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古
代
の
逆
襲

	
─
─
メ
リ
メ
『
イ
ー
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
』
試
論

杉　

本　

圭　

子

　

ゆ
っ
た
り
と
身
を
横
た
え
、
う
る
ん
だ
目
を
し
て
、
丸
み
を
お
び
た
輝

く
よ
う
な
肢
体
を
見
る
者
に
む
か
っ
て
さ
し
だ
す
美
女
。
あ
る
い
は
海
に

浮
か
ぶ
貝
殻
の
う
え
で
、
風
の
神
、
花
の
女
神
の
祝
福
を
う
け
な
が
ら
、

し
っ
と
り
と
ぬ
れ
た
黄
金
の
髪
を
か
ら
だ
に
巻
き
つ
け
、
は
じ
ら
う
よ
う

な
ポ
ー
ズ
を
と
る
、
う
い
う
い
し
い
姿
。
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
や
ボ
ッ
テ
ィ

チ
ェ
ル
リ
の
描
く
蠱
惑
的
な
ウ
ェ
ヌ
ス
像
に
親
し
ん
だ
目
に
は
、
嫉
妬
に

狂
い
、
結
婚
式
を
あ
げ
た
ば
か
り
の
新
郎
を
絞
め
殺
す
『
イ
ー
ル
の
ヴ
ィ

ー
ナ
ス
1
』（La V
énus d’Ille, 1837

）
の
ウ
ェ
ヌ
ス
の
彫
像
は
、
い
か
に
も

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
映
る
。
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
、
お
よ
び

こ
れ
と
同
一
視
さ
れ
る
ウ
ェ
ヌ
ス
（
英
語
読
み
で
は
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
、
フ
ラ

ン
ス
語
読
み
で
は
ヴ
ェ
ニ
ュ
ス
）
は
、
中
世
以
降
、
ホ
メ
ロ
ス
や
オ
ウ
ィ

デ
ィ
ウ
ス
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
記
述
を
ふ
ま
え
、
愛
と
美
の
女
神
と
し

て
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
に
形
象
化
さ
れ
て
き
た
2
。
た

と
え
ば
『
薔
薇
物
語
』
の
中
で
は
、
息
子
の
ク
ピ
ド
（
別
名
ア
モ
ル
。
ギ

リ
シ
ャ
神
話
の
エ
ロ
ス
に
あ
た
る
）
を
し
た
が
え
、
恋
人
た
ち
の
愛
の
炎

を
か
き
た
て
る
優
雅
な
貴
婦
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
反
面
、

キ
リ
ス
ト
教
全
盛
の
時
代
に
あ
っ
て
、
異
教
の
女
神
は
人
心
を
ま
ど
わ
す

魔
女
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
長
い
こ
と
聖
母
マ
リ

ア
の
陰
に
隠
れ
て
い
た
が
、
ロ
マ
ン
主
義
時
代
に
な
る
と
、
東
洋
起
源
の

地
母
神
、
豊
穣
の
女
神
と
し
て
の
性
格
を
強
調
さ
れ
、
ふ
た
た
び
詩
人
た

ち
に
よ
っ
て
賛
美
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
だ
し
、
神
話
的
な
文
脈
を
離

れ
た
世
俗
的
な
内
容
の
詩
で
は
、
ウ
ェ
ヌ
ス
は
そ
の
実
体
を
奪
わ
れ
、
愛

と
美
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
（
寓
意
）
と
し
て
の
機
能
の
み
を
あ
て
が
わ
れ
、
と

く
に
散
文
の
中
で
は
単
な
る
「
絶
世
の
美
女
」
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い
る

こ
と
も
多
い
。

　

ロ
マ
ン
主
義
的
歴
史
小
説
『
シ
ャ
ル
ル
十
世
年
代
記
』（
一
八
二
九
）
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で
文
壇
の
寵
児
と
な
る
プ
ロ
ス
ペ
ル
・
メ
リ
メ
（
一
八
〇
三–

一
八
七
〇
）

に
と
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
当
初
は
、
ウ
ェ
ヌ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
こ
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ロ
ー
マ
留
学
の
経
験
の
あ
る

画
家
を
父
に
も
つ
メ
リ
メ
は
、
お
そ
ら
く
幼
時
か
ら
神
話
に
も
親
し
ん
で

い
た
で
あ
ろ
う
。
パ
リ
で
の
学
業
を
つ
う
じ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ラ
テ
ン

語
の
テ
ク
ス
ト
を
原
文
で
読
み
こ
な
す
だ
け
の
語
学
力
も
身
に
つ
け
て
い

た
。
た
だ
し
他
と
異
な
る
の
は
、
こ
の
作
家
が
三
十
代
に
入
っ
て
か
ら
、

文
化
財
保
護
監
察
官
（inspecteur des m

onum
ents historiques

）
と
い
う

政
府
の
役
人
と
し
て
、
危
機
に
ひ
ん
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
各
地
の
遺
跡
や

教
会
、
収
蔵
品
の
調
査
、
保
護
、
修
復
に
あ
た
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
短
編
小
説
『
イ
ー
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
』
も
、
こ
う
し
た
調
査
旅
行

の
さ
な
か
に
着
想
、
執
筆
さ
れ
た
。
崩
れ
落
ち
た
ガ
ロ
・
ロ
マ
ン
時
代
の

城
壁
、
荒
れ
果
て
た
教
会
の
中
に
の
こ
る
墓
碑
、
こ
う
し
た
も
の
に
日
常

的
に
接
し
て
い
た
メ
リ
メ
が
、
古
代
の
銅
像
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
用
い
る

に
あ
た
り
、
な
ん
ら
か
の
独
自
な
視
点
を
も
ち
こ
む
こ
と
に
な
っ
た
の
か

ど
う
か
、
本
論
文
で
は
そ
れ
を
検
証
し
て
み
た
い
。
そ
の
前
に
、
ま
ず
は

物
語
の
梗
概
を
み
て
み
よ
う
。

作
品
の
あ
ら
ま
し

　

の
ち
に
書
か
れ
る
『
カ
ル
メ
ン
』（
一
八
四
五
）
同
様
、
狂
言
ま
わ
し

を
つ
と
め
る
の
は
、
メ
リ
メ
自
身
を
思
わ
せ
る
、
フ
ラ
ン
ス
各
地
の
遺
跡

を
探
訪
、
調
査
中
の
考
古
学
者
で
あ
る
。
ピ
レ
ネ
ー
山
脈
の
ふ
も
と
、
ス

ペ
イ
ン
国
境
に
近
い
小
さ
な
町
イ
ー
ル
近
辺
の
古
代
、
中
世
の
遺
跡
を
め

ぐ
る
に
あ
た
っ
て
、
主
人
公
は
ア
マ
チ
ュ
ア
古
代
学
者
の
ペ
イ
レ
オ
ラ
ー

ド
氏
に
紹
介
状
を
書
い
て
も
ら
い
、
案
内
を
た
の
む
こ
と
に
な
る
。
お
り

し
も
翌
々
日
、
ペ
イ
レ
オ
ラ
ー
ド
氏
の
息
子
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
と
、
カ
タ
ル

ー
ニ
ャ
の
貴
族
ピ
ュ
イ
ガ
リ
ィ
グ
嬢
と
の
結
婚
式
が
お
こ
な
わ
れ
よ
う
と

し
て
い
た
。
地
方
特
有
の
過
剰
な
も
て
な
し
に
辟
易
し
な
が
ら
も
、
な
り

ゆ
き
か
ら
、「
私
」
は
一
連
の
お
祭
り
騒
ぎ
に
立
ち
会
う
は
め
に
な
る
。

　

ペ
イ
レ
オ
ラ
ー
ド
氏
が
息
子
の
婚
礼
を
こ
の
日
に
定
め
た
の
に
は
わ
け

が
あ
っ
た
。
金
曜
日
は
キ
リ
ス
ト
が
磔
刑
に
処
さ
れ
た
日
で
あ
り
、
迷
信

ぶ
か
い
人
間
は
通
常
、
こ
の
日
に
妻
を
め
と
る
こ
と
を
避
け
る
と
い
う
。

と
こ
ろ
が
ペ
イ
レ
オ
ラ
ー
ド
氏
は
、
二
週
間
ほ
ど
前
に
自
宅
の
庭
か
ら
掘

り
出
さ
れ
た
古
代
の
ウ
ェ
ヌ
ス
像
に
ほ
れ
こ
む
あ
ま
り
、
あ
え
て
ウ
ェ
ヌ

ス
の
日
、
つ
ま
り
金
曜
日
3
に
式
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
ウ

ェ
ヌ
ス
像
こ
そ
、
ペ
イ
レ
オ
ラ
ー
ド
家
に
不
幸
を
も
た
ら
す
元
凶
と
な
る

の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
発
掘
の
経
緯
か
ら
し
て
不
穏
で
あ
っ
た
。
家
の
主
人
に
た

の
ま
れ
て
、
立
ち
枯
れ
た
オ
リ
ー
ヴ
の
古
木
を
ひ
き
ぬ
こ
う
と
し
た
人
夫

の
つ
る
は
し
の
先
が
、
固
い
金
属
製
の
も
の
に
ふ
れ
て
音
を
た
て
る
。
掘

り
下
げ
て
い
く
と
、
死
人
の
よ
う
な
黒
い
手
が
一
本
出
て
き
て
、
古
代
の

彫
像
と
判
明
す
る
。
綱
を
つ
か
っ
て
み
な
で
起
こ
そ
う
と
す
る
と
、
彫
像

は
あ
お
む
け
に
倒
れ
、ペ
イ
レ
オ
ラ
ー
ド
家
の
古
い
友
人
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・

コ
ル
の
脚
を
直
撃
。
コ
ル
は
骨
折
し
、
医
者
か
ら
は
後
遺
症
が
の
こ
る
と

言
わ
れ
て
い
る
。
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そ
れ
で
も
主
人
は
こ
の
天
か
ら
降
っ
て
き
た
宝
物
を
崇
拝
し
て
や
ま
な

い
。「
私
」
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
の
「
偶
像
」（«idole»

）
は
ロ
ー
マ
彫
刻

の
最
盛
期
の
も
の
で
、
完
璧
な
美
し
さ
を
保
っ
て
い
た
。
上
半
身
は
裸
体
、

頭
を
軽
く
か
し
げ
、
片
方
の
手
の
指
は
胸
の
あ
た
り
で
軽
く
握
る
よ
う
な

あ
ん
ば
い
で
折
り
曲
げ
、
も
う
一
方
の
手
は
下
半
身
に
垂
れ
か
か
る
布
に

添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
輪
郭
は
他
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
「
甘
美
で
官
能

的
」
で
あ
り
、
語
り
手
が
と
く
に
強
い
印
象
を
受
け
た
の
は
、
実
物
を
そ

の
ま
ま
型
に
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
フ
ォ
ル
ム
が
真

に
せ
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
、
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
の
常
に
あ
ら
ず
、
ウ
ェ
ヌ
ス

の
表
情
が
「
邪
悪
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
悪
意
」
を
た
だ
よ
わ
せ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
表
情
全
体
に
ひ
き
つ
っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
銀
の

象
嵌
を
施
さ
れ
た
目
は
や
や
や
ぶ
に
ら
み
、
口
の
端
が
つ
り
あ
が
り
、
鼻

孔
が
こ
こ
ろ
も
ち
ふ
く
ら
ん
で
い
る
。
そ
の
顔
に
読
み
取
れ
る
「
軽
蔑
、

皮
肉
、
残
忍
さ
」
は
、
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
の
特
徴
で
あ
る
「
静
か
で
厳
か
な

美
」
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
書
か
れ
て
い
る
4
。

　

そ
の
台
座
と
右
の
腕
に
は
ラ
テ
ン
語
の
銘
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ

を
め
ぐ
っ
て
し
ろ
う
と
学
者
の
ペ
イ
レ
オ
ラ
ー
ド
氏
と
「
私
」
と
の
あ

い
だ
に
論
争
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
古
代
ギ

リ
シ
ャ
の
有
名
な
建
築
家
ミ
ロ
の
子
孫
の
作
で
あ
り
、
台
座
の
銘 «C

ave 

am
antem

» 

は
、「
お
ま
え
を
愛
す
る
者
に
用
心
せ
よ
」
と
い
う
、
ウ
ェ
ヌ

ス
に
対
す
る
警
告
で
あ
る
と
い
う
。「
私
」
は
、
怪
し
げ
な
薀
蓄
を
総
動

員
し
て
得
意
満
面
に
自
説
を
ひ
ね
り
出
す
氏
の
様
子
に
苦
笑
し
な
が
ら
も
、

自
分
の
思
う
と
こ
ろ
を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
「
ミ
ロ
」
は
有
名
な
彫
刻
家

の
ミ
ロ
で
は
な
く
、
単
な
る
ロ
ー
マ
の
一
市
民
で
あ
っ
て
、
こ
の
男
が
な

か
な
か
恋
愛
運
に
め
ぐ
ま
れ
な
い
の
で
、
そ
れ
を
ウ
ェ
ヌ
ス
神
の
怒
り
に

よ
る
も
の
と
思
い
、
そ
の
怒
り
を
鎮
め
る
た
め
に
、
女
神
像
に
金
の
腕
輪

か
な
に
か
を
奉
納
し
た
の
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
、
ウ
ェ
ヌ
ス
像
の
悪
魔

的
な
表
情
か
ら
判
断
す
る
に
、
台
座
の
銘
は　
「
こ
の
ウ
ェ
ヌ
ス
に
愛
さ

れ
し
男
は
用
心
せ
よ
」
と
い
う
、見
る
者
に
対
す
る
警
告
で
あ
る
、と
言
う
。

　

後
者
の
銘
の
解
釈
を
伏
線
と
し
て
、
物
語
は
氏
の
息
子
ア
ル
フ
ォ
ン
ス

の
結
婚
式
当
日
へ
と
う
つ
る
。
身
支
度
を
と
と
の
え
て
、
花
嫁
の
も
と
に

出
発
す
る
ば
か
り
に
な
っ
て
い
た
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
、
自
宅
の
前
の
競
技

場
で
ポ
ー
ム
（
テ
ニ
ス
の
原
型
と
さ
れ
る
競
技
）
を
は
じ
め
た
、
ス
ペ
イ

ン
人
の
ら
ば
引
き
た
ち
の
挑
発
に
の
り
、
そ
で
を
ま
く
り
上
げ
、
つ
い
本

気
で
ゲ
ー
ム
に
参
加
し
て
し
ま
う
。
そ
の
際
、
花
嫁
に
贈
る
予
定
に
な
っ

て
い
た
高
価
な
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
指
輪
が
じ
ゃ
ま
に
な
り
、
偶
然
目
に
入

っ
た
ウ
ェ
ヌ
ス
像
の
薬
指
（
指
輪
を
は
め
る
指
）
に
通
す
と
い
う
軽
は
ず

み
を
犯
す
。
そ
の
後
、
結
婚
の
契
約
が
か
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

村
役
場
の
前
で
、
青
年
は
指
輪
を
ウ
ェ
ヌ
ス
の
指
に
残
し
て
き
た
こ
と
に

気
づ
き
、
そ
の
場
は
別
の
指
輪
で
ご
ま
か
す
が
、
挙
式
の
あ
と
取
り
も
ど

し
に
行
く
と
、
な
ん
と
ウ
ェ
ヌ
ス
像
は
指
を
か
た
く
閉
じ
て
指
輪
を
は
な

そ
う
と
し
な
い
。
驚
愕
し
た
青
年
は
「
私
」
に
助
け
を
求
め
る
が
、
も
と

よ
り
青
年
の
俗
物
根
性
を
軽
蔑
し
て
い
た
「
私
」
は
、
酔
っ
ぱ
ら
い
の
た

わ
ご
と
と
し
て
ま
と
も
に
取
り
あ
わ
な
い
。
夜
が
明
け
、
家
の
中
が
ひ
と

し
き
り
騒
が
し
い
の
に
目
を
さ
ま
し
た
「
私
」
は
、
新
婚
の
床
で
、
半
裸

体
の
ま
ま
息
絶
え
て
い
る
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
青
年
の
姿
を
目
撃
す
る
。
胸
か
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ら
背
中
に
か
け
て
、
鉄
の
輪
で
し
め
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
打
撲
傷
が
あ
り
、

死
に
顔
は
恐
ろ
し
い
苦
悶
の
あ
と
を
物
語
っ
て
い
た
。
ダ
イ
ヤ
の
指
輪
が

じ
ゅ
う
た
ん
の
上
に
落
ち
て
い
た
。
家
の
戸
口
か
ら
庭
へ
と
続
く
足
跡
を

追
い
、
ウ
ェ
ヌ
ス
像
の
前
で
足
を
止
め
た
「
私
」
は
、
そ
の
皮
肉
で
悪
意

た
っ
ぷ
り
の
表
情
に
身
震
い
す
る
。

　

唯
一
の
証
人
は
の
こ
さ
れ
た
新
妻
で
、
彼
女
が
夜
中
に
寝
床
に
横
に
な

っ
て
い
る
と
、
例
の
ウ
ェ
ヌ
ス
像
が
ベ
ッ
ド
の
上
に
は
い
あ
が
っ
て
き
て
、

あ
と
か
ら
や
っ
て
き
た
夫
を
両
腕
で
抱
き
す
く
め
、
や
が
て
夫
の
死
体
を

ほ
お
り
出
し
て
出
て
行
く
の
が
見
え
た
と
い
う
。
た
だ
こ
の
証
言
は
、
悲

し
み
の
あ
ま
り
正
気
を
失
っ
た
女
の
た
わ
ご
と
と
し
て
処
理
さ
れ
る
。
ア

ル
フ
ォ
ン
ス
の
葬
儀
の
あ
と
、「
私
」
は
悲
嘆
に
く
れ
る
ペ
イ
レ
オ
ラ
ー

ド
氏
を
慰
め
る
言
葉
も
見
つ
け
ら
れ
な
い
ま
ま
に
、
帰
途
に
つ
く
。
そ
の

後
、
氏
は
息
子
の
あ
と
を
追
う
よ
う
に
亡
く
な
り
、
例
の
ウ
ェ
ヌ
ス
像
は

ペ
イ
レ
オ
ラ
ー
ド
夫
人
の
意
思
に
よ
り
、
鋳
つ
ぶ
し
て
鐘
に
姿
を
か
え
ら

れ
、
イ
ー
ル
の
教
会
に
寄
付
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
と
き
以
来
、
イ
ー
ル

の
町
の
ぶ
ど
う
の
木
は
二
度
も
凍
っ
た
と
い
う
。

源
泉
の
問
題

　

メ
リ
メ
は
こ
の
短
編
を
書
く
に
あ
た
り
、
い
く
つ
か
の
源
泉
を
利
用
し

た
よ
う
だ
。
メ
リ
メ
本
人
が
友
人
あ
て
の
書
簡
の
中
で
、
煙
に
ま
く
よ
う

な
こ
と
を
書
い
て
い
る
せ
い
も
あ
り
、
具
体
的
な
文
献
に
つ
い
て
は
研

究
者
の
あ
い
だ
で
も
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
が
5
、
本
短
編
冒
頭
の
エ
ピ

グ
ラ
フ
に
ル
キ
ア
ノ
ス
（
紀
元
後
一
二
五
頃
─
一
八
〇
頃
、
ギ
リ
シ
ャ
の

風
刺
作
家
）の
対
話
『
う
そ
つ
き
』
の
一
節
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
6
、
こ
れ
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

話
は
、
コ
リ
ン
ト
の
将
軍
ペ
リ
コ
ス
の
像
が
、
夜
な
夜
な
台
座
か
ら
降
り

て
、
悪
口
を
言
っ
た
も
の
に
復
讐
を
す
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
よ
う
に

彫
像
が
動
い
て
人
間
に
害
を
及
ぼ
す
類
の
話
は
、
中
世
に
も
数
多
く
み
ら

れ
た
。
一
八
三
五
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
資
料
集
を
い
く

つ
も
読
ん
だ
と
い
う
メ
リ
メ
が
、
お
そ
ら
く
目
に
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う

話
の
ひ
と
つ
に
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
修
道
士
で
あ
り
歴
史
家
で
あ
る
ギ

ヨ
ー
ム
・
ド
・
マ
ル
メ
ビ
ュ
リ
（G

uillaum
e de M

alm
esbury, 

一
〇
八
〇

年
頃
─
一
一
四
三
頃
）
の
『
イ
ギ
リ
ス
の
勲
功
』（G

esta rerum
 anglorum

, 

一
一
二
〇
頃
）
が
あ
る
。
物
語
の
舞
台
は
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
ロ
ー
マ

で
、『
イ
ー
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
』
同
様
、
あ
る
金
持
ち
の
男
が
結
婚
式
の

宴
の
あ
と
ス
ポ
ー
ツ
に
興
じ
、
存
分
に
動
け
る
よ
う
、
花
嫁
に
わ
た
す
べ

き
指
輪
を
ウ
ェ
ヌ
ス
像
の
指
に
か
け
て
お
く
。
試
合
が
終
わ
り
、
戻
っ
て

み
る
と
、
ウ
ェ
ヌ
ス
像
は
指
輪
を
か
た
く
握
り
し
め
て
放
さ
な
い
。
夜
中

に
そ
っ
と
戻
っ
て
み
る
と
、
指
輪
は
消
え
て
い
る
。
花
嫁
に
は
そ
の
こ
と

を
黙
っ
て
お
い
て
、
新
婚
の
床
に
入
る
と
、
二
人
の
あ
い
だ
に
む
く
む
く

と
雲
が
た
ち
の
ぼ
り
、
お
互
い
の
体
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
る

と
ウ
ェ
ヌ
ス
の
声
で
、
指
輪
を
く
れ
た
以
上
、
私
は
お
ま
え
の
妻
だ
、
指

輪
は
返
さ
な
い
、
と
い
う
お
告
げ
が
あ
る
。
同
じ
こ
と
が
幾
晩
も
続
き
、

悩
ん
だ
青
年
は
両
親
に
事
情
を
打
ち
明
け
、
あ
る
司
祭
に
助
け
を
求
め
る

こ
と
に
す
る
。
こ
の
司
祭
は
魔
術
師
の
よ
う
な
人
物
で
、
青
年
に
む
か
っ
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て
、
夜
の
う
ち
に
あ
る
十
字
路
に
赴
い
て
、
そ
こ
に
現
れ
る
は
ず
の
一
団

の
中
で
ひ
と
き
わ
大
き
い
人
物
に
、
自
分
の
印
の
入
っ
た
手
紙
を
わ
た
す

よ
う
指
示
す
る
。
実
際
、
奇
怪
な
行
列
が
あ
ら
わ
れ
、
青
年
が
そ
の
長
ら

し
き
人
物
に
手
紙
を
わ
た
す
と
、
そ
れ
は
じ
つ
は
悪
魔
で
、
ま
た
し
て
も

司
祭
に
妨
害
さ
れ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
怒
り
の
叫
び
声
を
あ
げ
る
。
た
だ

し
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
悪
魔
は
ウ
ェ
ヌ
ス
が
青
年
に
指
輪
を
返
す
よ
う
に

と
り
は
か
ら
う
。
そ
の
お
か
げ
で
、
帰
宅
し
た
青
年
は
思
い
を
と
げ
る
こ

と
が
で
き
た
。
し
か
し
司
祭
の
ほ
う
は
、
遠
く
悪
魔
の
叫
び
を
耳
に
し
た

時
点
で
、
自
分
の
命
が
長
く
な
い
こ
と
を
悟
り
、
教
皇
に
自
ら
の
罪
を
告

白
し
た
あ
と
、
四
肢
を
引
き
裂
か
れ
て
み
じ
め
な
死
を
遂
げ
る
。
要
す
る

に
、
司
祭
が
青
年
の
身
代
わ
り
と
な
っ
て
殉
教
す
る
と
い
う
、
な
ん
と
も

後
味
の
悪
い
話
で
あ
る
7
。

　

カ
ト
リ
ー
ヌ
・
ヴ
レ=

ヴ
ァ
ラ
ン
タ
ン
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
同
様
の

テ
ー
マ
を
扱
っ
た
マ
ル
メ
ビ
ュ
リ
以
外
の
中
世
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
青
年

が
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
る
こ
と
で
悪
魔
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
、
最
終
的
に
婚

約
者
（
あ
る
い
は
妻
）
と
結
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
、
十
九
世
紀

の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
な
る
と
、
幕
引
き
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
ウ

ェ
ヌ
ス
に
魅
入
ら
れ
た
青
年
の
悲
劇
と
な
る
8
。
た
と
え
ば
一
八
三
〇
年

二
月
に
『
ラ
・
モ
ー
ド
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
イ
ポ
リ
ー
ト
・
オ
ー
ジ
ェ

（H
ippolythe A

ugé, 

一
七
九
六
─
一
八
八
一
）
作
の
コ
ン
ト
『
ブ
ラ
ッ
チ

ャ
ー
ノ
家
の
末
裔
』（Le dernier des B

racciano

）、
一
八
三
一
年
五
月
に

上
演
さ
れ
た
エ
ロ
ー
（H

érold

）
作
曲
、
メ
レ
ヴ
ィ
ル
（M

elesville

）
台
本

の
オ
ペ
ラ
・
コ
ミ
ッ
ク
『
ザ
ン
パ
、
あ
る
い
は
大
理
石
の
フ
ィ
ア
ン
セ
』

（Z
am

pa ou la Fiancée de m
arbre

）
は
、
大
い
に
単
純
化
し
て
し
ま
え
ば
、

い
ず
れ
も
軽
い
気
持
ち
で
ウ
ェ
ヌ
ス
像
、
あ
る
い
は
土
地
の
守
護
聖
女
の

指
に
指
輪
を
か
け
て
し
ま
っ
た
青
年
が
、
花
嫁
と
結
ば
れ
よ
う
と
す
る
瞬

間
に
命
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
内
容
で
、
メ
リ
メ
の
目
に
ふ
れ
て
い
れ
ば
、

お
そ
ら
く
大
い
に
興
味
を
か
き
た
て
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

結
末
以
外
に
大
き
く
異
な
る
の
は
、
十
九
世
紀
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は

宗
教
色
が
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
点
で
あ
る
。『
ブ
ラ
ッ
チ
ャ
ー
ノ
家

の
末
裔
』
の
主
人
公
カ
ル
ロ
と
『
ザ
ン
パ
』
の
海
賊
ザ
ン
パ
が
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
に
な
ら
ず
、
仲
介
者
と
し
て
の
僧
侶
や

魔
術
師
も
登
場
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
ェ
ヌ
ス
も
、「
よ
き
ア
リ
ス
・

モ
ン
フ
レ
デ
ィ
」
と
呼
ば
れ
る
守
護
聖
女
も
、
マ
ル
メ
ビ
ュ
リ
の
テ
ク
ス

ト
の
よ
う
に
、
異
教
、
悪
魔
信
仰
の
側
に
青
年
を
ひ
き
い
れ
よ
う
と
す
る

悪
の
化
身
と
し
て
で
は
な
く
、
嫉
妬
や
裏
切
り
、
復
讐
な
ど
、
人
間
心
理

の
暗
部
を
体
現
す
る
超
自
然
的
な
怪
物
、
亡
霊
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

文
学
史
的
に
は
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
メ
リ
メ
を
は
じ
め
と
す
る
ロ
マ
ン
派

世
代
が
大
い
に
影
響
を
受
け
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
ゴ
シ
ッ
ク
・
ロ
マ
ン
ス
の

系
譜
の
延
長
上
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
傾
向
は
十
九
世
紀
以
降
の
怪

奇
・
幻
想
小
説
へ
と
ひ
き
つ
が
れ
て
い
く
。

　

し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
愛
と
美
の
女
神
で
あ
る
は
ず
の
ウ
ェ
ヌ
ス
が
、

こ
の
よ
う
な
血
に
飢
え
た
怪
物
と
し
て
描
か
れ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う

こ
と
か
。
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
ヴ
レ=

ヴ
ァ
ラ
ン
タ
ン
は
、
ウ
ェ
ヌ
ス
に
ま
つ

わ
る
神
話
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
に
、
そ
の
起
源
を
求
め
て
い
る
9
。
た
と

え
ば
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
『
変
身
物
語
』
な
ど
に
も
語
ら
れ
て
い
る
、
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美
少
年
ア
ド
ニ
ス
の
物
語
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ア
ド
ニ
ス
は
キ
プ
ロ
ス
王
キ

ニ
ュ
ラ
ー
ス
と
そ
の
娘
と
の
近
親
相
姦
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
で
、
そ
の

輝
く
よ
う
な
美
し
さ
は
、
愛
の
神
ウ
ェ
ヌ
ス
を
も
魅
了
せ
ず
に
は
お
か
な

か
っ
た
。
ウ
ェ
ヌ
ス
は
身
づ
く
ろ
い
も
そ
っ
ち
の
け
で
、
狩
に
明
け
暮
れ

る
ア
ド
ニ
ス
の
あ
と
を
追
い
、
森
や
岩
場
を
さ
ま
よ
う
。
若
者
の
無
鉄
砲

な
行
動
を
案
じ
、
猪
や
狼
や
ラ
イ
オ
ン
に
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
用
心
す
る
よ

う
に
と
さ
と
す
が
、
若
者
は
こ
の
忠
告
に
逆
ら
っ
て
猪
に
挑
み
、
逆
に
襲

わ
れ
て
命
を
落
と
す
。
悲
嘆
に
く
れ
た
ウ
ェ
ヌ
ス
は
、
若
者
の
血
に
神
酒

を
そ
そ
ぎ
、
真
っ
赤
な
ア
ネ
モ
ネ
の
花
に
変
身
さ
せ
た
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
10
。
ウ
ェ
ヌ
ス
は
多
情
な
女
神
で
あ
っ
た
。
毎
年
の
よ
う
に
天
上
の

み
な
ら
ず
、
下
界
の
人
間
た
ち
と
も
交
渉
を
も
ち
つ
つ
、
い
わ
ば
聖
な
る

売
春
を
く
り
返
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
彼
女
は
人
間
界
で
、

ア
ド
ニ
ス
に
代
わ
る
若
い
男
の
生
贄
を
つ
ね
に
求
め
て
い
た
の
だ
。『
イ

ー
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
』
の
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
も
、
そ
の
餌
食
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
か
。

　

そ
も
そ
も
、
ウ
ェ
ヌ
ス
は
非
常
に
嫉
妬
深
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
女
神
で

あ
る
。
彼
女
が
自
ら
の
美
し
さ
に
絶
対
的
な
自
信
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
、

「
世
界
一
の
美
女
」
の
称
号
を
ユ
ノ
、
ミ
ネ
ル
ウ
ァ
と
争
っ
た
「
パ
リ
ス

の
審
判
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
う
か
が
え
る
し
、
美
し
い
乙
女
プ
シ
ュ
ケ

の
評
判
を
ね
た
み
、
こ
れ
に
つ
ま
ら
な
い
男
を
あ
て
が
お
う
と
し
て
、
か

え
っ
て
自
ら
の
息
子
ク
ピ
ド
が
恋
に
お
ち
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
愛
と
美
と
い
う
属
性
が
不
可
避
的
に

も
た
ら
す
、
こ
う
し
た
ウ
ェ
ヌ
ス
の
性
格
の
負
の
側
面
が
、
マ
ル
メ
ビ
ュ

リ
ら
の
著
作
を
通
じ
て
強
調
、
増
幅
さ
れ
、
十
九
世
紀
の
イ
ポ
リ
ー
ト
・

オ
ー
ジ
ェ
、
メ
レ
ヴ
ィ
ル
、
メ
リ
メ
ら
の
作
品
に
ま
で
及
ん
だ
と
、
そ
の

よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

旅
先
の
ウ
ェ
ヌ
ス
像

　

し
か
し
メ
リ
メ
は
こ
う
し
た
書
物
に
よ
る
知
識
だ
け
で
本
編
を
書
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
彼
は
こ
の
時
期
、
文
化
財
保
護

監
察
官
と
し
て
ひ
ん
ぱ
ん
に
フ
ラ
ン
ス
各
地
を
旅
行
し
て
お
り
11
、
と
り

わ
け
『
イ
ー
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
』
発
表
の
三
年
前
の
一
八
三
四
年
に
は
南

仏
を
旅
行
し
、
イ
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
ル
シ
ヨ
ン
地
方
に
も
足
を
の
ば

し
て
い
る
。
た
だ
し
、視
察
旅
行
の
成
果
で
あ
る
『
南
仏
旅
行
記
』（N

otes 

d’un voyage dans le m
idi de la France, 1835

）
に
は
、
こ
の
町
に
つ
い
て
の

記
述
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
二
里
は
な
れ
た
セ
ル
ラ
ボ
ナ
（Serrabona

）
の

修
道
院
跡
を
訪
ね
た
記
録
が
あ
る
き
り
で
あ
る
12（
物
語
の
中
で
は
、
語

り
手
が
前
日
に
こ
こ
を
訪
れ
て
聖
人
像
の
写
生
を
し
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
）。
そ
れ
で
は
せ
め
て
ウ
ェ
ヌ
ス
像
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
箇
所
が

な
い
か
と
、
ふ
た
た
び
『
南
仏
旅
行
記
』、
さ
ら
に
そ
の
出
版
の
年
に
行

わ
れ
た
巡
察
旅
行
の
記
録
、『
フ
ラ
ン
ス
西
部
紀
行
』（N

otes d’un voyage 

dans l’O
uest de la France, 1836

）
を
繰
っ
て
み
る
と
、
前
者
に
は
ヴ
ィ
エ

ン
ヌ
の
近
郊
、サ
ン
ト=

コ
ロ
ン
ブ（Sainte–C

olom
be

）で
出
会
っ
た
、「
人

が
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
う
ち
で
も
っ
と
も
風
変
わ
り
な
古
代
の
作

品
」
と
さ
れ
る
、
ひ
ざ
ま
ず
い
た
大
理
石
の
ウ
ェ
ヌ
ス
像
に
つ
い
て
の
記
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述
が
、
後
者
に
は
、
革
命
で
こ
わ
さ
れ
た
キ
ニ
ピ
リ
（Q

uinipili

、
ブ
ル

タ
ー
ニ
ュ
半
島
の
町
）
の
城
に
放
置
さ
れ
て
い
た
、「
鉄
の
女
」
と
呼
ば

れ
る
、
花
崗
岩
の
ウ
ェ
ヌ
ス
像
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
つ
か
る
13
。
い
ず

れ
も
メ
リ
メ
の
古
代
美
の
概
念
を
大
き
く
書
き
か
え
、『
イ
ー
ル
の
ヴ
ィ

ー
ナ
ス
』
の
制
作
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
、
研
究
者
た
ち
が
指
摘
す

る
作
品
で
あ
る
。　

　

物
語
の
ウ
ェ
ヌ
ス
像
と
の
共
通
点
に
し
ぼ
っ
て
見
て
み
る
と
、
ま
ず
サ

ン
ト=

コ
ロ
ン
ブ
の
ウ
ェ
ヌ
ス
像
は
頭
を
右
に
向
け
、
ひ
ざ
ま
ず
き
、
右

腕
を
左
下
方
向
に
の
ば
し
、「
亀
の
ウ
ェ
ヌ
ス
」（
か
た
わ
ら
に
亀
を
し
た

が
え
た
ウ
ェ
ヌ
ス
像
。
亀
が
甲
羅
の
中
で
暮
ら
す
よ
う
に
、
家
庭
の
中
で

ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
す
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
）
に
似
た
ポ

ー
ズ
を
と
っ
て
い
る
。
乳
房
は
大
き
く
ふ
く
ら
み
、
垂
れ
、
ま
だ
若
い
経

産
婦
の
そ
れ
を
思
わ
せ
る
。
体
を
ひ
ね
っ
て
い
る
た
め
に
、
わ
き
腹
に
は

肉
の
た
る
み
が
あ
ら
わ
れ
、
腹
部
も
し
か
り
、
し
な
や
か
さ
を
失
い
は
じ

め
た
太
り
肉
の
か
ら
だ
は
、
ル
ー
ベ
ン
ス
の
〈
マ
リ
ー
・
ド
・
メ
デ
ィ
シ

ス
の
生
涯
〉
に
描
か
れ
た
セ
イ
レ
ー
ン
に
通
じ
る
。「
そ
れ
ま
で
、
古
代

人
た
ち
は
自
然
の
模
倣
よ
り
も
あ
る
理
想
的
な
絶
対
的
な
美
の
型
を
優
先

さ
せ
て
い
た
と
思
い
こ
ん
で
い
た
」
著
者
は
、
そ
う
し
た
美
の
規
範
を
こ

と
ご
と
く
覆
し
、「
完
璧
で
正
確
な
模
倣
に
の
っ
と
っ
た
細
部
を
い
っ
さ

い
な
お
ざ
り
に
し
な
か
っ
た
」、
こ
の
ウ
ェ
ヌ
ス
像
の
作
者
の
勇
気
に
感

服
す
る
。
嫌
悪
感
を
も
よ
お
さ
せ
る
よ
う
な
細
部
も
あ
え
て
表
現
す
る
レ

ア
リ
ス
ム
は
、
モ
デ
ル
の
体
を
そ
の
ま
ま
う
つ
し
と
っ
た
よ
う
な
美
し
い

フ
ォ
ル
ム
に
、
こ
と
さ
ら
に
表
情
の
邪
悪
さ
を
強
調
し
た
、
イ
ー
ル
の
ウ

ェ
ヌ
ス
像
と
通
じ
合
う
。　

　

い
っ
ぽ
う
キ
ニ
ピ
リ
の
ウ
ェ
ヌ
ス
像
は
、
均
整
を
欠
い
た
、
荒
削
り

な
肉
体
の
表
現
に
よ
っ
て
強
い
印
象
を
与
え
る
。「
鉄
の
女
」
の
呼
称
は
、

ざ
ら
ざ
ら
と
し
た
黒
っ
ぽ
い
花
崗
岩
で
で
き
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い

る
と
推
察
さ
れ
る
。
額
で
分
け
た
髪
の
房
を
も
も
の
と
こ
ろ
ま
で
垂
ら
し
、

腕
を
胸
の
と
こ
ろ
で
組
ん
だ
裸
体
の
立
像
で
あ
る
が
、
腕
は
短
す
ぎ
、
体

の
厚
み
に
比
べ
て
背
が
低
す
ぎ
る
。
胸
は
ほ
と
ん
ど
目
立
た
ず
、
胴
体
は

角
ば
っ
た
ぶ
か
っ
こ
う
な
塊
の
よ
う
に
見
え
る
。
顔
も
平
坦
で
醜
く
、
大

き
な
目
は
外
側
に
向
か
っ
て
ひ
き
つ
れ
て
お
り
、
口
を
真
一
文
字
に
む
す

び
、
鼻
は
欠
け
、
ほ
お
も
平
ら
で
、
額
に
は
な
ぞ
の
碑
文
を
彫
り
つ
け
た

バ
ン
ド
を
巻
い
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
形
状
的
に
は
そ
の
黒
っ
ぽ
い
色

以
外
、
イ
ー
ル
の
ウ
ェ
ヌ
ス
像
と
ほ
と
ん
ど
共
通
点
は
な
さ
そ
う
だ
が
、

碑
文
の
解
釈
を
含
め
、
そ
の
真
贋
や
用
途
を
め
ぐ
っ
て
、
地
元
の
考
古
学

者
た
ち
の
あ
い
だ
で
論
争
が
お
こ
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
に
は
注
目
す
べ

き
だ
ろ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
ウ
ェ
ヌ
ス
像
は
土
俗
的
な
風
習
と
か
か
わ
っ
て
い
た

よ
う
な
の
で
あ
る
。
記
録
に
よ
れ
ば
十
六
世
紀
に
、
男
女
の
仲
を
と
り
も

つ
と
い
う
こ
と
で
こ
の
ウ
ェ
ヌ
ス
像
が
特
殊
な
民
間
信
仰
の
対
象
に
な
っ

て
お
り
、
若
い
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
像
の
前
で
祈
り
を
さ
さ
げ
た
あ
と
、
ウ

ェ
ヌ
ス
を
喜
ば
せ
る
た
め
に
い
さ
さ
か
卑
猥
な
儀
式
を
行
い
、
そ
れ
か
ら

像
の
前
に
お
い
て
あ
っ
た
巨
大
な
石
の
桶
で
入
浴
す
る
と
い
う
習
慣
が
あ

っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
を
聞
い
て
ヴ
ァ
ン
ヌ
の
司
教
が
憤
慨
し
、
石
像
を
と

り
こ
わ
そ
う
と
し
て
地
元
住
民
と
の
あ
い
だ
に
争
い
が
お
こ
っ
た
が
、
結
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局
石
像
は
破
壊
を
免
れ
、
ロ
ク
ミ
ネ
（Locm

iné

）
の
道
端
で
生
き
な
が
ら

え
て
い
た
。
ち
な
み
に
カ
ト
リ
ー
ヌ
・
ヴ
レ=

ヴ
ァ
ラ
ン
タ
ン
に
よ
れ

ば
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
信
仰
の
メ
ッ
カ
で
あ
る
キ
プ
ロ
ス
島
の
パ
フ
ォ
ス
で

は
、
女
神
の
神
殿
の
前
で
、
結
婚
前
の
娘
が
面
識
の
な
い
成
年
男
子
と
関

係
を
結
ぶ
習
慣
が
あ
っ
た
と
い
う
14
。
こ
う
し
た
儀
式
に
は
、
地
上
の
人

間
と
次
々
と
関
係
を
む
す
ん
で
い
た
多
情
な
ウ
ェ
ヌ
ス
の
ふ
る
ま
い
を
反

復
し
、
子
孫
の
繁
栄
を
祈
る
と
い
う
象
徴
的
な
意
味
合
い
が
あ
っ
た
と
い

う
が
、
新
婚
夫
婦
の
床
に
や
っ
て
き
て
新
郎
を
虐
殺
し
、
カ
ッ
プ
ル
の
間

に
生
ま
れ
る
べ
き
子
孫
を
根
絶
や
し
に
し
て
し
ま
う
イ
ー
ル
の
ウ
ェ
ヌ
ス

像
は
、
こ
の
種
の
民
間
信
仰
の
陰
画
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な

い
か
。

ヴ
ァ
ン
ダ
リ
ス
ム
と
キ
リ
ス
ト
教

　

こ
の
よ
う
に
『
イ
ー
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
』
は
、
文
化
財
保
護
監
察
官
と

し
て
の
メ
リ
メ
の
活
動
と
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
作
品
中
の
ア
マ

チ
ュ
ア
考
古
学
者
ペ
イ
レ
オ
ラ
ー
ド
氏
の
肖
像
が
、
メ
リ
メ
の
敬
愛
す

る
、
土
地
の
副
知
事
も
つ
と
め
た
ジ
ョ
ベ
ー
ル
・
ド
・
パ
サ
（Jaubert de 

Passa, 1785
–1856

）
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い

る
し
15
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
・
ル
シ
ヨ
ン
お
よ
び
カ
タ
ロ
ニ
ア
の
若
者
風
俗

（
ポ
ー
ム
の
流
行
）
や
婚
礼
行
事
の
活
写
、
名
産
品
へ
の
言
及
（
バ
ル
セ
ロ

ナ
の
シ
ョ
コ
ラ
、
コ
リ
ウ
ー
ル
の
古
酒
…
…
）
に
は
、「
地
方
色
16
」（la 

couleur locale

）
に
対
す
る
配
慮
も
見
ら
れ
、
職
務
の
か
た
わ
ら
、
行
く

先
々
の
民
俗
学
的
な
側
面
に
も
気
を
配
っ
て
い
た
メ
リ
メ
の
観
察
眼
の
た

し
か
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
細
部
に
わ
た
る
構
成
の
緊
密

さ
や
、
語
り
の
妙
は
大
い
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
危
害

を
加
え
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
牙
を
む
く
ウ
ェ
ヌ
ス
の
お
そ
る
べ
き
本

性
が
、
物
語
冒
頭
の
ジ
ョ
ン
・
コ
ル
の
負
傷
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
は
じ
め
と

し
て
、
何
段
階
に
も
わ
た
っ
て
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
る
点
。
ア
ル
フ
ォ
ン

ス
惨
殺
の
犯
人
の
正
体
を
に
お
わ
せ
つ
つ
、
花
嫁
の
証
言
を
気
の
触
れ
た

人
間
の
た
わ
ご
と
と
し
て
処
理
し
よ
う
と
す
る
検
事
と
、
最
後
ま
で
懐
疑

の
念
を
す
て
き
れ
な
い
「
私
」
の
視
点
を
通
し
て
、
非
科
学
的
な
現
象
を

う
け
つ
け
な
い
読
者
に
物
語
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
だ
け
の
、
最
低
限
の
リ

ア
リ
テ
ィ
を
物
語
に
確
保
し
て
い
る
点
な
ど
。

　

さ
ら
に
、
彫
像
に
む
か
っ
て
石
を
投
げ
、
す
ぐ
さ
ま
し
っ
ぺ
返
し
を
受

け
た
二
人
連
れ
の
若
者
を
指
し
て
「
私
」
が
言
う
言
葉
、« un V

andale »

（
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
人
）、
次
い
で
ペ
イ
レ
オ
ラ
ー
ド
氏
が
使
う « vandalism

e 

» 

ヴ
ァ
ン
ダ
リ
ス
ム
）
と
い
う
言
葉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
物
語
を
読
み

解
く
と
、
新
た
な
様
相
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ
は
も
と
も
と
、
五
世
紀
に

ガ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
南
部
、
北
ア
フ
リ
カ
を
征
服
し
た
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の

一
派
の
名
で
、
破
壊
行
為
を
く
り
か
え
す
こ
と
で
知
ら
れ
た
民
族
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
の
ち
に
無
知
で
野
蛮
な
人
間
、
お
よ
び
そ
の
ふ
る
ま
い
を

指
す
言
葉
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
あ

る
特
別
な
文
脈
の
中
で
用
い
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
革
命
期
以
降
の
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
を
背
景
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
革
命
に
よ
っ
て

破
壊
さ
れ
た
教
会
・
修
道
院
や
、
そ
の
中
に
眠
っ
て
い
る
美
術
・
工
芸
品
、
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あ
る
い
は
今
ま
で
省
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ガ
ロ=

ロ
マ
ン
時
代
の

遺
跡
な
ど
の
歴
史
的
建
造
物
を
修
復
、
保
全
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
高
ま

り
、
そ
う
し
た
遺
産
を
惜
し
げ
も
な
く
取
り
壊
そ
う
と
す
る
企
て
や
、
あ

る
い
は
修
復
と
称
し
て
建
物
の
気
品
を
損
な
っ
た
り
（
た
と
え
ば
建
物
の

外
壁
に
悪
趣
味
な
色
で
塗
装
を
施
す
な
ど
）、
か
え
っ
て
劣
化
を
す
す
め

て
し
ま
う
試
み
を
「
ヴ
ァ
ン
ダ
リ
ス
ム
」
と
呼
ん
だ
。
こ
う
し
た
動
き
に

対
抗
し
、
断
固
と
し
て
闘
お
う
と
声
を
あ
げ
た
文
学
者
と
し
て
は
、
メ
リ

メ
の
ほ
か
に
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ヤ
ン
（ François–R

ené de C
hateaubriand, 

1768
–1848

）
や
ユ
ゴ
ーV

ictor H
ugo, 1802

–1885

）
が
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
17
。

　

一
八
三
〇
年
に
内
務
大
臣
ギ
ゾ
ー
の
指
揮
の
も
と
、
文
化
財
保
護
総
監

（inspecteur général des m
onum

ents historiques

）
の
職
が
つ
く
ら
れ
、
フ

ラ
ン
ス
各
地
に
残
る
古
い
建
造
物
の
保
護
に
つ
い
て
冷
淡
で
あ
っ
た
王
政

復
古
政
府
の
政
策
に
見
直
し
を
せ
ま
る
気
運
が
生
ま
れ
て
か
ら
、
シ
ャ
ト

ー
ブ
リ
ヤ
ン
の
よ
う
に
カ
ト
リ
ッ
ク
、
王
党
派
の
立
場
か
ら
城
館
、
教
会

の
保
全
を
訴
え
る
者
ば
か
り
で
な
く
、
メ
リ
メ
の
よ
う
な
自
由
主
義
的
傾

向
を
も
つ
無
神
論
者
ま
で
が
、
国
の
歴
史
と
深
く
結
び
つ
い
た
文
化
遺
産

に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
投
機
の
対
象
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
も
多

か
っ
た
各
地
の
古
い
建
築
や
美
術
品
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
無
知
や
無
理

解
か
ら
く
る
そ
の
土
地
の
住
民
た
ち
の
破
壊
行
為
か
ら
守
る
と
い
う
作
業

は
、
ま
だ
明
確
な
方
法
論
の
確
立
さ
れ
て
い
な
い
分
野
で
あ
っ
た
こ
と
も

あ
り
、
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
土
地
で
は
ガ
ロ=

ロ
マ
ン

時
代
の
城
壁
が
崩
さ
れ
て
民
家
の
壁
に
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
あ
る
土
地

で
は
、
教
会
を
兵
舎
や
倉
庫
に
転
用
し
て
い
る
。
も
と
も
と
美
術
史
の

分
野
に
そ
れ
ほ
ど
通
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
メ
リ
メ
は
、
独
学
で
学

び
、
行
く
先
々
で
大
量
の
文
献
を
読
み
、
在
野
の
考
古
学
者
や
歴
史
家
た

ち
の
手
を
借
り
な
が
ら
、
辛
抱
強
く
作
業
を
続
け
た
。
彼
の
旅
行
記
か
ら

は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
一
般
市
民
の
無
理
解
に
対
す
る
怒
り
や
苛
立
ち

と
、
現
状
を
的
確
に
判
断
し
た
う
え
で
行
政
が
講
じ
る
べ
き
措
置
を
処
方

す
る
、
実
務
家
的
な
手
際
の
よ
さ
が
う
か
が
え
る
。

　

そ
の
よ
う
な
孤
独
な
闘
い
を
続
け
た
メ
リ
メ
が
、
自
ら
の
小
説
の
中
で

「
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
人
」、
あ
る
い
は
「
ヴ
ァ
ン
ダ
リ
ス
ム
」
と
い
う
用
語
を
用

い
る
と
き
、
そ
れ
が
あ
る
種
の
重
み
を
伴
わ
な
い
は
ず
は
な
い
。
ち
ん
ぴ

ら
風
の
職
人
見
習
い
の
若
者
が
ウ
ェ
ヌ
ス
像
に
「
侮
辱
」（«l’outrage»

）

を
加
え
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
「
私
」
は
、
こ
の
若
者
が
は
ね
返
っ

た
石
を
頭
に
受
け
、
悪
態
を
つ
き
な
が
ら
退
散
す
る
の
を
見
て
「
心
底
愉

快
に
な
っ
て
笑
い
」、
こ
う
つ
ぶ
や
く
（
の
ち
に
、
ウ
ェ
ヌ
ス
像
に
こ
の

と
き
胸
の
部
分
に
で
き
た
と
思
し
き
小
さ
な
瑕
の
ほ
か
に
、
手
の
指
に
同

様
の
瑕
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
こ
の
「
天
罰
」
が
偶
然
で
は
な
く
、
ウ

ェ
ヌ
ス
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が
出
て
く
る
の
だ
が
、

こ
の
時
点
で
は
そ
の
よ
う
な
超
自
然
現
象
の
可
能
性
を
疑
う
べ
く
も
な

い
）。「
ま
た
ひ
と
り
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
人
が
ウ
ェ
ヌ
ス
の
罰
を
受
け
た
か
。
わ

が
国
の
古
い
建
造
物
を
破
壊
す
る
者
た
ち
は
す
べ
て
こ
う
や
っ
て
頭
を

割
ら
れ
る
と
い
い
ん
だ
！
18
」。
メ
リ
メ
自
身
が
古
代
美
術
、
と
く
に
ギ

リ
シ
ャ
美
術
の
愛
好
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
に
つ
け
19
、
こ
の

「
私
」の
つ
ぶ
や
き
が
筆
者
の
心
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
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さ
ら
に
テ
ク
ス
ト
を
細
か
く
読
む
と
、
ヴ
ァ
ン
ダ
リ
ス
ム
は
こ
の
作
品

に
お
い
て
は
さ
ら
に
広
い
射
程
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
い
た
ず
ら

小
僧
た
ち
の
よ
う
に
、
建
造
物
や
作
品
に
直
接
危
害
を
加
え
る
だ
け
で
な

く
、
つ
く
ら
れ
た
当
時
の
精
神
を
ゆ
が
め
る
よ
う
な
や
り
方
で
別
の
形
に

作
り
変
え
る
こ
と
も
、
広
義
の
ヴ
ァ
ン
ダ
リ
ス
ム
と
見
な
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
た
と
え
ば
バ
シ
リ
カ
式
聖
堂
を
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
に
つ
く
り
か
え
る
な

ら
ま
だ
し
も
、
ガ
ロ=
ロ
マ
ン
の
遺
跡
を
崩
し
て
て
ん
で
に
民
家
を
建
て

た
り
、
石
垣
を
築
い
た
り
す
る
と
い
う
の
は
い
か
が
な
も
の
か
。
だ
と
す

れ
ば
小
説
の
最
後
で
、
最
愛
の
息
子
を
奪
わ
れ
、
夫
に
も
先
立
た
れ
た
失

意
の
ペ
イ
レ
オ
ラ
ー
ド
夫
人
（
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
の
母
親
）
が
、
か
ね
て
か

ら
の
望
み
―
青
銅
の
彫
像
を
鋳
つ
ぶ
し
て
鐘
に
し
、
イ
ー
ル
の
教
会
に
寄

進
す
る
こ
と
―
を
か
な
え
た
と
き
、
こ
れ
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
、
土
地

の
ぶ
ど
う
が
二
度
も
霜
に
や
ら
れ
た
と
い
う
の
も
、
偶
然
で
は
あ
り
え
ま

い
。
つ
ま
り
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
先
述
の
マ
ル
メ
ビ
ュ
リ
ら
の
説
話
を
色

濃
く
支
配
し
て
い
た
、
キ
リ
ス
ト
教
と
異
教
（
パ
ガ
ニ
ス
ム
）
の
対
立
の

テ
ー
マ
が
再
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
中
世
の
テ
ク
ス
ト
群
で
は
ウ
ェ

ヌ
ス
は
悪
魔
の
側
に
置
か
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
を
体
現
す
る
聖
職
者
（
司
祭

が
魔
術
を
操
る
な
ど
、
聖
職
者
の
側
に
も
異
端
的
要
素
が
み
ら
れ
る
の
は

事
実
だ
が
）
と
対
峙
し
、
敗
れ
去
る
運
命
に
あ
っ
た
。
ウ
ェ
ヌ
ス
が
夫
と

定
め
た
人
間
の
男
た
ち
は
司
祭
の
説
得
に
応
じ
て
異
教
を
棄
て
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
と
な
り
、
人
間
の
女
と
結
ば
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
テ
ク

ス
ト
は
キ
リ
ス
ト
教
の
側
か
ら
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
当
然
の
こ
と
で
は

あ
る
が
、
実
際
、
そ
こ
に
は
と
も
す
れ
ば
頭
を
も
た
げ
て
く
る
異
端
思
想

の
誘
惑
か
ら
身
を
守
る
よ
う
、
聖
職
者
た
ち
に
呼
び
か
け
る
意
図
が
あ
っ

た
と
い
わ
れ
る
。
無
神
論
者
メ
リ
メ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
当
然
、
そ
の
よ

う
な
護
教
論
的
色
彩
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
異
教
の
息
の
根
を
止
め

よ
う
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
自
体
も
、
容
赦
な
い
批
判
の
目
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
『
イ
ー
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
』
に
お
い
て
は
、
異
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の

対
立
の
テ
ー
マ
は
、
ウ
ェ
ヌ
ス
と
、
ウ
ェ
ヌ
ス
に
魅
入
ら
れ
る
若
者
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
ウ
ェ
ヌ
ス
像
を
恋
人
の
よ
う
に
あ
が
め
る
ペ
イ
レ
オ
ラ

ー
ド
氏
と
、
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
そ
の
妻
の
対
比
を
通
じ
て
描

き
こ
ま
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
わ
が
ウ
ェ
ヌ
ス
像
に
な
ら
脚
を
折
ら
れ

た
っ
て
平
気
、と
豪
語
し
、息
子
の
結
婚
式
を
わ
ざ
わ
ざ「
ウ
ェ
ヌ
ス
の
日
」

に
設
定
し
た
う
え
、
若
夫
婦
の
安
寧
を
祈
る
た
め
、
式
の
前
に
ウ
ェ
ヌ
ス

に
い
け
に
え
を
さ
さ
え
る
儀
式
を
し
よ
う
と
提
案
す
る
ペ
イ
レ
オ
ラ
ー
ド

氏
は
、
か
な
り
滑
稽
な
人
物
で
あ
る
。
が
、
主
人
の
き
ま
ぐ
れ
に
よ
っ
て

何
か
災
い
が
お
こ
る
の
で
は
、
と
極
端
に
恐
れ
る
細
君
の
ほ
う
も
、
そ

の
迷
信
深
さ
ゆ
え
に
笑
い
を
誘
う
。
む
ろ
ん
、
彼
女
は
「
典
型
的
な
田
舎

女
20
」
で
あ
る
。
悪
気
も
下
心
も
な
い
。
彼
女
が
ウ
ェ
ヌ
ス
像
を
鋳
つ
ぶ

し
て
教
会
の
鐘
を
作
ら
せ
た
の
は
、
生
前
の
ペ
イ
レ
オ
ラ
ー
ド
氏
が
か
ら

か
っ
た
よ
う
に
、
寄
進
に
よ
っ
て
鐘
の
名
づ
け
親
に
な
り
た
か
っ
た
か
ら

で
は
な
い
。
ひ
と
え
に
ウ
ェ
ヌ
ス
像
の
呪
い
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
、
そ
れ
は
ウ
ェ
ヌ
ス
の
怒
り
を
鎮
め
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
か
え
っ
て

こ
の
蛮
行
に
よ
っ
て
、
異
教
の
女
神
の
復
讐
は
永
続
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

イ
ー
ル
の
ぶ
ど
う
の
木
は
、
こ
れ
か
ら
も
枯
れ
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
革
命
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期
の
ヴ
ァ
ン
ダ
リ
ス
ム
が
、
多
く
反
キ
リ
ス
ト
教
、
反
聖
職
者
の
名
に
お

い
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
側
が
ヴ
ァ
ン
ダ

リ
ス
ム
の
手
先
と
な
り
、
し
か
も
結
果
的
に
自
ら
の
非
力
を
露
呈
す
る
と

い
う
本
作
品
の
展
開
は
、
い
か
に
も
皮
肉
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
彫
像
を
千
年
以
上
に
わ
た
る
眠
り
か
ら
覚
ま
し
、
び
わ
の
木

の
根
元
か
ら
掘
り
起
こ
そ
う
と
し
た
こ
と
自
体
が
、
究
極
の
ヴ
ァ
ン
ダ
リ

ス
ム
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
異
教
の
女
神
は
地
中
の
奥
深

く
、
永
遠
の
眠
り
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
最
愛
の
息
子

を
失
い
、
か
と
い
っ
て
、
そ
の
呪
わ
し
い
不
幸
を
た
え
ず
思
い
起
こ
さ
せ

る
銅
像
を
手
放
す
決
心
も
で
き
ず
に
い
る
、
失
意
の
ペ
イ
レ
オ
ラ
ー
ド
氏

に
む
か
っ
て
、「
私
」
は
像
を
ど
こ
か
の
博
物
館
に
寄
付
す
る
よ
う
提
案

し
か
け
る
が
、
結
局
話
を
切
り
出
せ
な
い
ま
ま
別
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し

考
え
て
み
れ
ば
、
通
常
、
美
術
品
を
美
術
館
な
ど
の
施
設
に
収
容
す
る
の

は
、
安
全
で
管
理
の
行
き
届
い
た
場
所
で
す
ぐ
れ
た
作
品
を
保
存
し
、
訪

れ
る
人
に
学
び
の
場
を
提
供
す
る
た
め
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
各
地
を
ま
わ

り
、
消
滅
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
壁
画
や
彫
刻
、
工
芸
品
な
ど
を
リ

ス
ト
ア
ッ
プ
し
、
創
設
の
黎
明
期
に
あ
っ
た
美
術
館
、
博
物
館
へ
の
収
容

を
働
き
か
け
て
い
た
メ
リ
メ
が
21
、
作
品
中
で
、
銅
像
の
美
術
的
な
価
値

ゆ
え
に
で
は
な
く
、
こ
れ
を
体
よ
く
処
分
す
る
た
め
に
美
術
館
を
持
ち
出

し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
皮
肉
な
話
で
あ
る
。

　

だ
が
、仮
に
美
術
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い
た
と
し
て
、ウ
ェ
ヌ
ス
像
は
寒
々

と
し
た
展
示
室
の
一
角
に
安
住
の
地
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ

う
か
。
古
代
の
異
教
の
女
神
は
今
で
も
ど
こ
か
で
、
ひ
そ
か
に
魔
力
を
及

ぼ
し
続
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

註1　

メ
リ
メ
の
テ
ク
ス
ト
は
以
下
に
所
収
さ
れ
て
い
る
も
の
を
使
用
し

た
（
以
下
、VD

I

と
略
記
）。M

érim
ée, T

héâtre de C
lara G

azul, Rom
ans 

et nouvelles, édition établie, présentée et annotée par Jean M
allion et 

Pierre Salom
on, G

allim
ard, B

ibliothèque de la Pléiade, 1978. 

杉
捷
夫

訳
で
邦
訳
も
出
て
お
り
、
岩
波
文
庫
版
は
『
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
殺
人
』（
杉

捷
夫
編
訳
『
メ
リ
メ
怪
奇
小
説
選
』
所
収
）、河
出
書
房
『
メ
リ
メ
全
集
』

版
は
『
イ
ー
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
』
の
邦
題
を
採
用
し
て
い
る
（
全
集
第

二
巻
、
一
九
七
七
年
刊
）。
本
論
文
で
は
筆
者
自
身
が
翻
訳
し
た
。

2　

ウ
ェ
ヌ
ス
の
表
象
に
つ
い
て
はP. B

runel

編
、D

ictionnaire des 

m
ythes littéraires 

（nouvelle édition augm
entée, E

ditions du R
ocher, 

1988

）
の
中
の «A

phrodite» 

の
項
、
お
よ
び
呉
茂
一
『
ギ
リ
シ
ア
神
話
』

（
新
潮
文
庫
）
を
参
照
し
た
。

3　

ラ
テ
ン
語
で
「
金
曜
日
」
はV

eneris dies

、つ
ま
り
「
ウ
ェ
ヌ
ス
の
日
」

の
意
で
あ
る
。

4　

V
D

I, p. 738.

5　

ジ
ャ
ン
・
マ
リ
オ
ン
、
ピ
エ
ー
ル
・
サ
ロ
モ
ン
に
よ
る
プ
レ
イ
ヤ
ッ

ド
版
解
説
を
参
照
の
こ
と
（N

otice, p.1478–1481

）。

6　

エ
ピ
グ
ラ
フ
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。「
こ
の
彫
像
に
は
、

愛
想
よ
く
、
お
手
や
わ
ら
か
に
願
い
た
い
も
の
だ
。
こ
れ
ほ
ど
人
間
に

似
て
い
て
力
も
あ
り
そ
う
だ
か
ら
。」（V

D
I, p. 729.

）

7　

今
回
は
実
際
に
こ
の
物
語
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た

め
、
民
間
伝
承
研
究
の
立
場
か
ら
メ
リ
メ
の
作
品
を
分
析
し
た
章
を
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含
む
、
以
下
の
研
究
書
に
あ
る
レ
ジ
ュ
メ
を
参
考
に
し
た
。C

atherine 

V
elay–V

allantin, L’H
istoire des contes, Fayard, 1992, p.151–152.

8　
Ibid., p.150.

9　
Ibid., p.159–161.

10　

オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
変
身
物
語
』、
中
村
善
也
訳
、
岩
波
文
庫
、
下
巻
、

巻
十
。

11　

文
化
財
保
護
監
察
官
と
し
て
の
メ
リ
メ
の
業
績
に
つ
い
て
は
多
く

の
文
献
が
あ
る
が
、
た
と
え
ば
次
の
論
文
を
参
照
の
こ
と
。Pierre–

M
arie A

uzas, «Prosper M
érim

ée inspecteur général des m
onum

ents 

historiques de France» dans N
otes d’un voyage dans le M

idi de la France, 

A
dam

 B
iro, 1989, p.1–26.　

12　

N
otes d'un voyage dans le M

idi de la France,	éd.cit.,	1989,	p.221.

13　

Ibid., p.95–97

お
よ
び N

otes d’un voyage dans l’O
uest de la France, 

A
dam

 B
iro, p.105–108. 

14　

C
atherine V

elay–V
allantin, op.cit., p.160.

15　

プ
レ
イ
ヤ
ッ
ド
版N

otice, p.1483.

い
っ
ぽ
う
、
ペ
イ
レ
オ
ラ
ー

ド
氏
の
戯
画
的
な
側
面
は
、
メ
リ
メ
の
『
南
仏
旅
行
記
』
を
こ
き
お

ろ
し
た
ル
シ
ヨ
ン
の
考
古
学
者
、
ピ
エ
ー
ル
・
ピ
ュ
イ
ガ
リ
（Pierre 

Puiggari

）
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
と
い
う
。

16　

あ
る
時
代
や
土
地
に
特
有
な
風
俗
の
こ
と
で
、
ロ
マ
ン
主
義
世
代
の

作
家
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
小
説
や
紀
行
文
の
中
に
取
り
入
れ
た
。

17　

歴
史
的
建
造
物
の
破
壊
と
そ
の
保
全
運
動
に
関
し
て
は
、Les Lieux 

de m
ém

oire, sous la direction de Pierre N
ora, G

allim
ard, «Q

uarto», 

1997, tom
e 1, «La N

ation – Le patrim
oine» 

の
セ
ク
シ
ョ
ン
の
中
の
七

本
の
論
文
を
参
照
の
こ
と
。

18　

V
D

I, p.737.

プ
レ
イ
ヤ
ッ
ド
版
の
注
釈
者
は
、『
南
仏
旅
行
記
』
の

中
で
、
メ
リ
メ
が
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
の
ド
ミ
ニ
コ
会
教
会
を
訪
れ
た
際
、

教
会
内
の
彫
刻
が
出
入
り
の
職
人
た
ち
や
子
供
た
ち
に
故
意
に
傷
つ
け

ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
学
校
で
体
育
の
授
業
が
な
い
た
め
に
、
聖
人

像
が
子
供
た
ち
の
う
さ
晴
ら
し
の
格
好
の
標
的
に
な
っ
て
い
る
現
状
を

嘆
い
て
い
る
箇
所
を
指
摘
し
、『
イ
ー
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
』
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
そ
の
体
験
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
察
し
て
い
る
。

19　

メ
リ
メ
は
十
八
世
紀
半
ば
以
降
、
美
術
界
を
席
巻
し
て
い
た
新
古
典

主
義（
古
典
古
代
、と
り
わ
け
古
代
ギ
リ
シ
ャ
を
規
範
と
し
て
「
理
想
美
」

を
追
求
す
る
流
派
。
建
築
お
よ
び
絵
画
、
彫
刻
の
分
野
で
著
し
か
っ
た
）

的
な
嗜
好
を
も
ち
、
古
代
史
に
も
強
い
興
味
を
抱
い
て
い
た
。
中
世
の

ロ
マ
ネ
ス
ク
、
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
に
も
強
い
関
心
を
示
し
た
が
、
十
七
世

紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
の
建
築
の
修
復
に
は
冷
淡
で
あ
っ
た
と
い

わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
はPierre–M

arie A
uzas, art.cit., p.8

お
よ

びX
avier D

arcos, Prosper M
érim

ée, Flam
m

arion, 1998, C
hapitre X

を

参
照
の
こ
と
。

20　

V
D

I, p.732.

21　

フ
ラ
ン
ス
で
最
初
の
本
格
的
な
博
物
館
（
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
博
物
館

も
美
術
館
もm

usée

と
呼
ぶ
）
は
、
一
七
九
五
年
に
画
家
で
美
術
史
家

の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ル
ノ
ワ
ー
ル
（A

lexandre Lenoir

）
の
提
案
に
基

づ
い
て
パ
リ
の
プ
チ
・
ゾ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
修
道
院
跡
に
つ
く
ら
れ
た
フ

ラ
ン
ス
文
化
遺
産
博
物
館（le m

usée des M
onum

ents français

）で
あ
る
。

こ
こ
に
は
革
命
期
の
偶
像
破
壊
を
ま
ぬ
が
れ
た
歴
代
の
王
族
、
著
名
な

政
治
家
や
作
家
の
墳
墓
や
胸
像
が
時
代
順
に
展
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
う

し
た
博
物
館
・
美
術
館
が
順
次
、
フ
ラ
ン
ス
各
地
に
つ
く
ら
れ
て
い
く
。


