅
で
さ
え
、
繰
り
返
さ
れ
る
う
ち
に
夢
想
と
現
実
と
の
距
離
を
広

げ
て
ゆ
く
。

　
「
し
か
し
」
と
い
う
語
の
繰
り
返
し
は
、
し
た
が
っ
て
単
な
る
反
復
で
は
な
い
。
こ
の
言
葉
が
出
て
く
る
た
び
に
、
い
や
増
す
深

刻
さ
の
度
合
い
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
。
イ
ポ
リ
ッ
ト
の
足
の
手
術
が
失
敗
だ
と
わ
か
っ
た
と
き
の
失
望
し
た
エ
ン
マ
は
、
泥
の

な
か
へ
と
落
下
す
る
、
傷
つ
い
た
つ
ば
め
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
語
ら
れ
る
。
そ
れ
が
象
徴
的
に
示
す
よ
う
に
、
エ
ン
マ
の
心
理
状
態
の

み
な
ら
ず
、
小
説
自
体
、
単
純
な
循
環
で
は
な
い
、
螺
旋
状
循
環
の
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
彼
女
は
思
い

浮
か
べ
た―

は
で
好
き
な
自
分
の
本
能
を
、
心
の
不
満
を
、
結
婚
生
活
、
家
庭
生
活
の
卑
俗
さ
を
、
傷
つ
い
た
つ
ば
め
の
よ
う
に
、

ぬ
か
る
み
へ
落
ち
た
夢
の
か
ず
か
ず
を
﹇
…
﹈）

42
（

」。
こ
う
し
た
意
味
で
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
「
し
か
し
」
は
エ
ン
マ
を
、
と
り
返
し
の

つ
か
な
い
方
向
へ
、
宿
命
的
な
結
末
へ
と
さ
し
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

幻
想
と
失
望
の
テ
ー
マ
は
プ
ル
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
も
扱
わ
れ
、
作
品
に
お
い
て
、
想
像
か
ら
現
実
へ
の
移
行
と
い
う
形
を
と
っ
て

繰
り
返
し
あ
ら
わ
れ
る）

43
（

。
フ
ロ
ベ
ー
ル
が
「
し
か
し
」
に
与
え
た
、
深
刻
さ
が
し
だ
い
に
増
大
す
る
役
割
と
は
異
な
り
、
プ
ル
ー
ス

ト
の
「
し
か
し
」
は
、
も
う
一
つ
の
「
し
か
し
」
を
呼
ぶ
。
そ
の
「
し
か
し
」
は
、
想
像
し
た
こ
と
と
、
実
際
に
感
知
し
た
こ
と
の

間
に
あ
る
隔
た
り
を
埋
め
よ
う
と
す
る
主
人
公
の
意
思
に
よ
っ
て
、
希
望
へ
と
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
レ
イ
モ
ン
は
、

想
像
と
幻
滅
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
作
品
の
構
想
を
抱
い
た
と
き
か
ら
プ
ル
ー
ス
ト
が
強
調
し
た
い
と

思
っ
て
い
た
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
三
巻
か
ら
な
る
小
説
の
た
め
に
、
い
っ
と
き
考
え
て
い
た
題
は
、
一
、「
名
前
の
時
代
」、

二
、「
言
葉
の
時
代
」、
三
、「
も
の
の
時
代
」、
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に
、
言
葉
と
物
の
間
の
隔
た
り
を
浮
彫
り
に
す
る
も
の
で

あ
っ
た）

44
（

」。
三
巻
目
の
あ
と
に
、『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』A la Recherche du Tem

ps perdu

の
イ
ニ
シ
ャ
ル
が
想
起
さ
せ
る
、

「
芸
術
の
時
代
」L’A

ge de l’A
RT

と
題
す
る
四
番
目
を
か
り
に
考
え
て
い
た
と
し
て
も
、
驚
く
に
値
し
な
い
だ
ろ
う
。

　

失
望
へ
と
導
く
最
初
の
「
し
か
し
」
の
あ
と
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
場
合
、
二
番
目
の
「
し
か
し
」
が
折
り
返
し
点
と
な
る
。
小
説
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の
主
人
公
は
、
想
像
し
た
も
の
に
修
正
を
加
え
つ
つ
、
失
望
を
も
精
神
の
糧
と
し
て
と
り
込
み
な
が
ら
、
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
漸
進

的
に
目
的
へ
、
芸
術
へ
と
向
か
う）

45
（

。
こ
う
し
た
意
味
で
、「
教
養
小
説
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。『
ボ
ヴ
ァ

リ
ー
夫
人
』
に
お
け
る
螺
旋
形
循
環
の
落
下
と
は
反
対
に
、『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
ジ
グ
ザ
グ
に
で
は

あ
る
が
、
ゆ
る
や
か
に
上
昇
す
る
螺
旋
形
循
環
の
動
き
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
希
望
を
予
告
す
る
プ
ル
ー
ス
ト
の
二
番
目
の
「
し
か
し
」
の
代
わ
り
に
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
失
望
を
示

す
は
じ
め
の
「
し
か
し
」m

ais

が
、
次
に
接
続
詞
「
そ
し
て
」et

を
要
求
す
る
の
は
、
下
降
運
動
の
図
式
に
あ
て
は
ま
る
点
か
ら

も
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
あ
ろ
う
。
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

Avant qu’elle se m
ariât, elle avait cru avoir de l’am

our ; m
ais le bonheur qui aurait dû résulter de cet am

our 

n’étant pas venu, il fallait qu’elle se fût trom
pée, songeait-elle. E

t Em
m

a cherchait à savoir ce que l’on en-

tendait au juste dans la vie par les m
ots de félicité, de passion et d’ivresse, qui lui avaient paru si beaux dans 

les livres.

（
イ
タ
リ
ッ
ク
の
三
つ
の
語
の
強
調
は
フ
ロ
ベ
ー
ル
に
よ
る
。
太
字
に
よ
る
強
調
は
真
屋
。
以
下
同
様
。）

結
婚
す
る
ま
で
、
エ
ン
マ
は
恋
を
し
て
い
る
も
の
と
信
じ
て
い
た
。
し
か
る
に
、
そ
の
恋
か
ら
当
然
く
る
は
ず
の
幸
福
が
こ
な

い
の
は
、
自
分
の
思
い
ち
が
い
だ
っ
た
に
相
違
な
い
と
考
え
た
。
そ
し
て
エ
ン
マ
は
「
至
福
」
と
か
「
情
熱
」
と
か
「
陶
酔
」

と
か
、
物
の
本
で
読
ん
だ
時
あ
れ
ほ
ど
美
し
く
思
わ
れ
た
言
葉
を
、
世
間
の
人
は
本
当
は
ど
ん
な
意
味
に
使
っ
て
い
る
の
か
を

知
ろ
う
と
し
た）

46
（

。

M
ais il [C

harles] n’enseignait rien, celui-là ne savait rien, ne souhaitait rien. Il la croyait heureuse ; et elle 
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lui en voulait de ce calm

e si bien assis, de cette pesanteur sereine, du bonheur m
êm

e qu’elle lui donnait.

と
こ
ろ
が
こ
の
人
は
な
ん
に
も
教
え
て
く
れ
な
い
、
な
ん
に
も
知
ら
な
い
。
な
ん
の
望
み
も
持
っ
て
は
い
な
い
。
彼
は
エ
ン
マ

を
し
あ
わ
せ
だ
と
信
じ
て
い
る
。
し
か
し
エ
ン
マ
は
、
彼
が
腰
を
す
え
て
落
着
い
て
い
る
の
が
、
涼
し
い
顔
で
の
そ
の
そ
し
て

い
る
の
が
恨
め
し
か
っ
た
。
い
や
自
分
が
彼
に
幸
福
を
与
え
て
い
る
こ
と
さ
え
が
恨
め
し
か
っ
た）

47
（

。

M
ais elle [Em

m
a], sa vie était froide com

m
e un grenier dont la lucarne est au nord, et l’ennui, araignée si-

lencieuse, filait sa toile dans l’om
bre, à tous les coins de son cœ

ur.

そ
れ
に
自
分
の
生
活
は
、
天
窓
が
北
向
き
に
つ
い
て
い
る
納
屋
の
よ
う
に
冷
た
い
。
憂
鬱
が
、
黙
し
た
く
も

0

0

の
よ
う
に
、
心
の

四
隅
の
闇
に
巣
を
か
け
て
い
る）

48
（

。

　

と
こ
ろ
で
プ
ル
ー
ス
ト
は
、『
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
「
文
体
」
に
つ
い
て
』
の
な
か
で
、
接
続
詞
「
そ
し
て
」et

を
め
ぐ
っ
て
次
の
よ

う
に
書
い
て
い
る
。「
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
作
品
の
な
か
で
「
そ
し
て
」
と
い
う
接
続
詞
は
、
文
法
が
定
め
る
目
的
を
な
ん
ら
持
っ
て
い

な
い
。
そ
れ
は
リ
ズ
ム
の
一
単
位
の
な
か
で
の
休
止
を
し
る
し
、
一
つ
の
場
面tableau

を
分
割
す
る
も
の
で
あ
る）

49
（

」
と
。
一
般

に
「
そ
し
て
」
が
使
わ
れ
そ
う
な
と
こ
ろ
で
は
用
い
な
い
。
誰
も
が
考
え
な
い
よ
う
な
箇
所
で
彼
は
「
そ
し
て
」
を
使
う
の
で
あ
る
。

プ
ル
ー
ス
ト
は
た
と
え
て
い
う
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、「
ひ
き
返
す
波
が
、
ま
た
あ
ら
た
に
形
づ
く
ら
れ
る
し
る
し
の
よ
う
で
あ
る）

50
（

」。

こ
こ
で
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
「
そ
し
て
」
を
説
明
す
る
の
に
用
い
た
、
波
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
そ
の
ま
ま
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
隠
喩
に
つ
い

て
も
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
の
隠
喩
は
、
そ
れ
よ
り
前
に
描
い
た
こ
と
が
ら
を
締
め
く
く
り
、
要
約
し
、
そ
し
て
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ふ
た
た
び
投
げ
か
け
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
よ
い
例
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
く
つ
か
見
て
み
よ
う
。

腹
だ
た
し
く
て
な
ら
な
い
の
は
、
シ
ャ
ル
ル
が
彼
女
の
苦
し
み
を
感
じ
て
い
な
い
ら
し
い
こ
と
だ
っ
た
。﹇
…
﹈
い
っ
た
い
自

分
は
誰
の
た
め
に
お
と
な
し
く
し
て
い
る
の
か
。
彼
こ
そ
は
す
べ
て
の
幸
福
の
障
害
で
は
な
い
か
。
す
べ
て
の
禍
い
の
根
元
で

は
な
い
か
。
自
分
を
八
方
か
ら
し
め
つ
け
る
こ
の
複
雑
な
革
帯
の
、
鋭
い
と
げ
に
も
た
と
え
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か）
51
（

。（
太

字
に
よ
る
強
調
は
真
屋
。
以
下
同
様
。）

彼
〔
ロ
ド
ル
フ
〕
は
も
う
以
前
の
よ
う
に
、
彼
女
を
泣
か
せ
る
よ
う
な
や
さ
し
い
こ
と
も
い
わ
ず
、
彼
女
を
狂
わ
せ
る
よ
う
な

は
げ
し
い
愛
撫
も
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
エ
ン
マ
が
そ
こ
に
ひ
た
り
切
っ
て
生
き
て
い
る
彼
ら
の
大
き
な
恋
は
、
ち
ょ
う
ど

河
の
水
が
底
の
土
へ
吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
に
、
下
へ
下
へ
と
引
い
て
行
く
よ
う
に
見
え
た
。
そ
し
て
彼
女
は
底
の
泥
を
見
た）

52
（

。

こ
の
噂う
わ
さ

﹇
シ
ャ
ル
ル
に
よ
る
イ
ポ
リ
ッ
ト
の
手
術
の
失
敗
﹈
は
フ
ォ
ル
ジ
ュ
ま
で
広
が
っ
て
ゆ
く
！

い
や
ヌ
ウ
シ
ャ
テ
ル

ま
で
、
ル
ア
ン
ま
で
、
四
方
八
方
に
広
が
っ
て
ゆ
く
！
﹇
…
﹈
論
争
が
お
こ
る
、
新
聞
で
応
酬
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
当
の
イ

ポ
リ
ッ
ト
が
訴
訟
を
起
こ
さ
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
シ
ャ
ル
ル
の
眼
に
は
ふ
み
つ
け
ら
れ
落
ち
ぶ
れ
て
、
も
う
ど
う
に
も
な
ら

な
い
自
分
の
姿
が
あ
り
あ
り
と
見
え
た
。
無
数
の
憶
測
に
攻
め
立
て
ら
れ
た
彼
の
空
想
は
、
ち
ょ
う
ど
海
に
さ
ら
わ
れ
た
空あ

き

樽だ
る

が
波
間
に
転
々
す
る
よ
う
に
そ
の
憶
測
の
な
か
を
た
だ
よ
っ
た）
53
（

。

　

プ
ル
ー
ス
ト
は
一
九
〇
七
年
、
モ
ー
リ
ス
・
デ
ュ
プ
レ
ー
宛
の
書
簡
で
、
詩
的
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
大
切
に
す
る
自
ら
の
文
学
観
を

表
明
し
て
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
そ
れ
自
体
の
存
在
理
由
を
持
つ
べ
き
だ
」
と
書
い
て
い
る
が
、
た
し
か
に
彼
で
あ
れ
ば
、
フ
ロ
ベ
ー
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ル
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
、
描
写
の
「
純
粋
に
便
利
で
、
役
に
立
つ
召
使
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
非
難
し
た
か
も
し
れ
な
い）

54
（

。
だ
が
、

フ
ロ
ベ
ー
ル
の
隠
喩
は
、
そ
れ
自
体
の
存
在
理
由
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
の
隠
喩
は
、
登
場
人
物
が

置
か
れ
た
状
況
や
魂
の
状
態
を
一
枚
の
絵
を
提
示
す
る
よ
う
な
形
で
視
覚
的
に
示
す
。
読
者
に
よ
り
よ
く
理
解
さ
せ
る
た
め
で
は
な

く
、
螺
旋
形
を
描
き
な
が
ら
下
降
す
る
動
き
を
本
質
的
に
含
み
持
つ
小
説
が
そ
れ
を
必
要
と
す
る
の
だ
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
隠
喩
は
と

い
え
ば
、
違
っ
た
ふ
う
に
そ
の
存
在
理
由
を
持
っ
て
い
る
。
比
較
す
る
も
の
と
比
較
さ
れ
る
も
の
が
流
動
性
を
備
え
、
網
の
目
状
に

あ
ら
ゆ
る
方
向
に
の
び
て
相
互
に
浸
透
し
合
い
、
透
か
し
模
様
の
な
か
に
見
え
隠
れ
し
、
音
響
の
な
か
に
浮
遊
す
る
。

　

フ
ロ
ベ
ー
ル
の
隠
喩
は
し
ば
し
ば
登
場
人
物
の
魂
の
状
態
を
ひ
き
延
ば
す
が
、
た
い
て
い
の
場
合
、
段
落
の
最
後
に
置
か
れ
、
ま

る
で
重
い
機
械
か
な
に
か
が
落
と
さ
れ
る
よ
う
な
宿
命
的
な
音
を
響
か
せ
る
の
で
あ
る
。
隠
喩
に
つ
い
て
で
は
な
い
に
し
ろ
、
プ

ル
ー
ス
ト
は
事
実
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
に
特
有
の
副
詞
の
配
置
に
関
し
て
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
規
則
的
に
響
く
重
い
リ
ズ
ム
を
感
じ
て

い
た
で
は
な
か
っ
た
か
。
フ
ロ
ベ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
副
詞
や
副
詞
句
が
文
節
や
長
い
文
章
の
終
わ
り
に
く
る
ば
か
り
か
、
と
き
に

は
本
の
最
後
を
し
め
く
く
る
言
葉
と
も
な
り
う
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
効
果
を
掘
削
機
に
た
と
え
て
い
る
。「
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
文

章
が
、
掘
削
機
の
よ
う
な
間
歇
的
な
音
を
た
て
て
持
ち
上
げ
て
は
ま
た
落
と
す
こ
れ
ら
の
重
い
材
料
を
、
わ
れ
わ
れ
は
愛
し
て
い
る

の
で
あ
る）

55
（

」。
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
「
文
体
の
美
し
さ
と
型
破
り
な
文
章
構
成
の
な
か
の
ゆ
る
が
ぬ
特
異
性
」
を
示
す
も
の
の
な
か
か
ら
、

副
詞
が
、
作
品
の
最
後
を
し
め
く
く
る
言
葉
と
な
っ
て
い
る
例
を
プ
ル
ー
ス
ト
が
一
つ
あ
げ
て
い
る
。「
そ
れ
（
聖
ヨ
ハ
ネ
の
首
）

は
大
変
重
か
っ
た
の
で
、
彼
ら
は
そ
れ
を
運
ん
だ
、
か
わ
る
が
わ
る
に）

56
（

」。« C
om

m
e elle était très lourde (la tête de Saint 

Jean), ils la portaient alternativem
ent. »

『
ヘ
ロ
デ
ア
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、「
醜
い
と
同
時
に
意
表
を
つ
い
た
や
り
か
た

で
重
く
配
置
さ
れ
て
」
い
る
と
し
な
が
ら
も
、「
美
し
い
文
体
」
と
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
。

　

フ
ロ
ベ
ー
ル
の
隠
喩
は
こ
れ
と
お
な
じ
リ
ズ
ム
、
お
な
じ
重
さ
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
「
こ
の

執
拗
な
リ
ズ
ム
を
感
じ
と
れ
る
者
は
幸
い
で
あ
る）

57
（

」
と
ま
で
書
い
て
い
る
。
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む
す
び
に
か
え
て

　

フ
ロ
ベ
ー
ル
の
接
続
詞
「
そ
し
て
」et

と
、
副
詞
の
配
置
に
、「
ゆ
る
ぎ
な
い
特
異
性
」
を
指
摘
す
る
プ
ル
ー
ス
ト
だ
が
、
隠
喩

も
そ
れ
と
同
じ
特
異
性
を
備
え
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
動
く
歩
道
に
も
た
と
え
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
と
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る

隠
喩
と
は
、
視
覚
的
に
も
リ
ズ
ム
の
点
か
ら
も
調
和
し
て
い
る
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
間
の
融
合
を
求
め
る
プ
ル
ー
ス
ト
の
少
々
厳
し
い
見

解
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
で
き
る
だ
ろ
う
。
フ
ロ
ベ
ー
ル
自
身
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
小
説
と
い
う
虚
構
の
な
か

に
錨
を
お
ろ
す
が
ご
と
く
、
描
写
を
し
っ
か
り
と
定
着
さ
せ
る
た
め
の
、
な
め
ら
か
さ
を
彼
は
探
求
し
て
い
た
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
イ

マ
ー
ジ
ュ
が
他
方
へ
と
ご
く
自
然
に
浸
透
す
る
よ
う
な
文
体
に
仕
上
げ
る
た
め
に
心
を
く
だ
い
て
い
た
、
と
。
た
だ
彼
は
、
自
分
な

り
の
や
り
か
た
で
そ
れ
を
し
た
の
で
あ
る）

58
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。
彼
の
場
合
、
物
と
物
の
間
の
境
界
線
を
と
り
払
う
こ
と
に
頼
っ
て
も
、
な
に
の
解
決
に

も
な
ら
な
い
。
フ
ロ
ベ
ー
ル
は
、
隠
喩
と
作
品
の
そ
れ
以
外
の
部
分
が
弱
音
器
を
つ
け
て
響
き
合
う
よ
う
に
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
象
徴

的
な
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
フ
ロ
ベ
ー
ル
は
象
徴
主
義
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
重
ね
合
わ
せ
、
そ
れ
も
プ
ル
ー
ス
ト
が
コ
ン
ブ
レ
ー
で
の
幻
燈
の
挿
話
に
お
い
て
視
覚
的
に
は
っ
き

り
示
し
て
い
る
よ
う
な
、
透
か
し
模
様
の
な
か
に
見
え
隠
れ
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
幻
燈
は
『
ペ
ア
レ
ス
と
メ
リ

ザ
ン
ド
』
で
、
登
場
す
る
の
は
、
赤
い
服
を
着
て
蒼
い
顔
を
し
た
ゴ
ロ
。
彼
は
幻
燈
が
映
さ
れ
て
い
る
カ
ー
テ
ン
の
襞
に
そ
っ
て
歩

を
す
す
め
、
ド
ア
の
把
手
の
上
を
漂
う
。
物
質
と
非
物
質
の
二
つ
の
も
の
、
現
実
と
虚
構
の
空
間
が
融
合
し
渾
然
一
体
と
な
る
の
で

あ
る
。

　

す
べ
て
の
相
違
は
、
お
そ
ら
く
二
人
の
作
家
の
も
の
の
見
か
た
の
そ
れ
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
は
直
接
的
、
他
方
は
間
接

的
な
も
の
の
見
か
た
を
と
り
わ
け
好
む
。
言
語
学
的
に
は
、「
並
列
」parataxe
を
好
む
作
家
と
、「
従
属
」hypotaxe

を
好
む
作

家
と
の
違
い
で
あ
ろ
う
か）
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。
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（26）

　

プ
ル
ー
ス
ト
は
、
新
し
い
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
表
す
も
の
と
し
て
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
文
法
的
特
異
性
を
称
賛
し
つ
つ
も
、
隠
喩
に
関
し
て

だ
け
は
、
お
そ
ら
く
眼
を
つ
ぶ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
彼
に
と
っ
て
、
隠
喩
は
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
「
無レ

ミ
ニ
ッ
サ
ン
ス

意
識
的
記
憶
は
生
活
に
お
け
る
隠
喩
で
あ
り
、
隠
喩
は
「
芸
術
」
に
お
け
る
無
意
識
的
記
憶
で
あ
る）

60
（

」
と
い
う
か
ぎ
り
に
お

い
て
、
生
活
の
な
か
で
さ
え
、
隠
喩
は
特
権
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
隠
喩
も
、
無
意
識
的
記
憶
も
、
二
つ
の
感
覚
に

共
通
す
る
本
質
を
ひ
き
出
す
。
こ
れ
が
唯
一
、
時
間
の
偶
然
性
か
ら
の
が
れ
る
方
法
な
の
だ
と
プ
ル
ー
ス
ト
は
考
え
る
。
し
か
も
隠

喩
は
よ
り
優
っ
て
い
る
。
芸
術
作
品
に
よ
っ
て
永
遠
性
を
も
獲
得
す
る
の
だ
か
ら
。
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