
49

女
性
向
け
大
衆
文
学
「
犠
牲
者
小
説
」

は
じ
め
に

　

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
女
子
教
育
は
男
性
の
そ
れ
に
比
べ
て
遅
れ
が
ち
だ
っ
た
が
、
着
実
に
そ
の
成
果
を
挙
げ
た（

（
（

。
初
等
教
育
に
無 

償
・
義
務
・
非
宗
教
化
の
三
原
則
を
導
入
し
た
一
八
八
一
年
の
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー
（Jules Ferry, （832 -（893

（
に
よ
る
教
育
改

革
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
七
月
王
政
期
末
に
は
一
三
五
万
四
千
の
女
子
児
童
が
公
立
学
校
に
登
録
さ
れ
て
い
た
し
、
修
道
院
も
ま

た
女
子
教
育
に
長
い
あ
い
だ
携
わ
っ
て
き
た
。
第
二
共
和
政
期
の
フ
ァ
ル
ー
法
（
一
八
五
〇
年
（
で
は
八
〇
〇
人
以
上
の
市
町
村
に
女
子

公
立
学
校
を
新
た
に
設
置
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
十
九
世
紀
を
つ
う
じ
て
行
わ
れ
た
女
子
教
育
の
努
力
は
女
性
の
識
字
率
を
上

昇
さ
せ
、
第
三
共
和
政
期
に
は
い
る
と
、
女
性
が
活
字
文
化
の
主
要
な
消
費
者
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。

　

共
和
国
の
指
導
者
た
ち
に
と
っ
て
ア
フ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
が
魅
力
的
な
市
場
だ
っ
た
よ
う
に
、
当
時
の
大
衆
文
学
産
業
の
担
い
手
た
ち 

女
性
向
け
大
衆
文
学
「
犠
牲
者
小
説
」

　

―
女
性
ら
し
さ
、
道
徳
、
社
会
的
言
説
―

安 　

川　
　
　
　

 

孝
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（
作
家
、
新
聞
や
雑
誌
や
書
物
の
発
行
人
（
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
女
性
読
者
の
拡
大
は
広
大
な
る
、
未
開
の
市
場
の
発
見
だ
っ
た
に
違

い
な
い
。
実
際
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
女
性
向
け
雑
誌
―
『
流
行
』（La R

evue de la m
ode, （872 -（9（3

（

や
『
万
人
の
た
め
の
流
行
』（La M

ode pour tous, （878 -（90（

（
な
ど
―
が
相
次
い
で
創
刊
さ
れ
る
一
方
で
、ア
ド
ル
フ
・
デ
ヌ
リ
ー

（A
dolphe d’Ennery, （8（（ -（899

（、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
ク
ル
セ
ル
（Pierre D

ecourcelle, （856 -（926

（、
ジ
ュ
ー
ル
・
マ
リ
（Jules 

M
ary, （8（5 -（922

（、
シ
ャ
ル
ル
・
メ
ル
ヴ
ェ
ル
（Charles M

érouvel, （832 -（920

（、
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
ド
・
モ
ン
テ
パ
ン
（X

avier 

de M
ontépin, （823 -（902

（、エ
ミ
ー
ル
・
リ
シ
ュ
ブ
ー
ル
（Ém

ile Richebourg, （833 -（898

（
な
ど
の
作
家
に
よ
っ
て
、の
ち
に
「
犠

牲
者
小
説
」（rom

an de la victim

（
2
（e

（
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
大
衆
小
説
が
女
性
読
者
を
対
象
に
し
て
大
量
に
生
産
さ
れ
た
の
だ
。

　

七
月
王
政
期
や
第
二
帝
政
期
に
流
行
し
た
大
衆
小
説
が
大
都
会
の
ミ
ス
テ
リ
ー
や
犯
罪
、
異
国
や
過
去
に
お
け
る
冒
険
を
描
い
た
の
と

は
異
な
り
、
第
三
共
和
政
期
に
登
場
し
た
犠
牲
者
小
説
は
家
庭
の
な
か
に
物
語
の
題
材
を
求
め
る
。
そ
れ
は
エ
ミ
ー
ル
・
リ
シ
ュ
ブ
ー
ル

『
可
愛
い
ミ
オ
ン
ヌ
』（Petite M

ionne, （882 -（883

（
の
語
り
手
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
家
庭
に
は
語
る
に
値
す
る
ド
ラ
マ
が
潜
ん

で
い
る
か
ら
だ
。「
家
庭
の
な
か
で
ど
れ
ほ
ど
の
傷
が
血
を
流
し
、
ど
れ
ほ
ど
の
陰
鬱
な
秘
密
、
ど
れ
ほ
ど
の
未
知
の
ド
ラ
マ
が
あ
る
こ

と
か
！（

3
（

」

　

家
庭
の
悲
劇
を
描
く
物
語
に
あ
っ
て
主
人
公
は
女
性
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
つ
ね
に
母
親
で
あ
る（

（
（

。
な
ん
ら
か
の
不
幸
に
よ
っ
て
子
ど
も

や
家
族
と
生
き
別
れ
た
ヒ
ロ
イ
ン
が
苦
難
や
試
練
に
耐
え
忍
び
、
最
後
に
愛
す
る
人
び
と
と
再
会
し
、
失
わ
れ
た
幸
福
を
取
り
戻
す
―

こ
れ
が
犠
牲
者
小
説
に
共
通
す
る
基
本
的
な
構
図
で
あ
る
。
第
一
共
和
政
期
に
誕
生
し
た
メ
ロ
ド
ラ
マ
が
そ
う
で
あ
っ
た（

5
（

よ
う
に
、離
別
、

苦
悩
、再
会
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
犠
牲
者
小
説
は
、小
倉
孝
誠
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
女
性
読
者
の
紅
涙
を
絞
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
た（

6
（

。」

　

本
稿
の
目
的
は
、
犠
牲
者
小
説
の
全
体
的
な
見
取
り
図
を
作
成
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
引
用
し
た
作
家
の
主
要
な
作
品
を
例
と
し
て
、
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そ
の
特
徴
を
ス
ケ
ッ
チ
し
な
が
ら
、
犠
牲
者
小
説
と
社
会
的
想
像
力
の
関
連
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ほ
か
の
大
衆
小
説
と
同
様
に
、

可
能
な
限
り
広
範
な
人
び
と
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
最
大
の
目
的
と
し
た
犠
牲
者
小
説
は
読
者
や
時
代
の
反
応
に
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
説
話
空
間
に
は
当
時
の
思
考
や
感
性
、
心
性
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ

る（
7
（

。

一
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
過
ち

　

大
衆
小
説
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
の
ひ
と
り
ダ
ニ
エ
ル
・
ク
エ
ニ
ャ
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
流
行
し
た
大
衆
小
説

の
重
要
な
特
徴
と
し
て
善
悪
二
元
論
の
原
理
を
挙
げ
て
い
る（

8
（

。
大
衆
小
説
の
説
話
空
間
は
つ
ね
に
一
方
に
は
善
人
、
他
方
に
は
悪
人
と
い

う
よ
う
に
、
明
快
で
異
論
の
余
地
な
く
二
分
さ
れ
、
善
と
悪
の
妥
協
の
な
い
対
立
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
犠
牲
者

小
説
が
問
題
に
な
る
と
き
、
ク
エ
ニ
ャ
の
指
摘
は
修
正
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
実
際
、
歴
史
家
ア
ン
ヌ=

マ
リ
・
テ
ィ
エ
ス
が
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
ヒ
ロ
イ
ン
は
「
ま
っ
た
く
の
潔
白
で
は
な
い（

9
（

」
か
ら
だ
。

　

一
九
世
紀
の
医
学
的
言
説
が
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
た（

（1
（

よ
う
に
、
犠
牲
者
小
説
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
感
受
性
が
強
く
、
容
易
に
愛
の
感
情
に

屈
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
ジ
ュ
ー
ル
・
マ
リ
『
禁
断
の
木
の
実
』（L’A

m
our défendu, （890

（
の
マ
ノ
ン=

ロ
ー
ズ
・
ビ
ュ
ル
ガ
ー

ル
は
ジ
ャ
ン
・
ク
レ
ー
ル
ジ
ャ
ン
に
口
説
か
れ
、
一
目
惚
れ
す
る
し
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
ク
ル
セ
ル
『
パ
リ
の
女
工
た
ち
』（Les ouvriers 

de Paris, （90（

（
の
ク
ロ
チ
ル
ド
・
ダ
ン
ブ
ル
ー
ズ
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ン
ジ
ュ
ヴ
ィ
ル
と
恋
に
落
ち
、
エ
ミ
ー
ル
・
リ
シ
ュ
ブ
ー
ル
『
黒

ド
レ
ス
の
婦
人
』（La D

am
e en noir, （899

（
の
マ
リ
・
ソ
レ
ル
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
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彼
女
は
自
分
が
こ
の
若
い
男
の
特
別
な
注
意
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
の
に
長
く
は
か
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
彼
女
の
知
性
の
な
か
に
情
熱
的
な
想
像
力
が
つ
く
り
だ
す
よ
う
な
恋
心
を
生
み
だ
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
あ
ら
ゆ
る
愛
の
魅
惑
に
対

し
て
閉
ざ
さ
れ
た
心
を
も
っ
て
い
た
マ
リ
だ
っ
た
が
、
若
い
娘
が
愛
す
る
と
い
う
抑
え
が
た
い
欲
望
を
感
じ
る
、
あ
の
年
頃
に
達
し

て
い
た
の
だ
。
彼
女
は
愛
に
対
し
て
成
熟
し
て
い
た
。
彼
女
は
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ジ
ェ
ル
ヴ
ォ
ワ
と
名
乗
る
男
を
愛
し
た
。
情
熱
的
に

際
限
な
く
、
初
め
て
人
を
愛
す
よ
う
に
、
彼
女
は
そ
の
う
ら
若
い
心
の
す
べ
て
の
力
で
彼
を
愛
し
た
の
だ（

（（
（

。

　

犠
牲
者
小
説
は
し
ば
し
ば
「
恋
愛
小
説
」（rom
an sentim

ental

あ
る
い
はrom

an d’am
our

（
に
従
属
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
み
な

さ
れ
て
き
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
は
恋
愛
小
説
と
同
様
に
、
犠
牲
者
小
説
が
恋
愛
が
ら
み
の
筋
を
展
開
す
る
か
ら
だ
。
し
か
し

な
が
ら
、
両
者
は
次
の
点
で
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
恋
愛
小
説
が
一
組
の
カ
ッ
プ
ル
の
愛
の
進
展
を
描
く（

（1
（

の
に
対
し
て
、

犠
牲
者
小
説
は
破
綻
し
た
愛
が
女
性
に
も
た
ら
す
不
幸
を
強
調
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
恋
愛
小
説
で
は
多
か
れ
少
な
か
れ
肯
定
的
に
評
価

さ
れ
る
愛
は
、
犠
牲
者
小
説
で
は
災
難
を
ま
ね
く
要
因
と
し
て
描
か
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、『
黒
ド
レ
ス
の
婦
人
』
の
マ
リ
・
ソ
レ
ル
の
愛
が
実
を
結
ぶ
こ
と
は
な
い
。「
愛
す
る
と
い
う
抑
え
が
た
い
欲
求
」
に
身

を
委
ね
た
ヒ
ロ
イ
ン
は
身
ご
も
り
、
裏
切
ら
れ
、
そ
し
て
捨
て
ら
れ
る
。
未
婚
の
母
は
例
外
な
く
家
族
や
社
会
か
ら
迫
害
さ
れ
る
が
、
そ

れ
は
彼
女
が
貞
節
を
守
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
罰
と
し
て
彼
女
は
苦
し
み
、
そ
れ
を
償
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
が
わ
た
し
の
過
ち
の
罰
な
の
ね
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
ま
す
。
で
も
わ
た
し
は
こ
の
罰
を
受
け
る
に
値
す
る
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
ん
な
こ
と
ど
う
で
も
い
い
わ
、
わ
た
し
は
打
ち
の
め
さ
れ
て
、
顔
を
伏
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
！（

（1
（
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ヒ
ロ
イ
ン
の
有
罪
性
は
、
彼
女
が
男
性
に
よ
る
一
方
的
な
性
暴
力
の
対
象
と
な
っ
た
場
合
で
さ
え
、
認
め
ら
れ
る
。
未
婚
で
あ
ろ
う
が
、

既
婚
で
あ
ろ
う
が
、
犠
牲
者
小
説
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
美
し
い
。
だ
が
、
そ
の
美
し
さ
が
彼
女
に
幸
福
を
も
た
ら
す
と
は
限
ら
な
い
。「
奇
跡

的
な
優
雅
さ
と
美
し
さ（

（1
（

」
を
そ
な
え
た
、
シ
ャ
ル
ル
・
メ
ル
ヴ
ェ
ル
『
純
潔
と
汚
れ
』（Chaste et flétrie, （899

（
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
ジ
ャ

ン
ヌ
・
ジ
ュ
ッ
セ
は
そ
の
美
し
さ
ゆ
え
に
ク
ロ
ー
ド
・
ド
・
シ
ャ
ゼ
の
性
暴
力
の
犠
牲
者
と
な
り
、
身
ご
も
っ
て
し
ま
う
。
ク
ロ
ー
ド
は

悪
び
れ
る
こ
と
な
し
に
、
彼
を
こ
う
し
た
振
舞
に
駆
り
立
て
た
の
は
ジ
ャ
ン
ヌ
の
美
貌
の
せ
い
だ
と
開
き
直
る
。

な
ぜ
偶
然
が
、
あ
る
い
は
運
命
が
あ
な
た
を
わ
た
し
の
人
生
の
行
程
に
置
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
盲
人
の
目
を
眩
ま
せ
、
あ
ら
ゆ
る
熱

情
に
も
っ
と
も
無
関
心
な
知
性
を
揺
さ
ぶ
る
た
め
に
容
作
ら
れ
た
あ
な
た
を
！（

（1
（

　

メ
ロ
ド
ラ
マ
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
犠
牲
者
小
説
に
あ
っ
て
ヒ
ロ
イ
ン
は
美
徳
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
登
場
す
る
。
し
た

が
っ
て
彼
女
が
み
ず
か
ら
男
性
に
こ
び
を
売
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い（

（1
（

。
そ
の
類
い
ま
れ
な
美
貌
で
も
っ
て
彼
女
は
意
図
せ
ず
に
、「
男
性

の
欲
望
を
刺
激
す
る
と
い
う
過
ち
」
を
犯
し
て
し
ま
う
の
だ（

（1
（

。『
旧
約
聖
書
』
の
「
創
世
記
」
で
は
女
性
が
男
性
を
破
滅
に
導
く
、
罪
深

い
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
犠
牲
者
小
説
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
も
ま
た
こ
う
し
た
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
の
伝
統
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ

う（
（1
（

。
ク
ロ
ー
ド
・
ド
・
シ
ャ
ゼ
は
、
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ジ
ュ
ッ
セ
と
い
う
イ
ヴ
の
娘
に
よ
っ
て
誘
惑
さ
れ
、
彼
女
を
愛
す
る
あ
ま
り
罪
を
犯
し

た
哀
れ
な
犠
牲
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

一
九
世
紀
を
つ
う
じ
て
普
及
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
文
化
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
身
体
や
感
情
を
律
す
る
こ
と
が
美
徳
と
さ
れ
た（

（1
（

が
、

犠
牲
者
小
説
の
説
話
空
間
に
そ
う
し
た
時
代
の
感
性
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
例
が
示
す
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よ
う
に
、
無
分
別
な
愛
に
身
を
任
せ
た
が
ゆ
え
に
自
滅
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
や
、
過
度
の
愛
に
屈
す
る
が
ゆ
え
に
罪
を
犯
す
男
性
を
描
く
こ
と

で
、
犠
牲
者
小
説
は
感
情
を
制
御
す
る
こ
と
の
意
味
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
、
司
法
ミ
ス
の
犠
牲
者

　

男
性
を
し
て
常
軌
を
逸
し
た
行
動
に
駆
り
立
て
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
女
性
を
罪
深
い
存
在
と
す
る
ユ
ダ
ヤ=

キ
リ
ス
ト
教
的
な

伝
統
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
ジ
ュ
ー
ル
・
マ
リ
『
酔
い
ど
れ
女
』（La Pocharde, （898

（
の
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
・
ラ
マ
ル
シ
ュ
や
グ
ザ
ヴ
ィ

エ
・
ド
・
モ
ン
テ
パ
ン
『
パ
ン
運
び
の
女
』（La Porteuse de pain, （88（ -（88

（
11
（5

（
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
フ
ォ
ル
チ
エ
も
ま
た
、「
男
性
の
欲

望
を
刺
激
す
る
と
い
う
過
ち
」
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
は
夫
と
幼
い
双
子
の
姉
妹
と
平
凡
だ
が
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
る
が
、
不
幸
に
も
マ
チ
ス
の
気
を
惹
い
て
し
ま
う
。
そ
し

て
夫
が
出
稼
ぎ
で
不
在
の
あ
い
だ
、
原
因
不
明
の
発
作
に
襲
わ
れ
て
意
識
を
失
い
、
彼
女
は
マ
チ
ス
か
ら
性
暴
力
を
受
け
て
身
ご
も
っ
て

し
ま
う
。
ジ
ャ
ン
ヌ
・
フ
ォ
ル
チ
エ
は
若
い
未
亡
人
で
、
亡
き
夫
の
思
い
出
と
二
人
の
幼
い
子
ど
も
と
生
き
て
い
こ
う
と
決
心
す
る
が
、

ジ
ャ
ッ
ク
・
ガ
ロ
ー
の
気
を
惹
い
て
し
ま
う
。
彼
は
彼
女
を
熱
愛
し
、
彼
女
と
結
婚
す
る
た
め
に
成
り
上
が
ろ
う
と
、
強
盗
・
殺
人
・
放

火
の
大
罪
を
犯
す
。

　

二
人
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
犯
し
た
過
ち
の
代
償
は
大
き
い
。
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
の
子
ど
も
は
生
後
間
も
な
く
死
亡
し
て
し
ま
う
。
検
死
を
担
当

し
た
医
者
は
子
ど
も
の
体
内
か
ら
毒
が
検
出
さ
れ
た
と
誤
っ
て
診
断
し
、
裁
判
所
は
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
が
夫
の
不
在
の
あ
い
だ
に
犯
し
た
不

義
の
証
を
隠
蔽
す
る
た
め
に
子
ど
も
を
殺
害
し
た
と
結
論
し
、彼
女
は
死
刑
を
宣
告
さ
れ
る
。他
方
で
ジ
ャ
ン
ヌ
・
フ
ォ
ル
チ
エ
は
、ジ
ャ
ッ



55

女
性
向
け
大
衆
文
学
「
犠
牲
者
小
説
」

ク
・
ガ
ロ
ー
に
よ
っ
て
濡
れ
衣
を
着
せ
さ
れ
、
強
盗
・
殺
人
・
放
火
の
罪
で
終
身
禁
固
刑
に
処
さ
れ
る
。

　

十
分
な
証
拠
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、司
法
ミ
ス
に
よ
っ
て
不
当
に
罪
を
宣
告
さ
れ
る
ヒ
ロ
イ
ン
を
登
場
さ
せ
る
『
酔
い
ど
れ
女
』

と
『
パ
ン
運
び
の
女
』
の
例
は
、
犠
牲
者
小
説
と
「
探
偵
冒
険
小
説
」（rom

an d’aventures policières

（
と
の
類
似
を
示
し
て
い
る
。

　

探
偵
冒
険
小
説
と
は
第
二
帝
政
期
に
「
探
偵
小
説
」（rom

an policie

（
1（
（r

（
と
平
行
し
て
生
成
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
探
偵
小
説
も

探
偵
冒
険
小
説
も
、
殺
人
や
窃
盗
、
あ
る
い
は
誘
拐
な
ど
の
犯
罪
を
物
語
の
原
動
力
と
す
る
点
、
出
来
事
を
起
き
た
順
序
に
し
た
が
っ
て

追
う
の
で
は
な
く
、
過
去
を
再
構
築
す
る
語
り
を
採
用
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

　

し
か
し
探
偵
小
説
に
お
い
て
は
捜
査
人
の
活
動
が
物
語
の
中
心
を
し
め
る
が
、
探
偵
冒
険
小
説
に
お
い
て
は
罪
を
犯
し
た
と
し
て
告
発

さ
れ
た
無
実
の
人
物
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
読
書
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
探
偵
小
説
が
「
読
者
の
知
性
を
狙
い
、 

ゲ
ー
ム
に
代
え
て
し
ま
う
の
に
対
し
」、
探
偵
冒
険
小
説
は
「
悲
壮
感
に
賭
け
、
時
に
メ
ロ
ド
ラ
マ
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
危
険
を
冒
し
な

が
ら
（
そ
れ
に
つ
い
て
は
時
々
非
難
さ
れ
て
き
た
が
（、
読
者
の
感
受
性
を
震
わ
せ
よ
う
と
す
る（

11
（

。」

　

濡
れ
衣
を
帰
せ
ら
れ
た
、
無
実
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
名
誉
回
復
の
プ
ロ
セ
ス
を
描
き
だ
す
『
酔
い
ど
れ
女
』
や
『
パ
ン
運
び
の
女
』
が
探
偵

冒
険
小
説
に
由
来
す
る
要
素
を
借
り
入
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
類
似
は
、
ジ
ュ
ー
ル
・
マ
リ
や
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
ド
・
モ

ン
テ
パ
ン
が
犠
牲
者
小
説
だ
け
で
は
な
く
、
探
偵
冒
険
小
説
を
も
同
時
に
実
践
し
て
い
た
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
と
は 

い
っ
て
も
、
犠
牲
者
小
説
と
探
偵
冒
険
小
説
は
次
の
三
点
で
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
探
偵
冒
険
小
説
で
は
男
性
が
主
人
公
と
な
る
傾
向
が
あ
る
が
、
犠
牲
者
小
説
で
は
女
性
が
主
人
公
と
な
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す

れ
ば
、
し
ば
し
ば
犠
牲
者
小
説
に
分
類
さ
れ
て
き
た
、
ジ
ュ
ー
ル
・
マ
リ
の
名
作
『
屈
辱
の
ロ
ジ
ェ
』（R

oger-la-honte, （886 -（887

（

は
探
偵
冒
険
小
説
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
で
は
、
殺
人
の
廉
で
不
当
に
告
発
さ
れ
た
ロ
ジ
ェ
・
ラ
ロ
ッ
ク
と
い
う
男
性
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が
名
誉
を
回
復
す
る
過
程
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
は
ま
た
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
ド
・
モ
ン
テ
パ
ン
の
遺
作
『
街
角
の
歌
い
手
』（Chanteuse des 

rues, （902

（に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
も
や
は
り
司
法
ミ
ス
の
犠
牲
者
は
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ゴ
ー
チ
エ
と
い
う
男
性
で
あ
る
。

　

次
に
、
探
偵
冒
険
小
説
で
は
犯
人
を
特
定
す
る
役
割
を
に
な
う
の
は
警
察
や
探
偵
だ
が
、
犠
牲
者
小
説
で
は
こ
う
し
た
役
割
は
素
人
に

委
ね
ら
れ
る
。『
パ
ン
運
び
の
女
』
に
お
い
て
ジ
ャ
ッ
ク
・
ガ
ロ
ー
の
罪
を
暴
き
だ
し
、
ジ
ャ
ン
ヌ
・
フ
ォ
ル
チ
エ
の
無
実
を
証
明
す
る

の
は
画
家
エ
チ
エ
ン
ヌ
・
カ
ス
テ
ル
だ
し
、
ま
た
『
酔
い
ど
れ
女
』
に
お
い
て
シ
ャ
ル
ロ
ッ
ト
・
ラ
マ
ル
シ
ュ
を
襲
っ
た
発
作
は
彼
女
の

家
の
裏
に
あ
る
石
膏
作
業
場
か
ら
発
生
し
た
一
酸
化
炭
素
を
原
因
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
生
後
間
も
な
い
子
ど
も
の
死
因
が
彼
女
の
体
内

に
大
量
に
取
り
込
ま
れ
た
一
酸
化
炭
素
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
医
者
ゴ
ー
チ
エ
・
マ
リ
ニ
ャ
ン
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
探
偵
冒
険
小
説
の
捜
査
役
の
調
査
は
、
論
理
的
で
演
繹
的
な
方
法
に
も
と
づ
く
が
、
犠
牲
者
小
説
の
捜
査
役
の
調
査
は
、「
偶

然
」（hasard

（、
つ
ま
り
「
神
の
正
義
」（justice de D

ieu

（
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。「
あ
あ
！
い
ま
こ
の
こ
と
を
わ
た
し
に
発
見

さ
せ
て
く
だ
さ
っ
た
神
は
、
正
義
の
神
だ
、
そ
し
て
慈
愛
の
神
だ
！（

11
（

」
犠
牲
者
小
説
に
お
い
て
警
察
が
捜
査
役
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が

な
い
の
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
ク
ル
セ
ル
『
二
人
の
子
ど
も
』（Les D

eux gosses, （889

（
に
登
場
す
る
優
秀
な
警
部
マ
セ
が
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
彼
ら
も
ま
た
神
の
力
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
だ
。「
奥
様
、［
…
］
身
元
不
明
の
犯
罪
者
を
逮
捕
す
る
た
め
に
、
我
々
に

は
強
力
な
助
っ
人
が
お
り
ま
す
よ
。
多
く
の
人
び
と
は
そ
れ
を
偶
然
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
神
の
正
義
と
呼
ん
で
お
り

ま
す（

11
（

。」
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三
、
自
己
犠
牲

　

犠
牲
者
小
説
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
美
し
い
ば
か
り
で
は
な
く
、
家
族
に
深
い
愛
情
を
そ
そ
ぐ
女
性
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、

そ
の
美
貌
ゆ
え
に
男
性
の
欲
望
を
刺
激
す
る
と
い
う
意
味
で
罪
深
い
存
在
と
し
て
の
女
性
で
は
な
く
、
憐
れ
み
の
情
を
そ
な
え
た
聖
母
マ

リ
ア
型
の
女
性
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
ヒ
ロ
イ
ン
も
ま
た
ま
っ
た
く
の
潔
白
で
は
な
く
、
身
内
へ
の
深
い
愛
情
の
ゆ
え
に
責
め
ら
れ

る
べ
き
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
う
。

　

ピ
エ
ー
ル
・
ド
ク
ル
セ
ル
『
二
人
の
子
ど
も
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
エ
レ
ー
ヌ
・
ド
・
ペ
ノ
ワ
は
義
妹
カ
ル
メ
ン
の
不
義
を
隠
蔽
し
よ
う
と

奔
走
す
る
。
そ
れ
は
カ
ル
メ
ン
の
名
誉
を
守
る
た
め
で
あ
っ
た
が
、
嘘
で
嘘
を
塗
り
つ
ぶ
す
こ
と
は
過
ち
で
あ
り
、
そ
れ
相
応
の
罰
が
待

ち
受
け
て
い
る
こ
と
を
エ
レ
ー
ヌ
は
知
っ
て
い
る
。「
彼
女
は
誠
実
な
女
性
と
し
て
の
純
白
の
信
念
に
よ
っ
て
そ
れ
を
信
じ
て
い
た
の
だ

が
、
す
べ
て
の
過
ち
は
必
然
的
に
懲
罰
を
も
た
ら
す
と
い
う
思
い
を
禁
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た（

11
（

。」

　

果
た
し
て
、
彼
女
の
振
舞
は
夫
ラ
モ
ン
の
疑
い
を
ま
ね
い
て
し
ま
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
エ
レ
ー
ヌ
が
無
実
を
証
明
す
る
た
め
に

は
カ
ル
メ
ン
の
不
義
を
明
か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
彼
女
は
義
妹
を
守
る
た
め
に
不
当
な
告
発
を
受
け
入
れ
る
。
そ
し
て
、
自
分
の

子
ど
も
が
エ
レ
ー
ヌ
と
不
倫
相
手
と
の
あ
い
だ
に
で
き
た
私
生
児
だ
と
勘
違
い
し
た
ラ
モ
ン
は
、
妻
へ
の
復
讐
と
し
て
子
ど
も
を
恐
ろ
し

い
犯
罪
者
に
預
け
て
し
ま
う
。

　

ア
ド
ル
フ
・
デ
ヌ
リ
ー
『
殉
職
の
女
』（M

artyre, （885

（
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ド
・
モ
レ
は
母
親
を
思
う
ば
か
り
に
そ
の

不
幸
を
ま
ね
い
て
し
ま
う
。
彼
女
は
母
親
に
宛
て
ら
れ
た
手
紙
を
勘
違
い
し
て
読
む
が
、
こ
の
手
紙
は
母
親
が
か
つ
て
犯
し
た
不
倫
の
罪
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を
暴
露
す
る
も
の
だ
っ
た
。
真
相
を
確
か
め
る
た
め
に
彼
女
は
手
紙
の
差
出
人
へ
会
い
に
い
く
が
、
ロ
ベ
ー
ル
・
ブ
リ
ュ
ネ
ル
と
名
乗
る

こ
の
若
い
男
こ
そ
が
母
親
と
そ
の
愛
人
の
息
子
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
父
親
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
貧
困
に
陥
っ
た
ロ
ベ
ー
ル
は
唯
一
の

肉
親
で
あ
る
、
ロ
ー
レ
ン
ス
の
母
親
に
助
け
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

ロ
ベ
ー
ル
の
存
在
は
母
親
の
不
義
の
証
拠
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ロ
ー
レ
ン
ス
は
家
族
に
は
内
緒
で
金
を
工
面
し
て
ロ
ベ
ー
ル
に
与
え
る
こ

と
で
事
態
を
切
り
抜
け
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
ロ
ー
レ
ン
ス
の
振
舞
は
夫
の
疑
い
を
ま
ね
い
て
し
ま
う
。
彼
女
は
母
親
の
不
義
を
明
か
す

こ
と
な
し
に
、
自
分
に
か
け
ら
れ
た
疑
い
を
晴
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
彼
女
は
夫
か
ら
離
婚（

11
（

を
宣
告
さ
れ
、
父
親
か
ら
は
勘
当

さ
れ
る
。
ロ
ー
レ
ン
ス
は
逆
ら
う
こ
と
な
く
こ
の
迫
害
を
受
け
入
れ
る
。
と
い
う
の
も
、「
こ
の
不
幸
な
女
は
責
め
ら
れ
る
べ
き
過
ち
を

犯
し
た
と
い
う
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
た（

11
（

」
か
ら
で
あ
る
。
理
由
が
何
で
あ
れ
、
過
ち
を
犯
し
た
以
上
、
そ
れ
を
償
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。「
わ
た
し
は
罪
人
な
の
で
す
、
だ
か
ら
神
は
そ
れ
に
見
合
っ
た
罰
を
わ
た
し
に
お
与
え
に
な
る
の
で
す（

11
（

。」

　

母
親
や
義
妹
の
不
義
を
隠
蔽
す
る
と
い
う
意
味
で
エ
レ
ー
ヌ
・
ド
・
ペ
ノ
ワ
も
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ド
・
モ
レ
も
、
償
う
べ
き
過
ち
を
犯
し

た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
み
ず
か
ら
を
圧
し
殺
し
て
で
も
他
人
の
た
め
に
尽
く
そ
う
と
す
る
振
舞
が
犠
牲
者
小
説
で

否
定
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
エ
レ
ー
ヌ
は
、
物
語
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て
、「
不
幸
な
女
」（une infortuné

（
11
（e

（
か
ら
「
聖
な

る
女
性
」（une saint

（
11
（e

（、
あ
る
い
は
「
聖
な
る
高
貴
な
殉
職
者
」（une sainte et noble m

artyr

（
1（
（e

（
へ
昇
華
を
遂
げ
る
し
、
ロ
ー
レ

ン
ス
も
ま
た
同
様
で
「
純
真
な
る
聖
な
る
殉
職
者
」（une pure et sainte M

A
RT

Y
R

（
11
（E

（
と
形
容
さ
れ
る
。

　

恋
愛
の
破
綻
か
ら
不
幸
に
陥
る
女
性
、
性
暴
力
や
司
法
ミ
ス
の
犠
牲
と
な
る
女
性
と
並
ん
で
、
み
ず
か
ら
を
犠
牲
に
捧
げ
る
女
性
は
犠

牲
者
小
説
の
も
っ
と
も
好
む
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
エ
ミ
ー
ル
・
リ
シ
ュ
ブ
ー
ル
『
ヴ
ェ
ー
ル
の
婦
人
』（La D

am
e voilée, 

（87（

（
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ド
・
プ
レ
ク
ー
ル
、
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
ド
・
モ
ン
テ
パ
ン
『
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
商
人
』（Le M

archand de dia-
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m
ants, （899

（
の
ア
ン
ジ
ェ
リ
ッ
ク
・
ヴ
ェ
リ
エ
ー
ル
、
シ
ャ
ル
ル
・
メ
ル
ヴ
ェ
ル
『
純
潔
と
汚
れ
』
の
も
う
ひ
と
り
の
ヒ
ロ
イ
ン
、

ガ
ブ
リ
エ
ル
・
ド
・
モ
ン
ル
ヴ
ェ
ー
ル
は
い
ず
れ
も
、
彼
女
ら
の
母
や
父
の
弱
み
―
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
彼
ら
が
若
い
と
き
に
犯
し
た
不

義
の
事
実
―
を
握
っ
た
男
性
と
の
結
婚
に
同
意
す
る
が
、
そ
れ
は
家
族
の
名
誉
を
守
る
た
め
で
あ
る
。

　

一
九
〇
五
年
の
政
教
分
離
以
前
の
共
和
国
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
も
と
づ
き
家
族
に
す
べ
て
を
捧
げ
る

女
性
と
い
う
理
念
を
説
き
、「
マ
リ
ア
を
絶
対
的
な
純
潔
と
完
璧
な
自
己
犠
牲（

11
（

」
の
モ
デ
ル
と
し
て
教
え
込
ん
だ
が
、
犠
牲
者
小
説
に
お

い
て
描
か
れ
る
ヒ
ロ
イ
ン
が
こ
う
し
た
モ
デ
ル
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

四
、
翻
弄
さ
れ
る
ヒ
ロ
イ
ン

　

男
性
に
よ
る
裏
切
り
や
暴
力
、
家
族
や
社
会
か
ら
向
け
ら
れ
る
不
当
な
疑
い
、
あ
る
い
は
望
ま
な
い
結
婚
の
承
認
―
ヒ
ロ
イ
ン
の
不

幸
の
原
因
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
に
せ
よ
、そ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
が
子
ど
も
や
家
族
と
生
き
別
れ
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。し
た
が
っ

て
ヒ
ロ
イ
ン
の
目
的
は
、
離
別
し
た
子
ど
も
や
家
族
と
再
会
す
る
こ
と
に
尽
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
女
が
そ
れ
を
単
独
で
達
成
す
る
こ

と
は
決
し
て
な
い
。
犠
牲
者
小
説
に
あ
っ
て
は
「〈
主
人
公
〉（héros

（
と
い
う
機
能
が
〈
主
体
〉（sujet

（
と
い
う
機
能
と
一
致
す
る

こ
と
は
な
い（

11
（

」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
態
度
は
能
動
的
と
い
う
よ
り
は
、
受
動
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
ヒ
ロ
イ
ン
は
到
来
す
る
不
幸
を
ま
え
に
し
て
、
あ
る
い
は
不
幸
な
状
況
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
無
防
備
で
あ
り
つ
づ
け
る
わ

け
で
は
な
い
。
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
ド
・
モ
ン
テ
パ
ン
『
パ
ン
運
び
の
女
』
に
お
い
て
は
、
濡
れ
衣
を
帰
せ
ら
れ
て
服
役
し
て
い
た
ジ
ャ
ン
ヌ
・

フ
ォ
ル
チ
エ
は
生
き
別
れ
た
二
人
の
子
ど
も
を
探
し
だ
す
た
め
に
脱
獄
す
る
し
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
ク
ル
セ
ル
『
二
人
の
子
ど
も
』
の
ヒ
ロ
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イ
ン
、
エ
レ
ー
ヌ
・
ド
・
ペ
ノ
ワ
も
ま
た
離
別
し
た
息
子
と
再
会
す
る
た
め
に
危
険
を
冒
し
て
パ
リ
の
貧
民
街
を
捜
索
す
る
。
と
こ
ろ
が

ヒ
ロ
イ
ン
の
努
力
は
、
そ
れ
が
実
ろ
う
と
す
る
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
、
彼
女
に
敵
対
す
る
勢
力
や
、『
二
人
の
子
ど
も
』
の
例
が
示
し
て

い
る
よ
う
に
、「
運
命
」（destinée

（
の
介
入
に
よ
っ
て
無
に
帰
せ
ら
れ
る
。「
そ
し
て
、
残
酷
き
わ
ま
り
な
い
運
命
の
仕
業
に
よ
っ
て

か
の
よ
う
に
、
彼
女
が
息
子
と
対
面
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
ま
た
し
て
も
彼
は
消
息
を
絶
っ
た
の
だ
っ
た（

11
（

。」

　

七
月
王
政
期
や
第
二
帝
政
期
に
流
行
し
た
大
衆
小
説
の
主
人
公
は
一
般
的
に
男
性
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
の
「
意
思
」（vouloir

（
と 

「
力
」（pouvoir

（
と
「
知
恵
」（savoir

（
を
動
員
し
、
困
難
を
切
り
抜
け
、
そ
の
勝
利
の
条
件
を
つ
く
り
だ
す
、
類
い
ま
れ
な
能
力
を

も
つ
ヒ
ー
ロ
ー
だ
が
、
犠
牲
者
小
説
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
運
命
に
抗
う
だ
け
の
能
力
を
も
っ
て
は
い
な
い（

11
（

。
前
述
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
フ
ォ
ル
チ
や

エ
レ
ー
ヌ
・
ド
・
ペ
ノ
ワ
の
よ
う
に
、
ヒ
ロ
イ
ン
は
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
子
ど
も
に
再
会
す
る
と
い
う
「
意
思
」
で
も
っ
て
行
動
を
起

す
に
し
て
も
、
そ
れ
を
実
現
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
を
知
ら
な
い
（「
知
恵
」
の
欠
如
（
し
、
ま
た
敵
対
す
る
勢
力
と
戦
う
た

め
の
、
十
分
な
「
力
」
を
そ
な
え
て
い
な
い
。

　

犠
牲
者
小
説
で
描
か
れ
る
、
か
弱
き
存
在
と
し
て
の
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
古
い
時
代
か
ら
練
り
上
げ
ら
れ
、
十
九
世
紀
に
お
い
て
な

お
も
流
布
し
て
い
た
、
女
性
を
め
ぐ
る
表
象
が
関
わ
っ
て
い
る
。
一
七
世
紀
初
頭
か
ら
流
通
し
た
「
青
本
叢
書
」（Bibliothèque 

bleue

（
で
出
版
さ
れ
た
作
品
の
多
く
は
女
性
の
「
も
ろ
さ
」（vulnérabilité

（
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
た（

11
（

し
、
ま
た
医
学
が
発
達
し

つ
つ
あ
っ
た
十
九
世
紀
に
あ
っ
て
は
、「
男
は
能
動
的
で
、
女
は
受
動
的
で
あ
る
」
と
医
者
は
躊
躇
せ
ず
に
診
断
し
た
。「
男
は
体
質
的
に

暖
か
く
乾
い
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
激
し
か
っ
た
り
す
る
が
、
女
は
湿
っ
て
い
て
、
よ
り
冷
た
い
。
前
者
は
支
配
し
、
勝
利
を
収
め
る
の

に
対
し
、
後
者
は
従
属
し
、
嘆
願
す
る（

11
（

。」

　

ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
シ
ュ
ー
（Eugène Sue, （80（ -（857

（『
パ
リ
の
秘
密
』（Les M

ystères de Paris, （8（2 -（8（3

（
の
ロ
ド
ル
フ
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や
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ
マ
（A

lexandre D
um

as, （802 -（870

（『
モ
ン
テ
・
ク
リ
ス
ト
伯
』（Le Com

te de M
onte-Cristo, 

（8（（ -（8（6

（
の
エ
ド
モ
ン
・
ダ
ン
テ
ス
、
あ
る
い
は
ポ
ン
ソ
ン
・
デ
ュ
・
テ
ラ
ー
ユ
（Ponson du T

errail, （829 -（87（

（「
ロ
カ
ン
ボ
ー

ル
」（Rocam

bole

（
シ
リ
ー
ズ
（（857 -（87（

（
の
ロ
カ
ン
ボ
ー
ル
な
ど
の
大
衆
小
説
の
伝
統
的
な
ヒ
ー
ロ
ー
と
は
異
な
り
、
犠
牲
者
小

説
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
女
性
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
支
配
し
、
勝
利
を
収
め
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
ヒ
ロ
イ
ン
の
弱
さ
は
、
医
学
的
言
説
が

強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
体
質
的
な
属
性
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
女
は
「
従
属
し
、
嘆
願
す
る
」
だ
け
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ

ろ
、
ヒ
ロ
イ
ン
は
無
力
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
の
行
動
の
主
体
と
い
う
よ
り
は
、「
外
部
の
力
に
翻
弄
さ
れ
る
対
象
」（objets m

anipulés 

par des forces agissantes extérieure

（
11
（s

（
と
し
て
描
か
れ
る
。
メ
ロ
ド
ラ
マ
に
お
け
る
よ
う
に
、
犠
牲
者
小
説
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
役
割

と
は
、
み
ず
か
ら
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
不
幸
に
ひ
た
す
ら
耐
え
つ
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。

　

家
族
や
社
会
か
ら
迫
害
さ
せ
る
忍
従
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
と
っ
て
唯
一
の
救
い
と
な
る
の
は
、「
神
の
摂
理
」（providence

（
で
あ
る
。
ア

ド
ル
フ
・
デ
ヌ
リ
ー
『
殉
教
の
女
』
の
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
の
摂
理
は
彼
女
を
窮
地
か
ら
救
い
だ
し
う
る
助
力
者
を
介
入
さ
せ

る
か
ら
だ
。「
彼
女
は
突
然
ド
ラ
ー
ク
氏
の
こ
と
を
考
え
た
、
あ
た
か
も
彼
女
が
彼
の
な
か
に
神
の
摂
理
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
救
済
者

を
見
い
だ
し
た
か
の
よ
う
に（

11
（

。」
し
か
し
な
が
ら
「
救
済
者
」
と
い
っ
て
も
、
犠
牲
者
小
説
に
お
い
て
ヒ
ロ
イ
ン
を
援
助
す
る
人
物
は
類

い
ま
れ
な
能
力
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
き
わ
め
て
平
均
的
な
人
び
と
で
あ
る
。『
パ
ン
運
び
の
女
』
を
分
析
し
た
宮
下
志
郎
が
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
犠
牲
者
小
説
と
は
「
英
雄
不
在（

1（
（

」
の
大
衆
小
説
な
の
で
あ
る
。
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五
、
家
庭
と
い
う
秩
序

　

物
語
は
ヒ
ロ
イ
ン
が
十
分
に
苦
し
ん
だ
と
き
、
つ
ま
り
「
十
分
に
罰
せ
ら
れ
た
」
と
き
に
締
め
く
く
ら
れ
る
。
そ
れ
は
エ
ミ
ー
ル
・
リ

シ
ュ
ブ
ー
ル
『
呪
わ
れ
た
娘
』（La Fille m

audite, （876

（
の
例
が
示
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。「
お
父
様
、
今
日
、
わ
た
し
は
あ

な
た
に
許
し
を
請
い
ま
す
。
お
願
い
で
す
、
わ
た
し
が
十
分
に
罰
せ
ら
れ
た
と
お
思
い
な
ら
、
ど
う
か
あ
な
た
の
呪
い
の
言
葉
を
撤
回
し

て
く
だ
さ
い（

11
（

。」
か
つ
て
無
分
別
な
愛
に
身
を
任
せ
た
が
ゆ
え
に
勘
当
し
た
娘
リ
ュ
シ
ー
ル
の
懇
願
に
対
し
て
父
親
ジ
ャ
ッ
ク
は
次
の
よ

う
に
応
え
る
。「
リ
ュ
シ
ー
ル
、
わ
た
し
の
娘
よ
、［
…
］、
か
つ
て
わ
た
し
は
お
前
を
呪
っ
た
が
、
今
日
は
祝
福
し
て
や
ろ
う
、
祝
福
さ

れ
た
れ
！（

11
（

」

　

物
語
の
結
末
を
特
徴
付
け
る
の
は
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
ク
ル
セ
ル
『
二
人
の
子
ど
も
』
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
冒
頭
で
均
衡
を
失
っ
た
秩

序
が
再
建
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
そ
れ
は
ま
る
で
か
つ
て
の
生
活
が
復
活
し
た
よ
う
だ
っ
た（

11
（

。」

　

お
と
ぎ
話
を
分
析
し
た
グ
レ
マ
ス
は
、
物
語
の
二
つ
の
タ
イ
プ
を
明
ら
か
に
し
た（

11
（

。
ま
ず
、
そ
の
当
初
の
状
況
を
正
当
化
す
べ
き
秩
序

と
す
る
物
語
（récit de l’ordre présent accepté

（
で
あ
り
、
次
に
、
そ
の
当
初
の
状
況
を
修
正
す
べ
き
秩
序
と
す
る
物
語
（récit 

de l’ordre présent refusé

（
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
前
者
は
保
守
的
な
傾
向
を
も
つ
物
語
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
進
歩
的
な

傾
向
を
も
つ
物
語
で
あ
る
。

　

グ
レ
マ
ス
の
分
類
に
従
え
ば
、
犠
牲
者
小
説
は
そ
の
当
初
の
状
況
を
正
当
化
す
べ
き
秩
序
と
す
る
物
語
と
し
て
分
類
さ
れ
る
。
ヒ
ロ
イ

ン
や
そ
の
支
持
者
の
努
力
の
す
べ
て
が
生
き
別
れ
た
子
供
や
家
族
と
の
再
会
の
た
め
に
捧
げ
ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
犠
牲
者
小
説
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に
お
い
て
守
る
べ
き
秩
序
と
さ
れ
る
の
が
、
家
庭
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
家
庭
の
秩
序
を
崩
壊
さ
せ
た
登
場
人
物
は
必
ず
罰
を
受
け
る
。『
パ
ン
運
び
の
女
』
で
ジ
ャ
ン
ヌ
・
フ
ォ
ル
チ
エ
に
濡
れ

衣
を
着
せ
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
ガ
ロ
ー
が
首
を
く
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
ジ
ャ
ン
ヌ
・
フ
ォ
ル
チ
エ
と
子
供
た
ち
と
の
離

別
を
引
き
起
こ
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
シ
ャ
ル
ル
・
メ
ル
ヴ
ェ
ル
『
純
潔
と
汚
れ
』
に
お
い
て
ク
ロ
ー
ド
・
ド
・
シ
ャ
ゼ
が
川
に
身
投

げ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
彼
が
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ジ
ュ
ッ
セ
を
汚
し
、
彼
女
の
家
庭
を
崩
壊
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
、
恋

愛
の
破
綻
か
ら
不
幸
に
陥
っ
た
ヒ
ロ
イ
ン
や
性
暴
力
の
対
象
と
な
っ
た
ヒ
ロ
イ
ン
が
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
彼
女
が
私

生
児
を
産
み
落
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
家
の
名
誉
を
汚
し
、
家
族
離
散
の
原
因
を
つ
く
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

歴
史
家
ミ
シ
ェ
ル
・
ペ
ロ
ー
が
明
ら
か
し
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
に
成
立
し
た
近
代
国
家
を
根
底
か
ら
支
え
る
要
素
は
家
庭
だ
っ
た（

11
（

。

家
庭
を
社
会
秩
序
と
の
関
連
で
重
視
す
る
理
念
は
王
権
が
そ
の
中
央
集
権
的
な
枠
組
み
を
明
確
に
し
つ
つ
あ
っ
た
一
六
世
紀
に
遡
り
、
た

と
え
ば
、
絶
対
王
政
の
理
論
家
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
（Jean Bodin, （529 -（596

（
は
家
庭
が
国
家
の
無
秩
序
を
避
け
る
た
め
の
統
治
上
の

重
要
な
基
礎
単
位
だ
と
主
張
し
た（

11
（

。
こ
う
し
た
理
念
は
政
体
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
時
代
の
違
い
を
超
え
て
、
第
三
共
和
政
の
指
導
者
た
ち
に

も
共
有
さ
れ
、
一
八
七
八
年
に
ジ
ュ
ー
ル
・
シ
モ
ン
（Jules Sim

on, （8（（ -（896

（
は
「
良
き
家
族
」（bonne fam

il

（
11
（le

（
を
国
家
の
基

礎
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
犠
牲
者
小
説
に
お
け
る
家
族
礼
賛
は
、
こ
う
し
た
家
庭
を
め
ぐ
る
社
会
的
言
説
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
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六
、
階
級
な
き
社
会
、
労
働
、
結
婚

　

貞
節
を
守
る
こ
と
の
意
味
、
感
情
を
律
す
る
こ
と
の
美
徳
、
あ
る
い
は
自
己
犠
牲
や
家
族
の
礼
賛
―
一
九
世
紀
に
お
い
て
広
く
流
通

し
て
い
た
社
会
的
言
説
に
依
拠
す
る
犠
牲
者
小
説
は
、
き
わ
め
て
保
守
的
で
、
道
徳
的
な
大
衆
小
説
だ
と
い
え
る
。
実
際
、「
社
会
と
制

度
に
た
い
す
る
意
義
申
し
立
て
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
た（

11
（

」、
七
月
王
政
期
に
流
行
し
た
創
成
期
の
大
衆
小
説
と
は
異
な
り
、
犠
牲
者

小
説
が
「
不
道
徳
で
、
秩
序
を
乱
す
も
の
と
し
て
指
弾
さ
れ
る
こ
と（

11
（

」
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
犠
牲
者
小
説
が
既
存
体
制

に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
大
衆
小
説
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
ば
し
ば
「
感
傷
的
現
代
社
会
派
小
説
」（rom

an social contem
porain 

à tendance sentim
enta

（
1（
（le

（
と
も
形
容
さ
れ
る
犠
牲
者
小
説
は
第
二
帝
政
末
か
ら
第
三
共
和
政
初
期
に
い
た
る
ま
で
を
物
語
の
舞
台
と

す
る
場
合
が
多
い
が
、
そ
の
保
守
性
は
ま
た
時
事
問
題
に
対
す
る
態
度
を
み
て
も
明
ら
か
だ
。

　

ジ
ュ
ー
ル
・
ゲ
ー
ド
（Jules Guesde, （8（5 -（922
（
や
ポ
ー
ル
・
ラ
フ
ァ
ル
グ
（Paul Lafargue, （8（2 -（9（（

（
ら
の
イ
ニ
シ
ア

チ
ブ
に
よ
る
一
八
八
二
年
の
労
働
党
の
結
成
や
、
一
八
七
一
年
の
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
敗
北
の
あ
と
消
沈
し
て
い
た
労
働
者
運
動
の
復

活
は
、
勤
労
大
衆
の
境
遇
改
善
が
第
三
共
和
政
期
に
お
い
て
な
お
も
重
要
な
政
治
課
題
だ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
こ
の
時
期
、
エ
ミ
ー
ル
・

ゾ
ラ
（Ém

ile Zola, （8（0 -（902

（
は
『
ジ
ェ
ル
ミ
ナ
ル
』（G

erm
inal, （885

（
に
お
い
て
階
級
闘
争
を
描
い
た
こ
と
は
周
知
だ
が
、

大
衆
小
説
の
分
野
に
お
い
て
も
ま
た
、
た
と
え
ば
、
モ
ー
リ
ス
・
モ
ン
テ
ギ
ュ
（M

aurice M
ontégut, （855 -（9（（

（
が
労
働
者
階
級

に
焦
点
を
あ
て
た
作
品
を
綴
っ
て
い
る
。
大
衆
文
学
研
究
者
ミ
シ
ェ
ル
・
ナ
タ
ン
が
「
行
動
的
大
衆
小
説
」（rom

an populaire 

m
ilitan

（
11
（t

（
と
名
付
け
た
こ
う
し
た
作
品
と
は
異
な
り
、
犠
牲
者
小
説
が
階
級
闘
争
や
革
命
的
争
乱
を
描
く
こ
と
も
、
肯
定
す
る
こ
と
も
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な
い
。

　

グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
ド
・
モ
ン
テ
パ
ン
『
パ
ン
運
び
の
女
』
で
ジ
ュ
ー
ル
・
ラ
ブ
ル
ー
の
経
営
す
る
近
代
的
な
工
場
の
労
働
者
は
軍
隊
式
の

厳
し
い
規
律
の
も
と
で
働
か
さ
れ
て
い
る
が
、
労
働
時
間
の
短
縮
や
賃
上
げ
を
要
求
し
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
組
織
す
る
こ
と
も
、
暴
動
を

起
す
こ
と
も
な
い
。
モ
ン
テ
パ
ン
の
も
う
ひ
と
つ
の
作
品
『
辻
馬
車
一
三
号
』（Le Fiacre N

o 13, （880

（
に
登
場
す
る
ル
ネ
・
ム
ー

ラ
ン
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
犠
牲
者
小
説
の
労
働
者
は
境
遇
改
善
を
求
め
て
労
働
争
議
を
起
し
た
と
し
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ

は
無
秩
序
を
引
き
起
こ
し
、
自
分
た
ち
の
生
産
活
動
と
生
活
を
破
壊
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
政
治
に
は
い
つ
も
イ
ラ
イ
ラ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
無
秩
序
や
暴
動
、
そ
の
結
果
起
こ
る
す
べ
て
の

こ
と
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
す
…
通
り
で
大
騒
ぎ
す
る
こ
と
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
工
房
を
閉
鎖
さ
せ
る
こ
と
で
し
か
あ
り
ま
せ

ん（
11
（

。

　

パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
挫
折
は
階
級
闘
争
や
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
」
な
ど
、
一
九
世
紀
半
ば
以
降
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
主
流
に

な
っ
た
革
命
戦
術
の
限
界
を
示
す
一
方
で
、
第
三
共
和
政
初
期
の
穏
健
派
は
労
働
者
に
よ
る
資
本
家
へ
の
闘
争
を
否
定
し
た
。
こ
う
し
た

共
和
国
の
リ
ー
ダ
ー
ら
の
理
念
が
犠
牲
者
小
説
の
説
話
空
間
に
は
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

し
た
が
っ
て
階
級
闘
争
を
否
定
す
る
犠
牲
者
小
説
に
あ
っ
て
は
階
級
的
な
対
立
は
描
か
れ
な
い
。
た
し
か
に
登
場
人
物
は
貴
族
、
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
ジ
ー
、
労
働
者
と
い
う
基
本
的
な
階
級
に
そ
れ
ぞ
れ
属
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
階
級
が
互
い
対
立
し
た
と
し
て

も
、
そ
れ
が
社
会
的
な
領
域
で
展
開
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
階
級
闘
争
の
様
相
を
呈
す
る
こ
と
も
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
階
級
に
属
す
る
登
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場
人
物
の
対
立
は
、
私
的
な
領
域
、
つ
ま
り
犠
牲
者
と
加
害
者
と
い
う
、
物
語
上
の
抗
争
（lutte actantielle

（
に
表
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

　

政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
利
害
関
係
に
よ
っ
て
本
来
的
に
相
反
す
る
諸
階
級
を
国
民
と
い
う
、
単
一
に
し
て
不
可
分
の
単
位
の
う
ち

に
統
合
す
る
こ
と
を
夢
見
た
穏
健
共
和
派
は
、
労
働
を
奨
励
し
た
。
彼
ら
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
労
働
は
貴
族
を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
統
合

す
る
と
同
時
に
、
労
働
者
の
社
会
上
昇
を
可
能
す
る
要
因
だ
か
ら
だ
。
支
配
階
級
の
こ
う
し
た
願
望
も
ま
た
犠
牲
者
小
説
の
説
話
空
間
に

組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　

犠
牲
者
小
説
に
登
場
す
る
貴
族
の
多
く
は
、
ア
ド
ル
フ
・
デ
ヌ
リ
ー
『
殉
職
の
女
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ド
・
モ
レ
の
父
や

夫
の
よ
う
に
、
軍
事
や
外
交
に
従
事
し
た
り
、
ま
た
ピ
エ
ー
ル
・
ド
ク
ル
セ
ル
『
二
人
の
子
ど
も
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
エ
レ
ー
ヌ
・
ド
・
ペ

ノ
ワ
の
夫
ラ
モ
ン
の
よ
う
に
、
公
共
事
業
で
活
躍
し
た
り
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
共
和
主
義
の
理
念
に
適
合
し
な
い
貴
族
も
登
場
す
る
。

こ
う
し
た
貴
族
は
、
シ
ャ
ル
ル
・
メ
ル
ヴ
ェ
ル
『
純
潔
と
汚
れ
』
の
ク
ロ
ー
ド
・
ド
・
シ
ャ
ゼ
や
エ
ミ
ー
ル
・
リ
シ
ュ
ブ
ー
ル
『
場
末
の

子
ど
も
』（L’E

nfant du faubourg, （875
（
の
ゴ
ン
ト
ラ
ン
・
ド
・
プ
レ
ー
ル
の
よ
う
に
、
労
働
に
励
む
ど
こ
ろ
か
、
引
き
継
い
だ
莫

大
な
財
産
を
頼
り
に
生
き
る
放
蕩
者
で
あ
り
、
若
い
娘
を
誘
惑
し
、
そ
の
愛
を
も
て
あ
そ
ぶ
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
放

蕩
貴
族
は
悪
徳
を
具
現
す
る
存
在
と
し
て
登
場
し
、
最
終
的
に
天
罰
を
下
さ
れ
、
抹
殺
さ
れ
る
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
労
働
の
拒
否
が
放
蕩
や
怠
惰
、
そ
し
て
犯
罪
を
ま
ね
く
と
い
う
こ
と
は
、
民
衆
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ

の
典
型
的
な
例
は
、
エ
ミ
ー
ル
・
リ
シ
ュ
ブ
ー
ル
『
二
つ
の
ゆ
り
か
ご
』（Les D

eux berceaux, （878

（
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
ル
イ
ー
ズ
・
ヴ
ェ

ル
デ
ィ
エ
の
夫
リ
カ
ー
ル
で
あ
る
。
彼
は
昼
夜
を
問
わ
ず
飲
酒
や
賭
け
事
に
溺
れ
、
職
業
的
犯
罪
グ
ル
ー
プ
を
率
い
る
悪
党
で
あ
る
。
し

か
し
犠
牲
者
小
説
で
描
か
れ
る
労
働
者
の
ほ
と
ん
ど
は
健
気
に
働
き
、
穏
健
共
和
派
が
考
え
て
い
た
よ
う
に
、
社
会
上
昇
を
実
現
す
る
。

ジ
ュ
ー
ル
・
マ
リ
『
酔
い
ど
れ
女
』
に
登
場
す
る
日
雇
い
労
働
者
ゴ
ニ
シ
ュ
は
犯
罪
で
生
計
を
立
て
る
「
危
険
な
階
級
」
に
属
し
て
い
た
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が
、
結
婚
と
子
ど
も
の
誕
生
を
機
会
に
、
九
年
間
の
鍵
職
人
の
見
習
い
期
間
を
経
て
、
自
分
の
店
を
構
え
る
ま
で
に
な
る
。
エ
ミ
ー
ル
・

リ
シ
ュ
ブ
ー
ル
『
場
末
の
子
ど
も
』
に
登
場
す
る
シ
ャ
ル
ル
・
デ
シ
ャ
ル
ム
は
民
衆
出
身
だ
が
、
鉄
道
や
運
河
建
設
な
ど
の
公
共
事
業
に

従
事
し
、
レ
ジ
オ
ン
ド
ヌ
ー
ル
勲
章
を
授
与
さ
れ
る
。

　

労
働
が
社
会
上
昇
を
可
能
に
す
る
要
素
と
し
て
描
か
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
男
性
の
場
合
だ
け
で
あ
る
。
民
衆
階
級
に
属
す
る
女
性

は
労
働
に
従
事
す
る
が
、
彼
女
が
労
働
を
つ
う
じ
て
出
身
階
級
を
抜
け
だ
す
こ
と
は
な
い
。
と
は
い
っ
て
も
、
女
性
に
社
会
上
昇
の
可
能

性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
女
性
は
結
婚
―
無
分
別
の
愛
に
で
は
な
く
、
真
摯
な
愛
に
も
と
づ
い
た
結
婚
―
に
よ
っ
て
社
会
上
昇
を

遂
げ
る
。
ア
ド
ル
フ
・
デ
ヌ
リ
ー
『
二
人
の
み
な
し
ご
』（Les D

eux orphelines, （887 -（889

（
に
お
い
て
、
民
衆
出
身
者
ア
ン
リ
エ
ッ

ト
・
ジ
ェ
ラ
ー
ル
と
マ
リ
ア
ン
ヌ
・
ゴ
ー
チ
エ
は
そ
れ
ぞ
れ
貴
族
ロ
ジ
ェ
・
ド
・
ヴ
ォ
ド
ラ
イ
と
シ
ャ
ル
ル
・
ド
ゥ
ヴ
ェ
ー
ル
と
結
婚
す

る
し
、
ま
た
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
ド
・
モ
ン
テ
パ
ン
『
パ
ン
運
び
の
女
』
に
お
い
て
、
お
針
子
リ
ュ
シ
ー
・
フ
ォ
ル
チ
エ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
出
身

者
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ラ
ブ
ル
ー
と
結
ば
れ
る
。

七
、
女
性
ら
し
さ

　

女
性
の
社
会
上
昇
が
労
働
で
は
な
く
、
結
婚
に
よ
っ
て
の
み
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
な
ら
ば
、
犠
牲
者
小
説
の
説
話
空

間
に
あ
っ
て
は
女
性
と
い
う
も
の
が
男
性
に
従
属
す
る
存
在
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
第

三
共
和
政
期
に
流
通
し
て
い
た
女
性
の
立
場
を
め
ぐ
る
社
会
的
言
説
と
犠
牲
者
小
説
の
関
係
を
想
起
す
る
こ
と
は
生
産
的
で
あ
る
。

　

歴
史
家
ア
ン
リ
ー
ズ
・
モ
ー
グ
に
よ
れ
ば（

11
（

、
一
八
七
一
年
か
ら
一
九
一
四
年
に
か
け
て
の
時
期
は
「
男
性
ら
し
さ
」（identité 
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m
asculine

（
が
危
機
に
瀕
す
る
時
代
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
「
女
性
ら
し
さ
」（identité fém

inine

（
に
つ
い
て
も
同
様
だ
っ
た
。

女
性
ら
し
さ
の
危
機
の
背
景
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
女
子
教
育
の
普
及
に
よ
る
女
性
の
社
会
進
出
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

　

女
性
の
就
業
人
口
は
、
あ
る
統
計
に
よ
れ
ば（

11
（

、
一
九
世
紀
前
半
の
一
八
四
一
年
の
段
階
で
は
約
四
二
〇
万
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、

一
九
一
九
年
に
な
る
と
、
約
七
七
〇
万
に
増
加
し
た
。
比
較
の
た
め
に
付
言
す
る
な
ら
ば
、
同
期
間
に
お
け
る
男
性
の
就
業
人
口
は
約

九
一
〇
万
か
ら
一
三
二
〇
万
に
増
加
し
た
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
点
か
ら
み
て
も
女
性
の
就
業
人
口
の
増
加
は
著
し
い
。

　

女
性
が
進
出
し
た
職
業
部
門
は
、
洗
濯
業
、
縫
製
業
、
あ
る
い
は
デ
パ
ー
ト
の
売
り
子
の
よ
う
な
販
売
業
な
ど
の
、
女
性
的
な
部
門
だ
っ

た
が
、
法
曹
界
や
教
育
界
、
あ
る
い
は
文
芸
界
や
ス
ポ
ー
ツ
界
な
ど
の
、
そ
れ
ま
で
男
性
的
と
み
な
さ
れ
て
い
た
部
門
に
進
出
す
る
女
性

も
現
れ
た（

11
（

。
街
に
は
タ
バ
コ
を
吸
う
、
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
の
若
い
女
性
も
み
ら
れ
、「
男
勝
り
の
女
性
」（garçonne

（
と
い
う
表
現
も

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る（

11
（

。
他
方
で
男
性
に
つ
い
て
い
え
ば
、
機
械
化
が
進
む
近
代
的
工
場
に
務
め
る
技
師
や
労
働
者
は
単
調
な
作
業
を
強

い
ら
れ
、
平
和
を
享
受
し
た
ベ
ル
・
エ
ポ
ッ
ク
に
お
い
て
彼
ら
は
男
性
に
固
有
の
力
を
示
す
機
会
を
次
第
に
失
っ
て
い
く（

11
（

。

　

伝
統
的
な
性
の
秩
序
が
揺
ら
ぎ
始
め
る
状
況
を
ま
え
に
し
た
当
時
の
知
識
人
た
ち
は
、
女
性
ら
し
さ
を
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
か
ら
定
義
し

よ
う
と
し
た
。
一
九
〇
五
年
の
政
教
分
離
以
前
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
言
説
で
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
女
性
は
聖
母
マ
リ
ア
を
模

範
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
共
和
主
義
的
言
説
に
お
い
て
は
、
一
八
八
〇
年
の
カ
ミ
ー
ユ
・
セ
ー
法
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
女

子
中
等
教
育
の
目
的
は
「
夫
に
気
に
入
ら
れ
、
子
ど
も
を
教
育
し
、
家
政
で
も
っ
て
家
を
治
め
、
良
識
と
安
寧
を
広
げ
る
」
女
性
を
創
造

す
る
こ
と
と
さ
れ
た（

11
（

。
医
学
的
言
説
に
お
い
て
も
ま
た
、「
女
性
は
、
家
庭
の
安
ら
ぎ
を
守
り
、
父
や
子
ど
も
た
ち
を
慰
め
、
苦
し
み
を

和
ら
げ
て
く
れ
る
と
さ
れ
、
男
性
に
服
従
す
る
こ
と
の
う
ち
に
こ
そ
み
ず
か
ら
の
喜
び
と
存
在
理
由
を
み
い
だ
す
よ
う
に
」
求
め
ら
れ
た（

11
（

。

　

女
性
を
家
庭
の
な
か
に
つ
な
ぎ
止
め
る
と
い
う
考
え
方
は
ま
た
、
労
働
者
運
動
の
指
導
者
や
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
も
共
有
す
る
と
こ
ろ
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だ
っ
た
。
一
八
七
九
年
と
九
八
年
の
Ｃ
Ｇ
Ｔ
の
大
会
は
女
性
の
家
庭
へ
の
回
帰
を
奨
励
し
、
女
性
の
権
利
の
擁
護
者
は
女
性
が
母
・
妻
と

い
う
機
能
を
放
棄
す
る
こ
と
に
躊
躇
し
た（

1（
（

。
作
家
も
ま
た
女
性
の
社
会
進
出
が
家
庭
の
秩
序
を
脅
か
す
と
強
調
す
る
。
た
と
え
ば
、コ
レ
ッ

ト
・
イ
ヴ
ェ
ー
ル
（Colette Y

ver, （87（ -（953

（
は
『
科
学
の
女
王
た
ち
』（Princesses de science, （907

（
に
お
い
て
、
仕
事
に

没
頭
す
る
あ
ま
り
、
子
ど
も
に
死
な
れ
、
夫
か
ら
離
別
を
宣
告
さ
れ
る
、
女
医
テ
レ
ー
ズ
・
グ
ェ
メ
ネ
を
描
き
、
女
性
に
よ
る
仕
事
と
家

事
の
両
立
の
不
可
能
性
を
説
い
た
。

 

女
性
の
守
る
べ
き
貞
節
や
美
徳
、
自
己
犠
牲
や
家
族
へ
の
献
身
を
テ
ー
マ
と
す
る
犠
牲
者
小
説
が
、
女
性
の
あ
る
べ
き
姿
を
再
定
義
し

よ
う
と
す
る
こ
う
し
た
社
会
的
言
説
の
流
通
の
な
か
で
養
わ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

結
び
に
か
え
て
―
犠
牲
者
小
説
の
受
容
史
に
つ
い
て

　

犠
牲
者
小
説
を
女
性
ら
し
さ
の
再
構
築
の
実
践
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
こ
の
女
性
向
け
大
衆
小
説
の
提
示

す
る
モ
デ
ル
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
る
の
は
、
大
衆
小
説

に
限
ら
ず
、
文
学
作
品
に
組
み
込
ま
れ
る
教
育
的
側
面
と
い
う
問
題
が
こ
れ
ま
で
歴
史
家
や
文
学
研
究
者
に
活
発
な
議
論
を
提
供
し
て
き

た
か
ら
だ
。

　

た
と
え
ば
、
歴
史
家
ア
ラ
ン
・
コ
ル
バ
ン
は
い
く
つ
か
の
注
意
を
喚
起
し
な
が
ら
も
、
文
学
作
品
は
「
習
慣
行
動
の
モ
デ
ル
や
反
モ
デ

ル
」
を
提
案
す
る
こ
と
で
、「
感
性
の
形
成
に
貢
献
す
る（

11
（

」
と
想
定
し
、
歴
史
家
ア
ン
ヌ
・
ヴ
ァ
ン
サ
ン=

ビ
ュ
フ
ォ
ー
は
、「
文
学
的

レ
ト
リ
ッ
ク
」
が
創
造
し
た
「
架
空
の
人
物
た
ち
は
風
俗
の
な
か
に
入
り
込
み
、
新
し
い
習
慣
行
動
を
つ
く
り
だ
す
ま
で
に
な
る（

11
（

」
と
い
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う
大
胆
な
命
題
を
提
出
し
た
。
他
方
で
文
学
研
究
者
シ
ャ
ル
ル
・
グ
リ
ヴ
ェ
ル
は
一
八
七
〇
年
か
ら
一
八
八
〇
年
に
か
け
て
生
産
さ
れ
た

小
説
を
分
析
し
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
既
存
秩
序
を
正
当
化
す
る
役
割
を
に
な
っ
た
と
結
論
し
た（

11
（

。

　

大
衆
文
学
研
究
の
分
野
に
お
い
て
も
ま
た
作
品
の
も
つ
教
化
的
な
次
元
は
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ミ
シ
ェ
ル
・
ナ
タ
ン
や
ル
ネ
・
ギ
ー
ズ
、

あ
る
い
は
ジ
ャ
ン=

ク
ロ
ー
ド
・
ヴ
ァ
レ
イ
ユ
な
ど
の
研
究
者
の
結
論
に
よ
れ
ば（

11
（

、
文
学
研
究
者
ス
ー
ザ
ン
・
ス
レ
イ
マ
ン
が
分
析
し

た
「
問
題
小
説
」（rom

an à thès

（
11
（e

（
や
歴
史
家
ジ
ャ
ン=

イ
ヴ
・
モ
リ
エ
が
調
査
し
た
第
三
共
和
政
期
の
学
校
教
科
書（

11
（

の
よ
う
に
、

大
衆
小
説
は
物
語
の
多
義
的
な
解
釈
を
引
き
起
し
う
る
不
明
瞭
な
要
素
を
す
べ
て
取
り
払
う
こ
と
で
、
ひ
と
つ
の
公
理
や
価
値
体
系
を
テ

ク
ス
ト
化
し
、
読
者
に
行
動
の
規
範
を
示
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
犠
牲
者
小
説
の
提
示
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
―
貞
節
を
守
る
こ
と
や
感
情
を
律
す
る
こ
と
の
美 

徳
、
あ
る
い
は
自
己
犠
牲
や
家
族
の
礼
賛
―
が
読
者
の
思
考
や
感
性
を
加
工
し
た
と
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
文
学
作

品
の
提
案
す
る
モ
デ
ル
が
読
者
の
習
慣
行
動
を
規
定
し
う
る
に
し
て
も
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
単
純
化
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

ウ
ン
ベ
ル
ト
・
エ
ー
コ
や
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
イ
ー
ザ
ー
が
明
ら
か
に
し
た（

11
（

よ
う
に
、
文
学
作
品
は
そ
の
構
造
の
な
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
仕

掛
け
を
組
み
込
む
こ
と
で
、
読
者
を
誘
導
し
、
作
者
や
テ
ク
ス
ト
の
意
図
を
引
き
だ
す
よ
う
に
仕
向
け
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
現
実

の
読
者
が
期
待
さ
れ
た
よ
う
に
振
舞
う
と
は
限
ら
な
い
。
歴
史
家
カ
ル
ロ
・
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
が
調
査
し
た
一
六
世
紀
の
粉
職
人
メ
ノ
ッ
キ

オ
（M

enocchio, （532 -（599

（
が
火
刑
に
処
さ
れ
た
の
は
、
彼
が
教
会
権
力
の
望
ん
だ
も
の
と
は
相
容
れ
な
い
結
論
を
聖
書
か
ら
引
き

だ
し
た
か
ら
で
あ
る（

11
（

。
読
者
が
テ
ク
ス
ト
と
読
み
の
コ
ー
ド
を
つ
ね
に
共
有
す
る
と
は
限
ら
な
い
し
、
歴
史
家
ロ
ジ
ェ
・
シ
ャ
ル
チ
エ
が

強
調
す
る
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
の
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
対
し
て
読
者
が
反
発
す
る
こ
と
も
あ
る（

11
（

。

　

歴
史
家
ジ
ュ
デ
ィ
ッ
ト
・
リ
ヨ
ン
＝
カ
ー
ン
は
作
家
に
書
き
送
ら
れ
た
手
紙
を
分
析
し
、
ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
シ
ュ
ー
や
オ
ノ
レ
・
ド
・
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バ
ル
ザ
ッ
ク
（H

onoré de Balzac, （799 -（850

（
の
読
者
が
ど
の
よ
う
に
作
品
を
内
面
化
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た（

1（
（

が
、
犠
牲
者
小

説
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
頼
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
文
芸
家
協
会
（Société des Gens de Lettres

（

の
所
蔵
す
る
史
料
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
文
書
館
（A

rchives N
ationales

（
に
保
管
さ
れ
る
出
版
関
係
の
文
書
（F（8

（
に
お

い
て
も
、
犠
牲
者
小
説
の
読
者
の
手
に
よ
る
作
家
へ
の
手
紙
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
あ
る
に
せ
よ
、
犠
牲
者
小
説
の
受
容
の
歴
史
は
叙
述
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
犠
牲
者
小
説
は
、
そ
れ
ま
で
小

説
を
読
む
と
い
う
行
為
に
ほ
と
ん
ど
無
縁
だ
っ
た
女
性
に
読
書
の
楽
し
み
を
教
え
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
当
時
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
女

性
ら
し
さ
を
再
生
産
し
、
女
性
と
し
て
の
振
舞
の
規
範
を
示
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
文
化
史
的
な
意
義
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か

ら
だ
。

注（
（
（ 

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
識
字
教
育
に
つ
い
て
は
次
の
著
作
を
参
照
し
た
。François Furet et Jacques O

zouf, Lire et écrire; l’alpha-
bétisation des Français de Calvin à Jules Ferry, Paris, Éditions de M

inuit, （977, 2 vol.

（
2
（ 

当
時
、「
犠
牲
者
小
説
」
と
い
う
呼
称
は
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
二
〇
世
紀
後
半
以
降
、
大
衆
小
説
研
究
者
が
考
案
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
3
（ Ém

ile Richebourg, Petite M
ionne （（882 -（883

（, Paris, Rouff, sans date, p.5.

（
（
（ Lise Q
ueffélec, Le R

om
an-Feuilleton français au X

IX
e siècle, Presses U

niversitaires de France, coll. « Q
ue sais-je? », 

（989, p.89.

（
5
（ 

メ
ロ
ド
ラ
マ
に
つ
い
て
は
次
の
著
作
を
参
照
し
た
。
ジ
ャ
ン
＝
マ
リ
・
ト
マ
ソ
ー
『
メ
ロ
ド
ラ
マ　

フ
ラ
ン
ス
の
大
衆
文
化
』
中
條
忍
訳
、
晶

文
社
、
一
九
九
一
年；

ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
『
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
想
像
力
』
四
方
田
犬
彦
・
木
村
慧
子
訳
、
産
業
図
書
、
二
〇
〇
二
年
。

（
6
（ 

小
倉
孝
誠
『
革
命
と
反
動
の
図
像
学　

一
八
四
八
年
、
メ
デ
ィ
ア
と
風
景
』
白
水
社
、
二
〇
一
四
年
、
六
八
頁
。

（
7
（ 

大
衆
小
説
と
社
会
的
想
像
力
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
が
参
考
に
な
る
。D

om
inique K

alifa, « Le rom
an populaire peut-il être 
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source d’histoire? », in Le R
om

an populaire en question(s), sous la direction de Jacques M
igozzi, Lim

oges, Presses 
U

niversitaires de Lim
oges, coll. « Littératures en m

arge », （997, pp.599 -6（3.
（
8
（ D

aniel Couégnas, Introduction à la paralittérature, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », （992.

（
9
（ A

nne-M
arie T

hiesse, Le R
om

an du quotidien. Lecteurs et lectures populaires à la Belle É
poque 

（（98（

（, Paris, Éditions 
du Seuil, coll. « Points H

istoire », 2000, p.（5（.

（
（0
（ 

十
九
世
紀
に
お
け
る
医
学
的
言
説
に
つ
い
て
は
次
の
著
作
を
参
照
し
た
。
小
倉
孝
誠
『
身
体
の
文
化
史　

病
・
官
能
・
感
覚
』
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
〇
六
年；
小
倉
孝
誠
『〈
女
ら
し
さ
〉
の
文
化
史　

性
・
モ
ー
ド
・
風
俗
』
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
。

（
（（
（ Ém

ile Richebourg, La D
am

e en noir, Paris, Rouff, （889, p.78.

（
（2
（ 

「
恋
愛
小
説
」
に
つ
い
て
は
次
の
著
作
を
参
照
し
た
。Ellen Constans, Parlez-m

oi d’A
m

our. Le rom
an sentim

ental. D
es rom

ans 
grecs aux collections de l’an 2000, Lim

oges, Presses U
niversitaires de Lim

oges, （999.

（
（3
（ Ém

ile Richebourg, op.cit., p.（9.

（
（（
（ Charles M

érouvel, Chaste et flétrie （（889

（, Paris, Fayard, coll. « Le Livre populaire », （905, p.3.

（
（5
（ Ibid., p.（0.

（
（6
（ M

ichel N
athan, Splendeurs et m

isères du rom
an populaire, Lyon, Presses U

niversitaires de Lyon, （990, p.（（8.

（
（7
（ A

nne-M
arie T

hiesse, op. cit., p.（5（.

（
（8
（ Ibid.

（
（9
（ 

身
体
の
歴
史
に
つ
い
て
は
次
の
著
作
を
参
照
し
た
。
小
倉
孝
誠
『〈
女
ら
し
さ
〉
の
文
化
史　

性
・
モ
ー
ド
・
風
俗
』、
前
掲
書
。

（
20
（ 

グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
ド
・
モ
ン
テ
パ
ン
『
パ
ン
運
び
の
女
』
は
次
の
論
文
で
す
で
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。A

nne-M
arie T

hiesse, « U
n 

Classique du rom
an populaire: La Porteuse de pain de X

avier de M
ontépin », in op.cit., pp.（6（ -（79

; 

宮
下
志
郎
「
知
ら
れ
ざ

る
新
聞
小
説
―
『
パ
ン
運
び
の
女
』」『
読
書
の
首
都
パ
リ
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
、
四
〇
―
七
五
頁
。

（
2（
（ 

当
時
は
「
司
法
小
説
」（rom

an judiciaire

（
と
呼
ば
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
司
法
小
説
と
探
偵
小
説
に
つ
い
て
は
次
の
著
作
が
参
考
に
な
る
。

小
倉
孝
誠
『
推
理
小
説
の
源
流　

ガ
ボ
リ
オ
か
ら
ル
ブ
ラ
ン
へ
』
淡
交
社
、
二
〇
〇
二
年
。

（
22
（ 

ダ
ニ
エ
ル
・
コ
ン
ペ
ー
ル
『
大
衆
小
説
』
宮
川
郎
子
訳
、
国
文
社
、
二
〇
一
四
年
、
一
八
二
頁
。
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（
23
（ X

avier de M
ontépin, La Porteuse de Pain （（88（ -（885

（, Paris, Roy, sans date, p.（（（8.
（
2（
（ Pierre D

ecourcelle, Les D
eux gosses : Fanfan et Claudinet （（889

（, Paris, Fayard, coll. « Le Livre populaire », （9（8, p.2（（.
（
25
（ Ibid., p.67.

（
26
（ 
一
八
八
四
年
の
ナ
ケ
法
に
よ
っ
て
離
婚
は
条
件
付
き
だ
が
認
め
ら
れ
た
。
大
衆
小
説
と
ナ
ケ
法
を
め
ぐ
る
問
題
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
論

文
が
参
考
に
な
る
。Jörg N

euschäfer, « Le déclin du patriarcat. A
dultère et divorce dans le rom

an feuilleton de （88（ », R
o-

m
antism

e, n
o 53, « Littérature populaire », （986, pp.37 -（8.

（
27
（ A

dolphe d’Ennery, M
artyre （（885

（, Paris, Rouff, sans date, p.376.

（
28
（ Ibid., p.378.

（
29
（ Pierre D

ecourcelle, op. cit., p.（03.

（
30
（ Ibid., p.206.

（
3（
（ Ibid., p.207.

（
32
（ A

dolphe d’Ennery, op. cit., p.（（6.

（
33
（ 

栖
原
彌
生
「
女
子
リ
セ
の
創
設
と
〈
女
性
の
権
利
〉」、
谷
川
稔
ほ
か
著
『
規
範
と
し
て
の
文
化　

文
化
統
合
の
近
代
史
』
平
凡
社
、
一
九
九
〇

年
、
二
七
四
頁
。

（
3（
（ A

nne-M
arie T

hiesse, op. cit., p.（（8.

（
35
（ Pierre D

ecourcelle, op. cit., p.97.

（
36
（ Ellen Constans, « V

ictim
e et m

artyre! H
éroïne? La Figure Fém

inine dans le rom
an de la victim

e 

（（875 -（9（（

（, in D
ou-

leurs, souffrances et peines des héros populaires et m
édiatiques, Lleida, L’U

II Critic 8, 2003, p.2（.

（
37
（ 

「
青
本
叢
書
」
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
を
参
照
し
た
。Lise A

ndries, « Les rom
ans de chevalier de la bibliothèque bleue ». in Fic-

tions populaires, études réunies par N
icolas Crem

ona, Bernard Gendrel et Patrick M
oran, Paris, Classiques Garnier, 20（（, 

pp.85 -98.

（
38
（ D

ictionnaire des sciences m
édicales, Panckoucke, t.（（, （8（5, « Fem

m
e », p.5（7. 

小
倉
孝
誠
、
前
掲
書
、
四
五
―
四
六
頁
か
ら
引
用
。

（
39
（ Ellen Constans, op. cit., p.23.
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（
（0
（ A

dolphe d’Ennery, op. cit., p.927.
（
（（
（ 

宮
下
志
郎
「
知
ら
れ
ざ
る
新
聞
小
説
―
『
パ
ン
運
び
の
女
』、
前
掲
書
、
五
三
頁
。

（
（2
（ Ém

ile Richebourg, La Fille m
audite （（876

（, Paris, Roy, sans date, p.5（7.

（
（3
（ Ibid.

（
（（
（ Pierre D

ecourcelle, op. cit., p.3（7.

（
（5
（ A

. J. Greim
as, Sém

antique structurelle （（986

（, Paris, Presses U
niversitaire de France, coll. « Form

es sém
iotiques », 2002, 

pp.2（2 -2（3.

（
（6
（ M

ichelle Perrot, « Fonctions de la fam
ille », in H
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