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―
Ｇ
．
ブ
リ
ュ
ノ
『
二
人
の
子
供
の
フ
ラ
ン
ス
一
周
』
と
エ
ク
ト
ー
ル
・
マ
ロ
『
家
な
き
子
』
―

杉 　

本　
　

圭 　

子

エ
ク
ト
ー
ル
・
マ
ロ
（H

ector M
alot, 1830 -1907

）
が
そ
の
代
表
作
『
家
な
き
子
』（Sans fam

ille, 1878

）
の
出
版
に
遡
る
こ
と

九
年
前
（
一
八
六
九
年
）、
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
作
品
の
出
版
社
と
し
て
知
ら
れ
る
エ
ッ
ツ
ェ
ル
社
と
出
版
契
約
を
結
ん
だ
と
き
、

小
説
の
仮
題
の
ひ
と
つ
は
『
フ
ラ
ン
ス
を
め
ぐ
る
子
ど
も
た
ち
』（« Les enfants du tour de France »

）
で
あ
っ
た
と
い
う

）
1
（

。
先
の

論
文
で
、
王
政
復
古
期
か
ら
Ｇ
．
ブ
リ
ュ
ノ
（
フ
イ
エ
夫
人
の
筆
名
）（G. Bruno / M

adam
e Fouillée, 1833

―1923

）
の
『
二
人
の

子
供
の
フ
ラ
ン
ス
一
周
』（Le T

our de la France par deux enfants, 1877

）
出
版
ま
で
の
間
に
、
子
供
た
ち
に
フ
ラ
ン
ス
周
遊
の

物
語
を
通
し
て
自
国
の
地
理
や
歴
史
を
教
え
る
教
育
的
な
読
み
物
が
多
く
書
か
れ
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た

）
2
（

。
マ
ロ
は
こ
の
頃
、
子
供
向

け
の
冒
険
小
説
『
ロ
マ
ン
・
カ
ル
ブ
リ
ス
』（R

om
ain K

albris,

初
出1867
）
を
書
き
上
げ
た
ば
か
り
だ
っ
た
が
、『
教
育
と
娯
楽
の
雑

誌
』（M

agasin d’éducation et de récréation

）
を
主
宰
し
て
い
た
エ
ッ
ツ
ェ
ル
（Jules H

etzel, 1814 -1886

）
が
、
朋
友
の
ジ
ャ

ン
・
マ
セ
（Jean M

acé, 1815 -1894

）
や
ヴ
ェ
ル
ヌ
に
子
供
向
け
の
地
理
の
読
み
物
の
執
筆
を
依
頼
す
る
か
た
わ
ら

）
3
（

、
マ
ロ
に
同
様
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の
趣
旨
の
物
語
を
提
案
し
た
の
に
は
そ
う
し
た
背
景
が
あ
る
。

『
家
な
き
子
』
の
初
稿
は
一
八
七
〇
年
四
月
に
い
っ
た
ん
書
き
上
げ
ら
れ
た
あ
と
、『
シ
エ
ー
ク
ル
』
誌
（Le Siècle

）
で
の
連
載
（
一

八
七
七
年
十
二
月
―
一
八
七
八
年
四
月
）
を
機
に
ほ
ぼ
全
面
に
書
き
換
え
ら
れ
、
最
終
的
に
一
八
七
八
年
に
、
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ

た
）
4
（

。
ブ
リ
ュ
ノ
の
本
と
直
接
の
影
響
関
係
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
出
版
さ
れ
た
こ
と
で
こ
の
二
冊
が
対
比
さ
れ
て

論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い

）
5
（

。
こ
の
二
冊
は
発
売
直
後
か
ら
た
い
へ
ん
な
評
判
と
な
り
、
お
り
し
も
一
八
八
一
年
、
一
八
八
二
年
の
ジ
ュ
ー

ル
・
フ
ェ
リ
ー
法
で
公
教
育
の
原
則
が
定
め
ら
れ
、
地
理
と
歴
史
が
義
務
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
重
版
に
重
版
を
重
ね
、
各
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
ほ
か
、
諸
外
国
で
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
教
材
と
し
て
も
広
く
用
い
ら
れ
た
。
パ
ト
リ
ッ

ク
・
カ
バ
ネ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
作
は
多
く
の
追
随
作
品
を
生
ん
だ
こ
と
で
も
共
通
し
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
限
っ
て
も
第
一
次
世
界

大
戦
の
時
期
ま
で
に
十
五
作
品
近
く
、
ま
た
両
大
戦
間
期
に
も
さ
ら
に
十
作
品
近
く
の
類
似
の
「
フ
ラ
ン
ス
周
遊
も
の
」
が
書
か
れ
た

）
6
（

。

そ
の
中
に
は
出
来
の
よ
い
も
の
も
悪
い
も
の
も
あ
っ
た
が
、
主
人
公
た
ち
の
家
庭
環
境
や
舞
台
設
定
に
関
し
て
多
く
の
共
通
点
が
あ
り
、

相
互
に
具
体
的
な
引
用
や
パ
ロ
デ
ィ
の
痕
跡
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う

）
7
（

。
い
ず
れ
も
後
世
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
い
作
品
で
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
児
童
文
学
の
歴
史
の
中
で
も
確
固
た
る
位
置
を
占
め
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
二
作
品
を
先
の
論
文
で
た
ど
っ
た
王
政
復
古
期

か
ら
七
月
王
政
期
に
か
け
て
の
「
周
遊
も
の
」
の
系
譜
の
到
達
点
と
見
な
す
立
場
か
ら
、
先
行
作
品
の
叙
述
の
形
式
や
テ
ー
マ
群
と
の
連

続
性
を
検
証
し
、
そ
の
う
え
で
子
供
の
教
育
を
と
り
ま
く
環
境
の
変
化
な
ど
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
、
主
人
公
の
自
己
修
養
の
物
語
に

ど
の
よ
う
な
変
容
が
も
た
ら
さ
れ
た
か
を
、
二
作
品
を
比
較
し
な
が
ら
論
じ
て
み
た
い
。
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「
祖
国
」
と
「
家
族
」
の
物
語

二
つ
の
物
語
に
は
多
く
の
共
通
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
主
人
公
が
孤
児
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
少
な
く
と
も
、
物
語
開
始
の
時
点

で
は
そ
う
設
定
さ
れ
て
い
る

）
8
（

）。『
二
人
の
子
供
の
フ
ラ
ン
ス
一
周
』
の
主
人
公
ア
ン
ド
レ
（
十
四
歳
）
と
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
（
七
歳
）
の
兄

弟
は
、
普
仏
戦
争
で
の
敗
北
に
と
も
な
い
プ
ロ
イ
セ
ン
領
と
な
っ
た
フ
ァ
ル
ス
ブ
ー
ル
の
町
（
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
）
を
出
て
、
フ
ラ
ン
ス
領

に
向
か
お
う
と
す
る
。
そ
の
費
用
を
捻
出
し
よ
う
と
し
て
必
死
に
働
い
た
大
工
の
父
親
は
、
足
場
か
ら
落
ち
て
命
を
落
と
す
。
い
ま
わ
の

際
に
「
フ
ラ
ン
ス
！
」
と
ひ
と
言
叫
ん
だ
父
親
の
悲
願
は
、
息
子
た
ち
が
祖
国
の
子
供
と
し
て
の
義
務
を
知
り
、
良
心
に
し
た
が
っ
て
そ

れ
を
果
た
す
こ
と
だ
っ
た
。
母
親
も
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
二
人
は
音
信
不
通
に
な
っ
て
い
た
父
の
弟
を
探
し
出
し
て
後
見
人

に
な
っ
て
も
ら
う
た
め
、
マ
ル
セ
イ
ユ
、
つ
い
で
ボ
ル
ド
ー
を
目
指
す
。
ボ
ル
ド
ー
で
再
会
し
た
叔
父
の
フ
ラ
ン
ツ
は
病
み
上
が
り
の
う

え
、
不
幸
に
も
財
産
の
す
べ
て
を
失
っ
て
お
り
、
三
人
は
旅
費
の
節
約
の
た
め
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
半
島
沖
～
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
沖
を
北
上

す
る
船
の
上
で
働
き
な
が
ら
故
郷
に
向
か
う
。
最
終
的
に
兄
弟
は
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
回
復
す
る
が
、
財
産
回
復
の
手
続
き
の
必
要
が
生
じ

た
た
め
に
列
車
で
パ
リ
に
向
か
い
、
最
終
的
に
は
か
つ
て
の
恩
人
、
元
操
舵
手
ギ
ヨ
ー
ム
の
住
む
オ
ル
レ
ア
ネ
地
方
（
ロ
ワ
ー
ル
川
中
流

域
の
オ
ル
レ
ア
ン
を
中
心
と
し
た
地
域
）
の
農
場
に
身
を
落
ち
着
け
る
。
初
版
の
最
終
章
（
第
一
一
九
章
）
に
は
「
フ
ラ
ン
ス
が
好
き
」

（J’aim
e la France.

）
と
の
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ツ
、
ア
ン
ド
レ
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
と
ギ
ヨ
ー
ム
の
一
家
が
、
手
を
た
ず
さ
え

て
戦
争
で
荒
れ
果
て
た
農
場
を
立
て
直
す
こ
と
を
誓
う
。
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
が
歓
喜
の
あ
ま
り
手
を
た
た
き
な
が
ら
「
ぼ
く
は
心
か
ら
フ
ラ
ン

ス
が
好
き
だ
！
」
と
叫
ん
で
駆
け
回
る
場
面
が
印
象
的
で
あ
る

）
9
（

。
二
人
の
兄
弟
は
亡
き
父
の
願
い
を
か
な
え
た
う
え
に
、
新
た
な
故
郷
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と
家
族
を
手
に
入
れ
た
の
だ
。

い
っ
ぽ
う
、『
家
な
き
子
』
の
レ
ミ
は
赤
ん
坊
の
と
き
に
パ
リ
の
街
路
に
捨
て
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
出
稼
ぎ
に
来
て
い
た
石
工
の

バ
ル
ブ
ラ
ン
に
拾
わ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
中
南
部
の
寒
村
シ
ャ
ヴ
ァ
ノ
ン
で
妻
の
「
バ
ル
ブ
ラ
ン
母
さ
ん
」
に
八
歳
ま
で
育
て
ら
れ
る
。
妻
は

貧
し
い
暮
ら
し
の
中
で
も
レ
ミ
に
惜
し
み
な
い
愛
情
を
注
ぐ
が
、
戻
っ
て
き
た
夫
は
金
銭
上
の
理
由
の
た
め
、
す
ぐ
に
レ
ミ
を
孤
児
院
に

入
れ
ろ
と
妻
に
迫
る
。
窮
地
を
救
っ
た
の
は
、
か
つ
て
イ
タ
リ
ア
で
高
名
な
オ
ペ
ラ
歌
手
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
動
物
旅
芝
居
の
座
長
、

ヴ
ィ
タ
リ
ス
だ
っ
た
。
ヴ
ィ
タ
リ
ス
と
と
も
に
フ
ラ
ン
ス
中
南
部
の
荒
涼
と
し
た
山
地
や
原
野
を
ま
わ
る
う
ち
に
、
レ
ミ
は
知
的
に
も
肉

体
的
に
も
た
く
ま
し
く
成
長
し
て
い
く
が
、
厳
し
い
自
然
環
境
の
中
で
一
匹
、
ま
た
一
匹
と
仲
間
の
動
物
た
ち
を
失
っ
た
二
人
は
生
計
を

た
て
る
こ
と
が
困
難
に
な
り
、
老
い
た
ヴ
ィ
タ
リ
ス
は
パ
リ
に
着
い
た
直
後
、
吹
雪
の
中
で
息
絶
え
る
。
幸
い
に
も
パ
リ
郊
外
の
花
作
り

農
家
（
ア
キ
ャ
ン
家
）
に
保
護
さ
れ
、
家
族
の
一
員
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
た
レ
ミ
は
つ
か
の
間
の
団
ら
ん
を
味
わ
う
が
、
あ
る
と
き
花

畑
が
雹ひ

ょ
うの

被
害
に
あ
い
、
負
債
の
返
済
が
で
き
な
く
な
っ
た
ア
キ
ャ
ン
氏
は
収
監
さ
れ
て
し
ま
う
。
一
家
は
離
散
の
憂
き
目
に
あ
い
、
ふ

た
り
の
兄
弟
、
ふ
た
り
の
姉
妹
は
そ
れ
ぞ
れ
フ
ラ
ン
ス
各
地
の
親
戚
の
も
と
へ
送
ら
れ
る
。
再
び
寄
る
辺
を
失
っ
た
レ
ミ
だ
が
、
そ
れ
ま

で
ガ
ロ
フ
ォ
リ
と
い
う
な
ら
ず
者
の
親
方
に
こ
き
使
わ
れ
て
い
た
、
イ
タ
リ
ア
出
身
で
楽
器
演
奏
の
得
意
な
マ
チ
ア
と
い
う
仲
間
を
え

て
、
た
っ
た
一
匹
残
っ
た
犬
の
カ
ピ
と
と
も
に
興
行
を
続
け
な
が
ら
、
各
地
に
散
り
散
り
に
な
っ
た
ア
キ
ャ
ン
家
の
四
き
ょ
う
だ
い
を
た

ず
ね
て
回
る
。
そ
の
過
程
で
生
み
の
親
が
自
分
を
探
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
マ
チ
ア
と
と
も
に
ロ
ン
ド
ン
へ
渡
る
。
最
終
的
に
は
、
か

つ
て
ヴ
ィ
タ
リ
ス
が
収
監
さ
れ
た
と
き
に
「
白
鳥
号
」
と
い
う
自
家
用
船
に
迎
え
入
れ
て
く
れ
た
ミ
リ
ガ
ン
夫
人
と
い
う
富
裕
な
イ
ギ
リ

ス
人
女
性
の
実
子
と
判
明
す
る
の
だ
が
、
ミ
リ
ガ
ン
家
の
遺
産
を
狙
う
叔
父
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
妨
害
に
よ
り
、
一
時
は
密
輸
業
者
の
ド
リ
ス

コ
ル
を
本
当
の
肉
親
だ
と
思
い
こ
ん
だ
り
、
そ
の
た
め
に
巻
き
添
え
を
く
っ
て
窃
盗
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
り
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
ば
り
の
波
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乱
万
丈
な
展
開
に
も
事
欠
か
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
川
と
運
河
を
た
ど
っ
て
、
ス
イ
ス
の
ヴ
ヴ
ェ
で
夫
人
と
実
の
弟
に
再
会
す
る
場
面
は
、

今
ま
で
の
労
苦
に
報
い
て
あ
ま
り
あ
る
も
の
で
あ
り
、
先
祖
代
々
の
イ
ギ
リ
ス
の
土
地
で
家
督
を
継
い
だ
レ
ミ
が
、
伴
侶
と
な
っ
た
ア

キ
ャ
ン
家
の
末
娘
リ
ー
ズ
と
な
ら
ん
で
マ
チ
ア
、
バ
ル
ブ
ラ
ン
母
さ
ん
、
ア
キ
ャ
ン
氏
ら
、
ゆ
か
り
の
人
々
を
招
い
て
も
て
な
す
大
団
円

の
場
面
は
、
幸
福
の
構
図
そ
の
も
の
で
あ
る
。

『
家
な
き
子
』
は
本
来
高
貴
な
血
筋
の
主
人
公
が
他
郷
を
さ
ま
よ
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
練
に
も
ま
れ
る
う
ち
に
、
本
来
得
る
べ
き
貴
い

地
位
を
得
る
と
い
う
、
典
型
的
な
貴
種
流
離
譚
で
あ
る
。『
二
人
の
子
供
の
フ
ラ
ン
ス
一
周
』
の
ほ
う
は
、
ル
ー
ツ
探
し
と
い
う
よ
り

ル
ー
ツ
回
帰
の
物
語
で
、
主
人
公
た
ち
も
ご
く
一
般
の
庶
民
階
級
（
職
人
階
級
）
に
属
す
る
。
共
通
す
る
の
は
、
本
来
の
親
や
近
い
親
戚

が
現
れ
る
ま
で
の
間
、
経
験
豊
か
な
大
人
が
庇
護
者
と
な
っ
て
か
わ
る
が
わ
る
若
い
主
人
公
た
ち
を
導
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
家
な

き
子
』
で
い
え
ば
、
ま
ず
第
一
に
孤
児
院
に
送
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
レ
ミ
を
救
っ
た
座
長
ヴ
ィ
タ
リ
ス
。
ヴ
ィ
タ
リ
ス
は
道
中
、
レ
ミ
と

食
べ
物
や
毛
布
を
分
け
合
い
な
が
ら
、
厳
し
さ
と
愛
情
を
も
っ
て
レ
ミ
に
歌
や
読
み
書
き
、
音
楽
、
計
算
、
外
国
語
、
そ
し
て
生
活
の
知

恵
を
教
え
た
。
そ
の
ヴ
ィ
タ
リ
ス
が
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
で
警
官
の
横
暴
に
抗
議
し
て
逮
捕
さ
れ
、
収
監
さ
れ
た
二
か
月
の
間
に
は
、
ミ
リ
ガ

ン
夫
人
が
病
弱
な
息
子
の
話
し
相
手
と
し
て
、
レ
ミ
に
快
適
な
船
の
住
居
と
食
べ
物
を
提
供
し
、
フ
ラ
ン
ス
各
地
の
伝
説
や
歴
史
を
語
り

聞
か
せ
て
く
れ
た
。
そ
し
て
ヴ
ィ
タ
リ
ス
亡
き
あ
と
は
、
花
作
り
農
家
の
ア
キ
ャ
ン
が
二
年
間
に
わ
た
り
、
自
分
の
四
人
の
子
供
と
同
じ

よ
う
に
レ
ミ
を
育
て
、
農
作
業
の
基
本
を
教
え
こ
む
と
同
時
に
、
本
を
買
い
与
え
て
レ
ミ
の
学
習
意
欲
を
か
き
た
て
る
。
そ
の
後
の
ア

キ
ャ
ン
の
逮
捕
と
不
運
な
一
家
離
散
も
ま
た
、
レ
ミ
に
新
た
な
師
に
め
ぐ
り
会
う
機
会
を
与
え
た
。
ア
キ
ャ
ン
家
の
き
ょ
う
だ
い
の
一

人
、
セ
ヴ
ェ
ン
ヌ
地
方
の
ヴ
ァ
ル
ス
の
炭
坑
で
働
く
ア
レ
ク
シ
を
訪
ね
た
レ
ミ
は
、
炭
坑
で
運
搬
夫
の
仕
事
を
手
伝
う
こ
と
に
な
り
、
そ

こ
で
鉱
物
学
と
地
質
学
に
通
じ
た
〈
先

マ
ジ
ス
テ
ー
ル

生
〉
と
い
う
あ
だ
名
の
老
運
搬
夫
に
出
会
う
。
こ
の
運
搬
夫
は
出
水
事
故
で
レ
ミ
た
ち
と
地
下
に
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閉
じ
こ
め
ら
れ
た
際
、
そ
の
知
識
に
よ
っ
て
一
同
を
救
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
彼
も
ま
た
レ
ミ
の
知
的
成
長
に
寄
与
し
た
一
人
で
あ

る
。
そ
う
し
て
行
く
先
々
で
見
聞
を
広
め
た
レ
ミ
は
、
今
度
は
自
ら
師
と
な
っ
て
、
連
れ
の
マ
チ
ア
に
字
の
読
み
方
と
音
楽
の
初
歩
を
教

え
る
。
そ
し
て
そ
の
後
は
ふ
た
り
で
知
恵
を
出
し
合
っ
て
悪
い
大
人
に
立
ち
向
か
い
、
数
々
の
難
局
を
乗
り
越
え
る
。

い
っ
ぽ
う
、『
二
人
の
子
供
の
フ
ラ
ン
ス
一
周
』
の
ア
ン
ド
レ
と
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
も
、
夜
の
闇
に
紛
れ
て
故
郷
の
町
を
脱
出
し
、
ボ
ル

ド
ー
で
叔
父
を
見
つ
け
出
す
ま
で
、
多
く
の
人
の
善
意
に
触
れ
る
。
亡
き
父
親
の
友
人
、
木
靴
職
人
の
エ
チ
エ
ン
ヌ
夫
妻
は
、
幼
い
兄
弟

た
ち
の
道
行
き
を
少
し
で
も
楽
に
し
て
や
ろ
う
と
、
つ
ま
し
い
生
活
の
中
で
わ
ず
か
な
蓄
え
を
兄
弟
に
分
け
与
え
、
身
支
度
を
整
え
て
や

る
。
森
林
監
視
人
の
フ
リ
ッ
ツ
は
、
折
悪
し
く
骨
折
し
て
い
て
自
ら
道
案
内
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
地
図
を
使
っ
て
ヴ
ォ
ー
ジ
ュ
山
脈
越

え
の
ル
ー
ト
と
、
山
中
で
道
に
迷
わ
な
い
た
め
の
こ
つ
を
懇
切
丁
寧
に
教
え
て
く
れ
た
。
お
か
げ
で
兄
弟
は
濃
霧
の
た
ち
こ
め
る
夜
の
山

を
越
え
、
フ
ラ
ン
ス
領
に
た
ど
り
つ
く
。
フ
リ
ッ
ツ
の
紹
介
し
て
く
れ
た
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
の
農
婦
は
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
乳
搾
り
と
バ
タ
ー

造
り
の
工
程
を
教
え
る
。
次
い
で
農
婦
の
親
戚
に
あ
た
る
エ
ピ
ナ
ル
の
未
亡
人
は
、
高
齢
を
理
由
に
最
初
二
人
を
家
に
お
く
こ
と
を
し
ぶ

る
が
、
二
人
の
礼
儀
正
し
さ
を
知
っ
て
徐
々
に
心
を
開
き
、
深
い
情
愛
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
未
亡
人
（
ジ
ェ
ル
ト
リ
ュ
ド
夫
人
）

は
も
と
教
師
で
、
鍵
職
人
の
修
行
に
精
を
出
す
ア
ン
ド
レ
に
大
人
の
た
め
の
夜
間
学
校
に
通
う
こ
と
を
勧
め
、
土
地
の
小
学
校
に
通
い
始

め
た
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
は
図
書
館
か
ら
本
を
借
り
て
こ
さ
せ
、
音
読
さ
せ
、
難
し
い
言
葉
の
意
味
を
教
え
る
。
夫
人
の
も
と
に
滞
在
し
た

一
ヶ
月
の
間
に
、
ア
ン
ド
レ
は
地
元
の
製
紙
工
場
を
見
学
し
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
は
夫
人
と
と
も
に
訪
れ
た
エ
ピ
ナ
ル
の
定
期
市
で
さ
ま
ざ
ま

な
商
品
（
ガ
ラ
ス
製
品
、
エ
ピ
ナ
ル
画
、
楽
器
、
刺
繍
、
造
花
）
に
触
れ
、
ま
た
夫
人
か
ら
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
の
偉
人
た
ち
の
話
を
聞
い

て
、
土
地
に
関
す
る
知
識
を
深
め
る
。
本
書
で
は
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
各
地
で
の
人
と
の
出
会
い
を
軸
と
す
る
学
び
の
機
会
が
、
作
品
全

体
に
百
科
全
書
的
知
識
を
散
り
ば
め
る
た
め
の
便
宜
的
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
二
人
は
押
し
付
け
で
な
く
、
ご
く
自
然
に
知
識
を
求
め
、
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好
奇
心
を
満
た
し
て
い
く
。
大
人
は
あ
り
っ
た
け
の
経
験
と
知
識
を
も
っ
て
そ
の
欲
求
に
こ
た
え
る
。
フ
ラ
ン
シ
ュ
・
コ
ン
テ
地
方
の
ブ

ザ
ン
ソ
ン
か
ら
ロ
ー
ヌ
・
ア
ル
プ
地
方
の
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
ま
で
二
人
に
付
き
添
い
、
各
地
の
産
業
と
行
商
の
心
得
を
教
え
こ
む
行
商
人
の

ジ
ェ
ル
タ
ル
氏
し
か
り
、
船
の
上
で
、
沿
岸
の
特
色
あ
る
地
域
や
町
に
つ
い
て
語
り
聞
か
せ
る
水
夫
の
ジ
ェ
ロ
ー
ム
も
、「
ペ
ル
ピ
ニ
ャ

ン
号
」
の
船
長
も
し
か
り
、
そ
し
て
海
の
愉
し
さ
と
危
険
を
知
り
つ
く
し
た
「
ポ
ワ
ト
ゥ
号
」
の
操
舵
手
ギ
ヨ
ー
ム
し
か
り
。
そ
れ
ら
に

比
べ
る
と
叔
父
フ
ラ
ン
ツ
の
寄
与
の
度
合
い
は
、
破
産
に
よ
っ
て
行
動
を
制
限
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
や
や
物
足
り
な
い

印
象
を
与
え
る
が
、
血
の
つ
な
が
っ
た
親
族
が
同
じ
船
に
乗
っ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
職
業
が
船
大
工
で
あ
る
こ
と
は
、
故
郷
を
離

れ
て
長
い
海
上
生
活
を
送
る
二
人
の
兄
弟
に
、
何
物
に
も
代
え
が
た
い
安
心
感
を
も
た
ら
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

こ
う
し
て
双
方
の
物
語
に
お
い
て
、
父
親
と
母
親
の
不
在
を
補
う
庇
護
者
的
な
存
在
が
次
々
と
現
れ
て
は
年
若
い
主
人
公
た
ち
に
働
き

か
け
、
窮
地
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
。
と
こ
ろ
が
中
に
は
庇
護
者
を
装
う
悪
人
も
い
る
。
ア
ン
ド
レ
と
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
が
ジ
ェ
ル
ト
リ
ュ
ド
夫

人
の
も
と
を
出
て
、
ブ
ザ
ン
ソ
ン
ま
で
同
乗
を
頼
ん
だ
桶
職
人
は
、
二
人
か
ら
乗
車
賃
を
取
っ
て
お
き
な
が
ら
、
途
中
の
旅
籠
で
さ
ん
ざ

ん
飲
み
、
悪
態
を
つ
い
た
あ
げ
く
、
馬
車
の
運
転
席
で
酔
い
つ
ぶ
れ
て
眠
っ
て
し
ま
う
。
幸
い
、
通
り
か
か
っ
た
憲
兵
た
ち
に
窮
地
を
救

わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
二
人
に
と
っ
て
、
む
や
み
に
人
を
信
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
教
訓
に
な
る
。『
家
な
き
子
』
の
レ
ミ
は
い
ち
ど
、

老
い
を
自
覚
し
た
ヴ
ィ
タ
リ
ス
に
よ
っ
て
、
パ
リ
で
浮
浪
児
た
ち
を
使
っ
て
荒
稼
ぎ
す
る
ガ
ロ
フ
ォ
リ
と
い
う
親パ

ド
ロ
ー
ネ方

の
手
に
預
け
ら
れ
か

け
る
。
こ
れ
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
小
説
『
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ツ
イ
ス
ト
』（
一
八
三
八
）
の
フ
ェ
イ
ギ
ン
（
ロ
ン
ド
ン
の
貧
民
窟
で
孤
児
た
ち

に
盗
み
を
は
た
ら
か
せ
て
儲
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
）
を
思
わ
せ
る
人
物
で
、
子
供
を
食
い
物
に
す
る
悪
党
の
典
型
で
あ
る

）
（1
（

。
こ
の
旧
知
の
同

郷
人
の
悪
行
を
目
の
当
た
り
に
し
た
ヴ
ィ
タ
リ
ス
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
即
座
に
レ
ミ
を
連
れ
帰
る
。
ま
た
物
語
の
終
盤
で
は
、
レ
ミ

の
実
の
親
を
か
た
る
ロ
ン
ド
ン
の
密
輸
業
者
ド
リ
ス
コ
ル
が
現
れ
る
。
実
の
子
で
あ
る
は
ず
の
レ
ミ
に
一
片
の
愛
情
も
示
さ
な
い
両
親
、
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レ
ミ
の
兄
弟
姉
妹
と
さ
れ
る
子
供
た
ち
や
祖
父
母
の
粗
野
な
生
活
ぶ
り
、
そ
し
て
顔
立
ち
に
も
ま
っ
た
く
似
た
と
こ
ろ
が
な
い
の
を
見

て
、
同
行
し
た
マ
チ
ア
は
す
ぐ
に
ペ
テ
ン
だ
と
見
抜
く
が
、
レ
ミ
は
確
信
が
も
て
ず
に
悩
む
（
後
ろ
で
糸
を
引
い
て
い
た
の
は
、
先
述
の

よ
う
に
レ
ミ
を
ミ
リ
ガ
ン
家
の
跡
継
ぎ
の
座
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
、
叔
父
ジ
ェ
ー
ム
ズ
で
あ
る
）。
結
局
、
一
家
が
起
こ
し
た
教
会

の
盗
難
事
件
に
巻
き
こ
ま
れ
、
牢
屋
に
入
れ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
さ
す
が
の
レ
ミ
も
す
べ
て
を
悟
り
、
マ
チ
ア
の
助
け
を
借
り
て
や
っ
と
の

こ
と
で
イ
ギ
リ
ス
を
脱
出
す
る
。

と
き
に
厳
し
く
、
と
き
に
優
し
い
大
人
た
ち
に
助
け
ら
れ
、
い
っ
ぽ
う
で
悪
意
あ
る
大
人
た
ち
の
罠
を
か
い
く
ぐ
り
な
が
ら
、
二
つ
の

物
語
の
主
人
公
た
ち
は
知
的
、
精
神
的
な
成
長
を
遂
げ
て
い
く
。
そ
う
し
た
試
練
の
間
、
主
人
公
た
ち
の
精
神
的
な
支
柱
と
な
っ
た
も
の

は
何
だ
ろ
う
か
。
ア
ン
ド
レ
と
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
亡
き
父
の
国
フ
ラ
ン
ス
に
再
び
帰
属
し
た
い
と
い
う
強
い
思
い
で
あ

り
、
レ
ミ
に
と
っ
て
は
育
て
の
母
に
再
会
し
、
生
み
の
母
を
探
し
当
て
る
こ
と
で
あ
る
。「
義
務
と
祖
国
」
の
副
題
を
持
ち
、
共
和
国
の

真
の
市
民
を
育
て
る
た
め
の
教
科
書
と
さ
れ
た
『
二
人
の
子
供
の
フ
ラ
ン
ス
一
周
』
は
祖
国
愛
の
涵
養
を
重
視
す
る
が
、『
家
な
き
子
』

の
旅
は
よ
り
個
人
的
な
動
機
に
根
差
し
て
お
り
、
主
人
公
は
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
「
祖
国
」
に
で
は
な
く
広
い
意
味
で
の
「
家

族
」
に
求
め
た
。
最
後
の
場
面
で
レ
ミ
が
先
祖
代
々
の
イ
ギ
リ
ス
の
屋
敷
に
招
き
寄
せ
た
ゆ
か
り
の
人
々
は
血
縁
関
係
も
な
く
、
階
級
や

国
籍
の
壁
も
超
え
た
多
種
多
様
な
「
複
合
家
族
」
で
あ
り
（
レ
ミ
の
親
友
マ
チ
ア
は
亡
き
師
匠
の
ヴ
ィ
タ
リ
ス
同
様
、
イ
タ
リ
ア
人
で
あ

り
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
レ
ミ
は
フ
ラ
ン
ス
人
の
リ
ー
ズ
と
の
間
に
生
ま
れ
た
息
子
を
マ
チ
ア
と
名
付
け
る
）、
そ
の
意
味
で
『
家
な
き
子
』

は
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
と
ら
わ
れ
な
い
作
品
で
あ
る
、
と
い
う
評
価
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る

）
（（
（

。

そ
う
し
た
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
、『
家
な
き
子
』
が
今
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
見
て
き
た
王
政
復
古
期
以
降
の
「
周
遊
も
の
」
の
系
譜
の

延
長
上
に
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
の
二
つ
の
物
語
の
中
で
フ
ラ
ン
ス
各
地
へ
の
旅
と
そ
こ
で
見
聞
き
す
る
事
柄
は
、
主
人
公
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た
ち
の
人
格
形
成
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
。

フ
ラ
ン
ス
周
遊

先
の
論
文
で
見
た
通
り
、『
二
人
の
子
供
の
フ
ラ
ン
ス
一
周
』
の

ア
ン
ド
レ
と
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
は
、
王
政
復
古
期
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
周
遊

も
の
に
よ
く
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
東
寄
り
の
地
域
を
起

点
と
し
、
国
土
を
時
計
回
り
に
回
っ
て
い
る
（
図
版
１
）。
ロ
レ
ー

ヌ
地
方
を
出
て
ヴ
ォ
ー
ジ
ュ
山
脈
、
ジ
ュ
ラ
山
脈
、
つ
い
で
ロ
ー
ヌ

川
に
沿
っ
て
南
下
し
、
途
中
内
陸
に
入
っ
て
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
と

オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
地
方
に
立
ち
寄
り
な
が
ら
、
港
町
マ
ル
セ
イ
ユ
ま

で
出
る
。
船
で
地
中
海
か
ら
ミ
デ
ィ
運
河
に
入
り
、
ボ
ル
ド
ー
で
よ

う
や
く
叔
父
に
再
会
し
た
あ
と
は
も
っ
ぱ
ら
海
路
を
行
く
。
ブ
ル

タ
ー
ニ
ュ
沖
を
ぐ
る
り
と
回
り
、
途
中
、
海
難
事
故
に
遭
い
な
が
ら

も
ダ
ン
ケ
ル
ク
に
漂
着
し
、
そ
の
後
は
運
河
を
た
ど
っ
て
ピ
カ
ル

デ
ィ
地
方
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
地
方
経
由
で
故
郷
の
ロ
レ
ー
ヌ
地
方

図版 1　ブリュノ『二人の子供のフランス一周』の行程
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に
戻
る
。
南
仏
の
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
地
方
、
コ
ル
シ
カ
島
、
南
西
部
の
ピ
レ
ネ
ー
、
ア
キ
テ
ー
ヌ
地
方
、
西
部
の
ポ
ワ
ト
ゥ
・
シ
ャ
ラ
ン
ト

地
方
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
、
そ
し
て
と
り
わ
け
中
部
の
ロ
ワ
ー
ル
川
沿
い
に
つ
い
て
は
簡
潔
に
触
れ
ら
れ
る
の
み

で
あ
る
。
そ
の
穴
を
埋
め
る
よ
う
に
、
や
っ
と
の
思
い
で
た
ど
り
つ
い
た
故
郷
の
ロ
レ
ー
ヌ
で
財
産
回
復
の
た
め
の
手
続
き
の
必
要
が
生

じ
た
た
め
、
兄
弟
は
列
車
で
パ
リ
に
向
か
い
、
つ
い
で
に
立
ち
寄
っ
た
オ
ル
レ
ア
ネ
地
方
で
知
り
合
い
の
農
場
を
手
伝
う
こ
と
に
な
っ
て

定
住
を
決
め
る
、
と
い
う
展
開
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

工
藤
庸
子
は
こ
の
経
路
に
つ
い
て
、
や
は
り
こ
の
時
期
に
学
校
教
育
の
現
場
で
参
照
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
ミ
シ
ュ
レ
の
著
作
『
タ

ブ
ロ
ー
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
』（T

ableau de la France, 1833

）
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
ア
ン
ド
レ
と
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
が
「「
新
し
い
フ
ラ
ン
ス
」

は
陸
上
で
、
身
体
を
大
地
に
接
触
さ
せ
な
が
ら
、
そ
し
て
「
古
い
フ
ラ
ン
ス
」
は
海
上
か
ら
、
い
わ
ば
距
離
を
お
い
て
把
握
し
て
い
く
の

で
あ
る
」
と
論
じ
る

）
（1
（

。「
新
し
い
フ
ラ
ン
ス
」
と
は
こ
の
場
合
、
主
に
北
東
部
の
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
か
ら
フ
ラ
ン
シ
ュ
・
コ
ン
テ
地
方
、

ロ
ー
ヌ
川
沿
岸
の
リ
ヨ
ン
を
中
心
と
す
る
地
域
で
、
当
時
工
業
化
が
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
地
域
と
重
な
る
。「
古
い
フ
ラ
ン
ス
」
と
は
先

住
民
族
ケ
ル
ト
人
の
起
源
の
地
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
を
指
す
。
ガ
ロ
・
ロ
マ
ン
文
明
が
栄
え
た
南
仏
の
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
、
ミ
デ
ィ
・
ピ
レ
ネ

地
方
、
ア
キ
テ
ー
ヌ
地
方
も
後
者
に
属
す
る
と
考
え
て
よ
い
が
、
兄
弟
は
水
路
（
ミ
デ
ィ
運
河
と
ガ
ロ
ン
ヌ
川
）
を
利
用
し
た
の
で
、
判

断
が
微
妙
な
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
先
の
論
文
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
兄
弟
が
「
陸
上
で
」
身
を
も
っ
て
知
る
こ
と
の
で
き
る
土
地
の
範
囲

に
は
限
界
が
あ
り
、
二
人
が
通
ら
な
い
地
方
や
都
市
、
高
速
で
通
過
す
る
地
方
に
つ
い
て
は
図
版
と
と
も
に
地
誌
的
な
情
報
が
挿
入
さ
れ

た
り

）
（1
（

、
弟
の
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
が
道
中
、
人
か
ら
贈
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
偉
人
の
伝
記
の
抜
粋
へ
と
送
り
返
さ
れ
た
り
す
る
。
特
に
手
薄
な

印
象
を
与
え
る
の
が
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
以
北
の
北
西
部
、
北
部
と
フ
ラ
ン
ス
中
部
で
、
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
と
ロ
ワ
ー
ル
川
流
域
に
つ
い
て

の
ペ
ー
ジ
は
ほ
ぼ
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
偉
人
伝
か
ら
の
抜
粋
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
。
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
に
つ
い
て
は
操
舵
手
ギ
ヨ
ー
ム
の
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フ
ラ
ン
ス
を
旅
す
る
子
ど
も
た
ち
（
二
）

故
郷
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
人
で
海
上
か
ら
陸
地
の
方
向
を
あ
お
ぎ
見
な
が
ら
、
ギ
ヨ
ー
ム
が
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
お
も
な
港
町
や
産
業
（
漁

業
、
紡
績
業
、
農
牧
業
）
に
つ
い
て
語
り
聞
か
せ
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い
る
。
ギ
ヨ
ー
ム
か
ら
、
愛
す
る
故
郷
の
た
め
に
汗
を

流
し
て
働
く
こ
と
の
大
切
さ
を
聞
い
た
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
が
、
例
の
偉
人
伝
を
取
り
出
し
て
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
出
身
の
コ
ル
ネ
イ
ユ
、
政
治
思

想
家
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
師
、
物
理
学
者
フ
レ
ネ
ル
に
つ
い
て
の
記
述
を
読
み
上
げ
た
と
こ
ろ
で
、
波
が
激
し
く
な
っ
て
き
て
中
断
を
余
儀

な
く
さ
れ
る

）
（1
（

。
船
は
難
破
し
、
ギ
ヨ
ー
ム
の
機
転
に
よ
っ
て
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
た
ち
は
命
を
救
わ
れ
る
が
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
手
元
に
は
奇
跡

的
に
愛
読
書
が
残
っ
た
。
ダ
ン
ケ
ル
ク
か
ら
は
故
郷
の
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
ま
で
は
運
河
を
た
ど
る
蒸
気
船
の
旅
と
な
り
、
当
時
、
紡
績
業
の

先
進
地
域
だ
っ
た
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
、
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
地
方
の
産
業
と
歴
史
に
つ
い
て
は
、
再
び
こ
の
偉
人
伝
が
参
照
元
と
な
る

）
（1
（

。

も
と
よ
り
教
育
目
的
で
書
か
れ
た
本
と
は
い
え
、
陸
か
ら
離
れ
る
部
分
で
は
、
こ
う
し
た
情
報
提
供
の
部
分
が
物
語
を
お
し
の
け
て
全
体

か
ら
遊
離
し
て
い
る
と
い
う
印
象
は
否
め
な
い
。
そ
れ
で
も
作
者
は
そ
の
都
度
、
土
地
を
よ
く
知
る
ガ
イ
ド
役
の
大
人
を
配
し
、
対
話
を

通
し
て
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
が
自
然
に
そ
の
土
地
に
興
味
を
か
き
立
て
ら
れ
、
知
識
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
、
物
語
構
成
上
の
工
夫
を
し
て
い
る
。

『
家
な
き
子
』
の
主
人
公
レ
ミ
の
行
程
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
八
六
九
年
一
月
の
、
エ
ッ
ツ
ェ
ル
と
の

連
載
契
約
時
点
で
の
作
品
の
仮
題
の
ひ
と
つ
は
『
フ
ラ
ン
ス
を
め
ぐ
る
子
ど
も
た
ち
』（« Les enfants du tour de France »

）
で
あ

り
、
子
ど
も
た
ち
が
フ
ラ
ン
ス
各
地
を
め
ぐ
り
な
が
ら
産
業
や
地
理
・
歴
史
に
つ
い
て
学
ん
で
い
く
、
と
い
う
教
育
読
本
の
ひ
と
つ
の
型

が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
描
か
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
契
約
書
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
パ
リ
の
労
働
者
家
庭
の
五
人
か
ら
六
人

の
子
ど
も
た
ち
が
父
親
の
死
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
各
地
に
散
り
散
り
と
な
り
、
そ
の
小
さ
な
ド
ラ
マ
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
環
境
の
中
か

ら
、
い
わ
ば
フ
ラ
ン
ス
の
一
覧
図
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
性
と
産
業
を
示
す
一
覧
図
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
」
よ
う
な
物
語
で
あ
る

）
（1
（

。

そ
の
半
年
前
に
は
す
で
に
、
エ
ッ
ツ
ェ
ル
あ
て
の
手
紙
で
よ
り
詳
し
い
プ
ラ
ン
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
父
親
の
死
に
よ
っ
て
フ
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フ
ラ
ン
ス
を
旅
す
る
子
ど
も
た
ち
（
二
）

ラ
ン
ス
の
四
方
八
方
に
離
散
し
た
四
人
の
貧
し
い
子
供
た
ち
が
、「
一
人
は
セ
ヴ
ェ
ン
ヌ
で
炭
坑
夫
と
し
て
、
も
う
一
人
は
サ
ン
・
カ
ン

タ
ン
で
紡
績
工
と
し
て
、
三
番
目
は
モ
ル
ヴ
ァ
ン
で
木
こ
り
と
し
て
、
四
番
目
は
英
仏
海
峡
沿
岸
で
漁
師
と
し
て
」
働
く
が
、
そ
の
子
ど

も
た
ち
を
、
そ
の
う
ち
の
一
人
の
女
の
子
に
思
い
を
寄
せ
る
「
五
番
目
の
子
ど
も
」、
す
な
わ
ち
「
旅
暮
ら
し
の
流
し
の
音
楽
家
」
が
順

次
訪
ね
て
歩
く
こ
と
で
再
び
結
び
つ
け
る

）
（1
（

。
い
さ
さ
か
図
式
的
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
ア
キ
ャ
ン
家
の
四
人
の
子
ど
も
と
レ
ミ
を
め
ぐ

る
物
語
の
原
型
で
あ
り
、
一
家
の
離
散
、
そ
し
て
一
家
に
寄
り
添
う
別
の
子
ど
も
が
新
た
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
こ
と
で
家
族
の

絆
が
回
復
さ
れ
る
、
と
い
う
構
想
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。　

　

そ
の
後
、
執
筆
を
進
め
る
マ
ロ
と
エ
ッ
ツ
ェ
ル
の
間
に
小
説
の
内
容
や
人
物
像
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
起
き
（
一
八
七
〇
年
四
月
）、

い
っ
た
ん
執
筆
は
中
断
す
る

）
（1
（

。
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
を
は
さ
ん
で
再
び
筆
を
執
っ
た
マ
ロ
は
、
初
稿
の
う
ち
戦
禍
を
こ
え
て
残
っ
た
ヴ
ァ

ル
ス
の
炭
鉱
事
故
の
場
面
を
除
き
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
作
品
を
書
き
か
え
た

）
（1
（

。
そ
こ
で
は
一
家
離
散
の
物
語
は
小
説
の
後
半
部
に
退
き
、

旅
芸
人
の
座
長
ヴ
ィ
タ
リ
ス
と
レ
ミ
の
過
酷
な
道
行
き
が
前
面
に
出
て
い
る
。
細
部
に
も
変
化
が
あ
り
、
一
家
離
散
の
原
因
は
父
親
の
死

で
は
な
く
家
業
の
破
産
に
な
っ
て
お
り
、
四
き
ょ
う
だ
い
の
構
成
は
男
女
二
人
ず
つ
で
、
女
の
子
（
リ
ー
ズ
）
を
慕
う
レ
ミ
に
は
マ
チ
ア

と
い
う
同
胞
が
付
き
添
っ
て
い
る
。
旅
の
途
中
で
レ
ミ
の
本
当
の
親
が
レ
ミ
を
探
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
た
め
、
四
き
ょ
う
だ
い
を

順
繰
り
に
訪
ね
歩
く
と
い
う
計
画
に
変
更
が
生
じ
、
二
人
が
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
結
局
、
ア
レ
ク
シ
の
働
く
セ
ヴ
ェ
ン
ヌ
地
方
の

ヴ
ァ
ル
ス
炭
鉱
と
、
末
妹
の
リ
ー
ズ
が
身
を
寄
せ
て
い
た
は
ず
の
モ
ル
ヴ
ァ
ン
地
方
の
ド
ル
ー
ジ
だ
け
だ
っ
た
（
だ
が
リ
ー
ズ
は
ミ
リ
ガ

ン
夫
人
に
引
き
取
ら
れ
、
ド
ル
ー
ジ
を
去
っ
た
後
だ
っ
た
）。
作
品
冒
頭
か
ら
レ
ミ
の
た
ど
っ
た
道
の
り
を
見
る
と
（
図
版
２
）、
育
て
の

親
の
住
む
リ
ム
ー
ザ
ン
地
方
か
ら
、
ヴ
ィ
タ
リ
ス
に
連
れ
ら
れ
て
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
地
方
、
ド
ル
ド
ー
ニ
ュ
地
方
、
ラ
ン
ド
地
方
を
経
て

ミ
デ
ィ
・
ピ
レ
ネ
地
方
ま
で
南
下
し
た
あ
と
、
セ
ー
ト
か
ら
ロ
ー
ヌ
川
・
ソ
ー
ヌ
川
に
沿
っ
て
北
上
し
、
コ
ー
ト
・
ド
ー
ル
丘
陵
を
越
え
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を
旅
す
る
子
ど
も
た
ち
（
二
）

て
パ
リ
に
至
る
ル
ー
ト
は
、
か
ろ
う
じ
て

反
時
計
回
り
の
軌
跡
を
描
い
て
い
る
。
そ

の
後
ヴ
ィ
タ
リ
ス
と
死
別
し
、
ア
キ
ャ
ン

家
で
の
生
活
と
一
家
離
散
を
経
て
、
朋
友

マ
チ
ア
と
の
二
人
旅
に
出
る
の
だ
が
、
パ

リ
か
ら
南
下
し
た
先
の
セ
ヴ
ェ
ン
ヌ
地
方

の
ヴ
ァ
ル
ス
鉱
山
で
九
死
に
一
生
を
得
た

あ
と
、
バ
ル
ブ
ラ
ン
母
さ
ん
の
た
め
に

り
っ
ぱ
な
雌
牛
を
買
い
求
め
て
故
郷
シ
ャ

ヴ
ァ
ノ
ン
に
帰
る
と
こ
ろ
で
、
い
っ
た
ん

彷
徨
の
円
環
は
閉
じ
る
。
親
孝
行
が
で
き

た
こ
と
で
再
会
の
喜
び
も
ひ
と
し
お
だ
っ

た
が
、
帰
還
の
喜
び
に
ひ
た
る
間
も
な

く
、
夫
の
バ
ル
ブ
ラ
ン
の
情
報
を
通
じ
て

レ
ミ
を
探
し
て
い
る
実
の
親
が
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
た
め
、
二
人
は
パ
リ
に
舞
い

戻
り
、
そ
の
後
は
ロ
ン
ド
ン
、
ド
ル
ー
ジ

図版 2　『家なき子』レミがたどった経路
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フ
ラ
ン
ス
を
旅
す
る
子
ど
も
た
ち
（
二
）

と
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
の
移
動
の
繰
り
返
し
に
な
る
。
地
図
の
上
の
軌
跡
は
フ
ラ
ン
ス
以
西
に
及
ぶ
こ
と
は
な
く
、
南
北
に
ジ
グ
ザ
グ
の

跡
を
残
す
ば
か
り
で
あ
る

）
11
（

。
つ
ま
り
『
家
な
き
子
』
が
典
型
的
な
「
周
遊
も
の
」
と
し
て
、『
二
人
の
子
ど
も
の
フ
ラ
ン
ス
一
周
』
と
似

た
様
相
を
呈
す
る
の
は
、
レ
ミ
が
ヴ
ィ
タ
リ
ス
と
行
程
を
と
も
に
す
る
前
半
部
に
限
ら
れ
て
い
る

）
1（
（

。
も
ち
ろ
ん
、「
周
遊
」
の
ル
ー
ト
を

外
れ
た
あ
と
の
ア
キ
ャ
ン
家
で
の
花
卉
栽
培
の
手
伝
い
や
ヴ
ァ
ル
ス
の
炭
鉱
で
の
運
搬
夫
と
し
て
の
体
験
も
、
レ
ミ
の
全
人
格
的
な
陶
冶

に
貢
献
し
て
お
り
、
と
く
に
炭
坑
労
働
の
く
だ
り
は
当
時
の
児
童
労
働
に
つ
い
て
の
社
会
的
視
座
を
含
む
、
非
常
に
重
要
な
シ
ー
ク
エ
ン

ス
で
あ
る

）
11
（

。
だ
が
、
こ
こ
で
は
あ
ら
た
め
て
『
家
な
き
子
』
の
該
当
部
分
を
「
周
遊
も
の
」
の
系
譜
の
中
に
置
い
て
検
証
し
て
み
よ
う
。

こ
の
苦
難
と
喜
び
に
満
ち
た
道
行
き
こ
そ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
『
家
な
き
子
』
の
物
語
を
想
う
と
き
に
、
真
っ
先
に
思
い
浮
か
べ
る
部
分
だ

か
ら
だ

）
11
（

。

ヴ
ィ
タ
リ
ス
と
レ
ミ
の
踏
破
し
た
ル
ー
ト
を
『
二
人
の
子
供
の
フ
ラ
ン
ス
一
周
』
の
テ
ク
ス
ト
と
比
較
し
て
気
づ
く
の
は
、
ル
ー
ト
の

南
北
へ
の
偏
り
の
ほ
か
に
、
フ
ラ
ン
ス
中
南
部
の
不
毛
な
高
原
地
帯
を
重
点
的
に
回
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
ま
れ
故
郷
の

シ
ャ
ヴ
ァ
ノ
ン
（Chavanon

）
は
架
空
の
町
で
、
二
宮
フ
サ
の
注
に
よ
れ
ば
中
央
山
塊
の
西
の
は
ず
れ
、
ク
ル
ー
ズ
県
か
ら
コ
レ
ー
ズ

県
に
広
が
る
荒ラ

ン
ド野

（les landes

）
と
呼
ば
れ
る
不
毛
な
高
原
地
帯
に
位
置
す
る
と
さ
れ

）
11
（

、
本
文
中
に
も
「
フ
ラ
ン
ス
中
部
の
最
も
貧
し

い
村
」
と
書
か
れ
て
い
る

）
11
（

。
十
一
月
の
初
冬
に
こ
の
地
を
発
っ
て
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
地
方
を
南
下
し
、
セ
ヴ
ェ
ン
ヌ
地
方
、
ラ
ン
グ
ド
ッ

ク
地
方
の
山
岳
地
帯
を
ま
わ
り
、
ド
ル
ド
ー
ニ
ュ
川
沿
い
の
石
灰
岩
質
の
高
地
を
経
て
ボ
ル
ド
ー
へ
と
至
る
道
の
り
は
、
八
歳
の
子
ど
も

に
と
っ
て
は
想
像
を
絶
す
る
過
酷
な
旅
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
ヴ
ィ
タ
リ
ス
は
町
に
出
る
と
真
っ
先
に
、
丘
越
え
に
も
耐
え
ら
れ
る
よ

う
、
鋲
の
つ
い
た
革
靴
を
レ
ミ
に
買
い
与
え
る
。
マ
ロ
の
社
会
問
題
へ
の
深
い
関
心
が
、
そ
の
写
実
的
な
風
景
描
写
や
、
貧
し
い
地
域
を

選
ん
で
描
か
れ
て
い
る
点
に
表
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
が

）
11
（

、
物
語
の
出
だ
し
か
ら
そ
う
し
た
傾
向
は
す
で
に
顕
著
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フ
ラ
ン
ス
を
旅
す
る
子
ど
も
た
ち
（
二
）

で
あ
る
。

実
際
、
一
八
二
〇
年
か
ら
刊
行
の
始
ま
っ
た
、
フ
ラ
ン
ス
各
地
の
名
所
、
旧
跡
や
美
観
を
と
り
あ
げ
る
大
型
の
画
文
集
シ
リ
ー
ズ
『
古

き
フ
ラ
ン
ス
の
ピ
ト
レ
ス
ク
で
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
旅
』（Le voyage pittoresque et rom

antique dans l’ancienne France, 1820 -

1878, 23 vol.
）
で
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
、
フ
ラ
ン
シ
ュ
・
コ
ン
テ
に
続
い
て
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
の
巻
が
出
て
い
る
が
（
一
八
二
九
―
一

八
三
三
）、
そ
れ
は
人
が
あ
ま
り
足
を
踏
み
入
れ
な
い
辺
鄙
な
地
域
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
い

）
11
（

。
火
山
、
牧
草
地
、
森
、
湖
の
広

が
る
高
原
地
帯
に
ロ
マ
ネ
ス
ク
教
会
や
要
塞
、
修
道
院
の
跡
が
点
在
す
る
雄
大
な
風
景
は
、
今
日
で
は
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
を
含
む
風

光
明
媚
な
地
と
し
て
多
く
の
観
光
客
を
ひ
き
つ
け
て
い
る
が
、
当
時
は
簡
単
に
足
を
延
ば
せ
る
よ
う
な
土
地
で
は
な
か
っ
た
。
ジ
ュ
ー

ル
・
マ
ル
レ
（ Jules M

arlès 
）
の
『
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
、
ま
た
は
若
き
旅
行
者
』（A

lfred ou le jeune voyageur, 1835

）
は
、
十
九

世
紀
前
半
に
多
く
書
か
れ
た
教
育
的
な
「
周
遊
も
の
」
の
ひ
と
つ
だ
が
、
そ
こ
で
は
十
六
歳
の
青
年
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
が
、
ア
ル
デ
ー
シ
ュ

渓
谷
（
セ
ヴ
ェ
ン
ヌ
地
方
）
で
白
い
泡
を
た
て
て
四
〇
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
流
れ
落
ち
る
急
流
の
轟
音
に
驚
い
た
り
、
三
、
四
日
を
か

け
て
ピ
ュ
イ
・
ド
・
ド
ー
ム
（
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
地
方
）
の
火
山
の
頂
ま
で
登
り
、
火
口
の
跡
や
溶
岩
の
跡
、
高
大
な
緑
の
平
原
を
見
下

ろ
し
て
感
動
す
る
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る

）
11
（

。
い
っ
ぽ
う
、
隣
接
す
る
リ
ム
ー
ザ
ン
地
方
に
つ
い
て
は
自
然
の
景
観
に
乏
し
い
こ
と
も
あ

り
、
わ
ず
か
に
町
の
建
造
物
や
地
場
産
業
へ
の
言
及
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
レ
ミ
が
俳
優
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
を
飾
っ
た
町
ユ
ッ
セ
ル

（U
ssel

）
に
つ
い
て
は
、「
ロ
ー
マ
の
旧
道
に
沿
っ
て
建
て
ら
れ
た
ら
し
き
人
口
四
千
人
の
小
さ
な
町
。
麻
と
布
、
蝋
の
取
引

）
11
（

」
と
あ
る

だ
け
で
、
レ
ミ
の
記
憶
に
残
っ
た
「
小
さ
な
塔
の
つ
い
た
古
め
か
し
い
家
々
」
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。
リ
ム
ー
ザ
ン
地
方
の
中
心
都

市
リ
モ
ー
ジ
ュ
に
つ
い
て
も
、「
木
造
の
家
が
立
ち
並
ぶ
町
で
、
見
る
べ
き
建
物
と
し
て
は
教
会
と
時
計
台
だ
け
」、
と
い
っ
た
簡
潔
さ
で

あ
る

）
11
（

。
概
し
て
「
コ
レ
ー
ズ
県
の
住
民
の
服
装
は
こ
の
千
年
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
灰
色
の
粗
布
で
仕
立
て
た
上
着
と
ズ
ボ
ン
を
は
き
、
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中
流
階
級
は
栗
を
常
食
と
し
て
い
る
」、「
ク
ル
ー
ズ
県
に
は
い
ろ
い
ろ
な
製
造
業
が
あ
る
が
住
人
全
部
を
養
う
に
は
至
ら
ず
、
住
民
の
大

部
分
が
他
県
に
移
住
し
て
い
く

）
1（
（

」。
こ
う
し
た
記
述
を
読
む
と
、
レ
ミ
も
い
ず
れ
は
仕
事
を
求
め
て
故
郷
を
離
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
と
思
わ
さ
れ
る
。『
家
な
き
子
』
の
物
語
が
正
確
に
は
い
つ
の
時
代
を
舞
台
に
し
て
い
る
か
と
い
う
の
は
意
外
に
定
め
に
く
い
の
だ

が
、
か
り
に
一
八
五
〇
年
代
後
半
の
物
語
だ
と
す
る
と

）
11
（

、
リ
モ
ー
ジ
ュ
か
ら
先
の
フ
ラ
ン
ス
中
南
部
に
は
一
八
六
〇
年
代
に
な
っ
て
も

鉄
道
の
敷
設
が
進
ま
ず
、
当
時
の
鉄
道
路
線
図
を
見
て
も
、
中
央
山
塊
の
あ
た
り
が
空
白
地
帯
に
な
っ
て
い
る
（
図
版
３
）。『
家
な
き

子
』（
一
八
七
八
）
と
同
時
期
に
出
版
さ
れ
、
ほ
ぼ
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
フ
ラ
ン
ス
を
描
い
た
『
二
人
の
子
供
の
フ
ラ
ン
ス
一
周
』（
一
八
七

七
）
で
も
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
地
方
の
カ
ン
タ
ル
県
の
貧
し
さ
（
出
稼
ぎ
の
町
）
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で

）
11
（

、
こ
の
時
代
に
な
っ
て
も
中

南
部
一
帯
の
状
況
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

バ
ル
ブ
ラ
ン
母
さ
ん
と
別
れ
た
ば
か
り
の
八
歳
の
レ
ミ
は
右
も
左
も
わ
か
ら
な
い
、
読
み
書
き
も
で
き
な
い
無
力
な
存
在
だ
っ
た
。
行

き
か
う
者
と
し
て
は
羊
飼
い
ば
か
り
と
い
う
道
中
の
厳
し
い
自
然
条
件
は
、
幼
い
レ
ミ
の
精
神
修
養
の
地
と
し
て
は
う
っ
て
つ
け
だ
っ
た

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
身
体
も
ま
た
鍛
え
ら
れ
た
。
朝
か
ら
晩
ま
で
荒
涼
た
る
荒ラ

ン
ド野

を
歩
き
続
け
な
が
ら
、
ヴ
ィ
タ
リ
ス
は
レ
ミ
に
動
物
芝

居
の
こ
と
、
こ
れ
か
ら
の
道
の
り
の
こ
と
、
そ
し
て
木
の
札
を
使
っ
て
文
字
と
音
符
を
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
噛
ん
で
含
め
る
よ
う
に
教
え

る
。
新
し
い
町
に
入
れ
ば
、
町
の
名
前
や
、
川
に
か
か
る
橋
の
名
前
が
ヴ
ィ
タ
リ
ス
の
口
か
ら
告
げ
ら
れ
る
。
レ
ミ
は
町
の
景
観
の
記
憶

と
と
も
に
、
そ
う
し
た
情
報
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
心
に
刻
ん
で
い
く
。
た
と
え
ば
ケ
ル
シ
ー
の
石コ

ー

ス

灰
質
高
原
（les causses

）
に
あ
る

ラ
・
バ
ス
チ
ー
ド
・
ミ
ュ
ラ
（la Bastide-M

urat

）
を
通
っ
た
と
き
に
は
、
こ
の
村
の
名
の
由
来
に
な
っ
て
い
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
義
弟

の
ジ
ョ
ア
シ
ャ
ン
・
ミ
ュ
ラ
に
、
ヴ
ィ
タ
リ
ス
が
ナ
ポ
リ
の
宮
廷
で
語
り
合
っ
た
と
き
の
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る

）
11
（

（
こ
の
と
き
の
レ
ミ
は
ま

だ
、
ヴ
ィ
タ
リ
ス
が
か
つ
て
高
名
な
オ
ペ
ラ
歌
手
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
）。
ボ
ル
ド
ー
に
入
る
と
一
気
に
視
界
が
開
け
、
豊
か
な
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図版 3　鉄道網の発展
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水
量
を
ほ
こ
る
ガ
ロ
ン
ヌ
川
の
む
こ
う
に
た
く
さ
ん
の
屋
根
や
鐘
楼
、
煙
突
が
立
ち
並
び
、
川
に
は
大
小
の
船
が
ひ
し
め
い
て
い
る
の
が

見
え
る
。
小
さ
な
町
し
か
見
た
こ
と
の
な
い
レ
ミ
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
「
魔
法
の
よ
う
な
」（féerique

）
世
界
だ
。
ヴ
ィ
タ
リ
ス
は

レ
ミ
に
河
口
を
出
入
り
す
る
船
の
種
類
と
見
分
け
方
を
教
え
る
。
子
ど
も
が
初
め
て
船
を
、
そ
し
て
海
を
見
る
場
面
は
、
児
童
文
学
に
お

い
て
は
き
わ
め
て
重
要
な
シ
ー
ン
で
あ
り
、
こ
の
場
面
も
例
に
も
れ
な
い

）
11
（

。

ヴ
ィ
タ
リ
ス
は
言
う
。「
お
ま
え
は
偶
然
、
普
通
の
子
供
た
ち
が
小
学
校
や
中
学
校
に
行
っ
て
い
る
年
齢
に
フ
ラ
ン
ス
を
歩
き
回
る
こ

と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
目
を
開
い
て
よ
く
見
て
、
学
ぶ
こ
と
だ
。
も
し
困
っ
た
り
、
理
解
で
き
な
い
も
の
を
見
た
り
、
質
問
が
あ
っ
た

り
し
た
ら
、
怖
が
ら
ず
に
聞
い
て
く
れ
。
つ
ね
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
―
わ
し
だ
っ
て
何
で
も
知
っ
て
い
る
と

言
い
張
る
つ
も
り
は
な
い
か
ら
―
で
も
き
っ
と
、
時
々
は
お
ま
え
の
好
奇
心
を
満
た
し
て
や
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う

）
11
（

。」
レ
ミ
が

ヴ
ィ
タ
リ
ス
と
と
も
に
歩
む
道
の
先
に
は
、
い
つ
も
未
知
の
世
界
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
こ
れ
は
と
て
つ
も
な
く
刺
激
的
で
実
践
的
な

「
野
外
学
校
」
な
の
だ

）
11
（

。

こ
の
野
外
移
動
教
室
に
お
い
て
大
き
な
比
重
を
占
め
る
の
が
、
地
理
と
歴
史
で
あ
る
。
渡
辺
貴
規
子
は
マ
ロ
が
『
家
な
き
子
』
を
執
筆

中
、
初
等
教
育
の
世
俗
化
と
無
償
義
務
化
を
定
め
た
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー
法
の
施
行
（
一
八
八
一
―
一
八
八
二
）
に
先
立
っ
て
議
会
に

提
出
さ
れ
て
い
た
一
連
の
初
等
教
育
改
革
法
案
（
一
八
七
七
）
を
読
ん
で
い
て
、
第
三
共
和
制
初
期
に
行
わ
れ
る
教
育
改
革
の
内
容
を
小

説
の
中
で
先
取
り
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る

）
11
（

。
法
案
に
含
ま
れ
て
い
た
教
科
教
育
の
内
容
と
、『
家
な
き
子
』
の
中
で
展
開
さ
れ
る

教
育
の
内
容
に
多
く
の
共
通
点
が
あ
る
か
ら
で
、
た
と
え
ば
一
八
七
七
年
の
バ
ロ
デ
案
で
規
定
さ
れ
て
い
る
以
下
の
科
目
の
内
容
が
、
小

説
内
に
認
め
ら
れ
る
（
か
っ
こ
内
に
レ
ミ
の
受
け
た
教
育
内
容
を
示
す
）。「
読
み
方
・
書
き
方
」（
ヴ
ィ
タ
リ
ス
に
文
字
と
読
書
を
教
わ

る
）、「
計
算
」（
雌
牛
の
値
段
の
交
渉
）、「
フ
ラ
ン
ス
の
地
理
歴
史
」（
歴
史
：
ナ
ポ
リ
王
ミ
ュ
ラ
、
ミ
デ
ィ
運
河
、
炭
鉱
町
ヴ
ァ
ル
ス
の
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歴
史
、
地
理
：
陸
路
・
水
路
両
面
に
わ
た
る
レ
ミ
の
旅
、
通
過
す
る
町
の
景
観
や
歴
史
的
建
造
物
）、「
自
然
科
学
」（
動
植
物
に
つ
い
て

の
知
識
、
炭
鉱
の
起
源
と
し
て
の
地
殻
変
動
・
化
石
植
物
、
炭
鉱
内
の
気
圧
と
水
圧
）、「
体
育
」（
身
体
の
鍛
錬
）、「
図
画
と
音
楽
」

（
リ
ー
ズ
に
絵
を
教
え
る
、
レ
ミ
の
歌
唱
、
マ
チ
ア
の
楽
器
演
奏
）、「
法
律
の
知
識
」（
ヴ
ィ
タ
リ
ス
の
公
務
執
行
妨
害
、
イ
ギ
リ
ス
で
の

レ
ミ
の
窃
盗
罪
の
裁
判
）、「
外
国
語
」（
英
語
）、「
産
業
に
関
す
る
実
践
的
知
識
・
職
業
教
育
」（
役
者
、
園
芸
、
炭
鉱
労
働
）
な
ど
。
渡

辺
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
の
項
目
の
う
ち
、
マ
ロ
が
と
く
に
重
視
し
て
い
た
要
素
の
ひ
と
つ
が
地
理
教
育
で
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
そ
も
そ

も
エ
ッ
ツ
ェ
ル
か
ら
の
連
載
依
頼
の
趣
旨
が
、
子
ど
も
た
ち
が
フ
ラ
ン
ス
各
地
を
め
ぐ
り
な
が
ら
産
業
や
地
理
・
歴
史
に
つ
い
て
学
ん
で

い
く
と
い
う
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
。
地
誌
学
（
歴
史
も
含
め
た
地
域
の
特
色
の
記
述
）、
あ
る
い
は
現
代
の
用
語
を
使
う
な
ら
、
自
然
地

理
学
よ
り
も
人
文
地
理
学
に
近
い
も
の
だ
。
そ
れ
は
本
で
知
識
を
得
る
こ
と
の
重
要
さ
を
説
く
た
め
に
、
ヴ
ィ
タ
リ
ス
が
レ
ミ
に
与
え
る

「
本
」
の
内
容
と
一
致
し
て
い
る
。

「［
…
］
こ
ん
ど
休
憩
す
る
と
き
に
見
せ
て
あ
げ
よ
う
。
本
に
は
わ
れ
わ
れ
が
通
る
土
地
の
地
名
や
歴
史
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
地

に
住
ん
だ
人
た
ち
や
通
っ
た
人
た
ち
が
、
見
た
こ
と
や
知
っ
た
こ
と
を
わ
し
の
本
の
中
に
も
り
こ
ん
だ
の
だ
。
だ
か
ら
こ
の
本
を
開

い
て
読
む
だ
け
で
、
そ
う
し
た
土
地
の
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
る
で
自
分
の
目
で
眺
め
る
よ
う
に
目
に
浮
か
ぶ
し
、
語
り
聞
か
せ
て
も

ら
う
よ
う
に
話
が
わ
か
る
の
だ

）
11
（

。」

　今
い
る
町
は
地
図
上
の
ど
こ
な
の
か
、
そ
れ
は
ど
ん
な
土
地
で
、
ど
ん
な
ふ
う
に
で
き
た
町
な
の
か
、
ど
う
い
う
人
た
ち
が
住
ん
で
い

て
、
ど
ん
な
産
業
が
町
を
支
え
て
い
る
の
か
。
実
際
、
ヴ
ィ
タ
リ
ス
一
座
に
と
っ
て
、
よ
い
観
客
の
い
る
地
区
を
見
極
め
、
興
行
の
実
入
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り
を
で
き
る
だ
け
多
く
す
る
と
い
う
実
利
的
な
意
味
で
も
、
そ
の
土
地
を
よ
く
知
っ
て
お
く
こ
と
は
重
要
だ
。『
フ
ラ
ン
ス
を
旅
す
る
子

ど
も
た
ち
』
の
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
あ
の
座
右
の
書
、
フ
ラ
ン
ス
各
地
の
紹
介
に
偉
人
伝
を
合
わ
せ
た
よ
う
な
教
本
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ

が
、
こ
こ
で
ヴ
ィ
タ
リ
ス
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
十
九
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
で
流
通
し
て
い
た
勃
興
期
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
も

の
だ
ろ
う
か

）
11
（

。
た
だ
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
よ
り
は
見
聞
記
的
な
要
素
が
強
い
気
も
す
る
の
で
、
旅
日
記
の
体
裁
を
と
っ
た
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・

ド
・
ジ
ュ
イ
（Étienne de Jouy

）
の
「
地
方
の
隠
者
」（L’H

erm
ite en province

）
シ
リ
ー
ズ
の
類
か
も
し
れ
な
い

）
1（
（

。
こ
れ
だ
と

地
方
別
の
分
冊
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
何
巻
に
も
わ
た
っ
て
持
ち
歩
く
こ
と
に
な
る
が
。

ヴ
ィ
タ
リ
ス
が
レ
ミ
と
と
も
に
こ
の
本
を
読
む
場
面
は
描
か
れ
て
い
な
い
し
、
そ
の
本
か
ら
の
明
ら
か
な
引
用
も
本
文
中
に
は
な
い

）
11
（

。

字
を
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
レ
ミ
が
一
人
で
こ
の
本
の
ペ
ー
ジ
を
繰
っ
て
そ
の
土
地
に
つ
い
て
の
知
識
を
蓄
え
て
い
る
様
子
も
な
い
。
芝

居
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が
限
ら
れ
て
い
る
都
合
上
、
同
じ
町
に
長
く
滞
在
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
、
極
端
に
せ
わ
し
い
旅
だ
っ
た
か
ら
だ

ろ
う
か
。
レ
ミ
自
身
が
印
象
に
残
っ
て
い
な
い
町
に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
の
は
確
か
だ

）
11
（

。
た
だ
、
そ
れ
に
し
て
も
「
ぼ
く
た
ち
は
す
で

に
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
、
ヴ
レ
ー
、
ヴ
ィ
ヴ
ァ
レ
、
ケ
ル
シ
ー
、
ル
ー
エ
ル
グ
、
セ
ヴ
ェ
ン
ヌ
、
ラ
ン
グ
ド
ッ
ク
な
ど
、
フ
ラ
ン
ス
南
部
の

一
部
を
ま
わ
っ
て
き
た

）
11
（

」
と
さ
ら
り
と
書
い
て
あ
る
わ
り
に
は
、
ユ
ッ
セ
ル
か
ら
ラ
・
バ
ス
チ
ー
ド
・
ミ
ュ
ラ
（
ケ
ル
シ
ー
地
方
）
ま

で
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
の
記
述
が
一
切
な
い
の
は
妙
で
あ
る
。
実
は
、
一
八
七
〇
年
四
月
に
い
っ
た
ん
書
き
上
げ
ら
れ
た
初
稿
に
は
オ
ー

リ
ヤ
ッ
ク
の
あ
と
、
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ
ラ
へ
の
巡
礼
路
に
あ
る
カ
オ
ー
ル
（Cahors

）、
断
崖
の
地
層
で
有
名
な
ボ
ー

ル
・
レ
・
ゾ
ル
グ
（Bort-les-O

rgues

）、
黒
い
聖
母
で
知
ら
れ
る
巡
礼
地
ロ
カ
マ
ド
ゥ
ー
ル
（Rocam

adour

）
へ
の
言
及
が
あ
っ
た

こ
と
を
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
カ
バ
ネ
ル
が
明
ら
か
に
し
て
い
る

）
11
（

。
マ
ロ
は
エ
ッ
ツ
ェ
ル
の
意
向
に
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
各
地
に
つ
い

て
の
教
科
書
的
な
記
述
を
多
く
入
れ
た
も
の
の
、
マ
ロ
の
伝
記
の
著
者
ア
ニ
ェ
ス
・
ト
マ
・
マ
ル
ヴ
ィ
ル
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
地
理
、
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旅
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ど
も
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歴
史
に
関
す
る
煩
わ
し
い
記
載
」
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
「
正
真
正
銘
の
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
を
書
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
嫌
悪
感
を
抱

き
、
最
終
的
に
削
除
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る

）
11
（

。
こ
う
し
た
マ
ロ
の
姿
勢
に
は
、
な
に
よ
り
も
読
者
に
「
共
和
国
の
市
民
」
に
ふ
さ
わ
し

い
知
識
を
授
け
る
こ
と
を
目
指
し
た
フ
イ
エ
夫
人
（
Ｇ
．
ブ
リ
ュ
ノ
）
と
は
異
な
る
方
向
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
マ
ロ
は
読
者
に

教
科
書
的
な
知
識
を
与
え
る
こ
と
よ
り
も
、
土
地
の
風
物
や
景
観
が
感
受
性
豊
か
な
主
人
公
の
心
に
刻
ま
れ
る
さ
ま
を
伝
え
る
こ
と
に
重

き
を
置
い
て
い
る
。

地
図
と
時
計
と
書
物
と

知
識
を
与
え
つ
つ
知
識
偏
重
で
は
な
い
教
育
を
目
指
す
と
い
う
の
は
、
現
代
に
も
通
じ
る
難
題
で
あ
る
。『
家
な
き
子
』
の
出
た
時
代

に
は
、
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー
の
初
等
教
育
改
革
を
前
に
地
理
教
育
も
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
て
い
た
。
比
較
的
早
く
か
ら
初
等
教
育
に

組
み
込
ま
れ
て
い
た
歴
史
と
は
異
な
り
、
地
理
は
一
八
七
〇
年
代
ま
で
せ
い
ぜ
い
選
択
科
目
で
し
か
な
く
、
歴
史
に
対
し
て
も
従
属
的
な

地
位
に
置
か
れ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
は
地
理
を
知
ら
な
い
、
地
図
が
読
め
な
い
、
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
国
々
か
ら
揶
揄
さ
れ
て
い
た

ほ
ど
だ

）
11
（

。
い
っ
ぽ
う
、
オ
ズ
ー
フ
夫
妻
に
よ
れ
ば
、『
二
人
の
子
供
の
フ
ラ
ン
ス
一
周
』
の
弟
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
が
小
学
校
に
入
る
普
仏
戦
争

直
後
の
時
期
に
は
、「
地
図
を
読
め
な
い
の
は
恥
で
あ
り
不
幸
だ
」
と
見
な
さ
れ
、
教
室
の
壁
に
は
地
図
が
か
け
ら
れ
始
め
て
い
た
と
い

う
）
11
（

。『
二
人
の
子
供
の
…
』
に
は
二
〇
〇
枚
を
超
す
図
版
と
地
図
が
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
地
図
の
大
部
分
は
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
愛
読
書
で
あ

る
偉
人
の
伝
記
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
設
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
初
等
教
育
を
終
え
て
い
る
兄
の
ア
ン
ド
レ
は
地
図
の
読
み
方

を
知
っ
て
い
て
、
森
林
監
視
員
の
フ
リ
ッ
ツ
の
地
図
を
書
き
写
し
、
そ
の
情
報
を
も
と
に
自
力
で
夜
の
森
を
抜
け
て
フ
ラ
ン
ス
領
に
達
す
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た
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（
二
）

る
）
11
（

。
い
っ
ぽ
う
、
レ
ミ
は
村
の
小
学
校
に
少
し
通
っ
た
が
、
ろ
く
に
読
み
方
も
算
数
も
教
え
て
も
ら
え
な
か
っ
た

）
11
（

。
そ
れ
で
も
師
匠
の

ヴ
ィ
タ
リ
ス
か
ら
字
を
習
い
、
本
を
読
む
う
ち
に
、
地
図
も
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
、
ミ
リ
ガ
ン
夫
人
と
セ
ー
ト
で
別
れ
た
あ

と
に
、
リ
ヨ
ン
の
ほ
う
ぼ
う
の
古
本
屋
で
フ
ラ
ン
ス
の
地
図
を
調
べ
、
こ
の
先
ど
こ
か
の
川
や
運
河
で
白
鳥
号
と
再
会
す
る
可
能
性
が
な

い
か
ど
う
か
を
調
べ
た
、
と
あ
る

）
1（
（

。
そ
し
て
ヴ
ィ
タ
リ
ス
を
失
っ
た
あ
と
、
ア
キ
ャ
ン
氏
の
逮
捕
と
一
家
離
散
と
い
う
悲
し
い
現
実
を

の
り
こ
え
て
、
犬
の
カ
ピ
を
連
れ
て
再
び
あ
て
ど
な
い
旅
に
乗
り
出
し
た
レ
ミ
が
最
初
に
手
に
入
れ
た
の
が
、
セ
ー
ヌ
川
の
川
岸
の
古
本

屋
で
売
っ
て
い
る
黄
ば
ん
だ
、
折
り
た
た
み
式
の
フ
ラ
ン
ス
の
地
図
だ
っ
た

）
11
（

。
最
終
的
に
レ
ミ
が
ス
イ
ス
の
ヴ
ヴ
ェ
で
ミ
リ
ガ
ン
親
子

に
合
流
で
き
た
の
は
、
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
の
イ
ジ
ニ
ー
で
買
い
な
お
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
地
図
と
（
も
と
の
地
図
は
リ
ュ
ッ
ク
に
入
れ

た
ま
ま
ロ
ン
ド
ン
に
置
き
去
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
））

11
（

、
道
中
で
集
め
た
白
鳥
号
の
目
撃
情
報
の
お
か
げ
で
あ
る
。

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
パ
リ
を
離
れ
よ
う
と
す
る
レ
ミ
の
ズ
ボ
ン
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
は
、
ア
キ
ャ
ン
氏
の
餞
別
の
銀
時
計
が
入
っ
て
い

た
。
時
計
は
カ
ピ
と
芝
居
を
す
る
た
め
の
商
売
道
具
で
あ
り
、
レ
ミ
の
話
し
相
手
で
あ
り

）
11
（

、
そ
し
て
「
自
分
が
自
分
自
身
の
主
人

）
11
（

」
で

あ
る
こ
と
の
証
で
あ
る
。
師
の
ヴ
ィ
タ
リ
ス
も
、
か
つ
て
の
名
声
を
し
の
ば
せ
る
大
き
な
銀
時
計
を
持
っ
て
い
た
が
、
貯
金
が
底
を
つ
い

た
と
き
に
売
り
払
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
も
は
や
数
日
間
雪
に
降
り
こ
め
ら
れ
て
も
、
今
が
昼
な
の
か
夜
な
の
か
確
か
め
る
す
べ
も

な
い
。
時
間
を
管
理
し
、
生
活
を
統
御
す
る
手
段
を
失
っ
た
こ
と
が
、
や
が
て
ヴ
ィ
タ
リ
ス
の
死
に
つ
な
が
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
実
は
、
レ
ミ
が
ア
キ
ャ
ン
氏
か
ら
受
け
取
っ
た
銀
時
計
は
調
子
が
悪
く
、
出
発
の
と
き
に
チ
ュ
イ
ル
リ
ー
宮
殿
の
大
時
計

の
指
す
時
間
と
比
べ
る
と
三
十
分
の
誤
差
が
あ
っ
た
。
た
だ
レ
ミ
は
、
こ
れ
か
ら
自
分
が
歩
む
先
で
は
こ
の
銀
時
計
の
時
間
が
正
し
い
時

間
な
の
だ
と
心
に
決
め
る

）
11
（

。
こ
の
場
面
は
レ
ミ
の
精
神
的
な
自
立
の
瞬
間
を
鮮
や
か
に
印
象
づ
け
る
。

渡
辺
貴
規
子
は
、『
家
な
き
子
』
は
「
独
学
者
」
の
小
説
で
あ
る
と
い
う

）
11
（

。
学
校
教
育
を
受
け
ず
、
自
ら
の
意
志
で
教
養
を
積
み
、
粘
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り
強
い
努
力
を
続
け
て
自
分
を
高
め
て
き
た
大
人
た
ち
の
も
と
で
、
レ
ミ
は
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
。
彼
の
庇
護
者
と
な
っ
た
大
人
た
ち
の

う
ち
、
個
別
の
教
育
を
受
け
て
い
た
可
能
性
の
あ
る
ミ
リ
ガ
ン
夫
人
を
除
い
て
は
、
み
な
が
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
（
ヴ
ィ
タ
リ

ス
、
ア
キ
ャ
ン
氏
、
ヴ
ァ
ル
ス
の
老
運
搬
夫
〈
先

マ
ジ
ス
テ
ー
ル

生
〉）。『
二
人
の
子
供
の
…
』
に
お
い
て
も
こ
の
傾
向
は
あ
り
、
二
人
の
兄
弟
が
世
話

に
な
る
の
は
農
家
、
職
人
、
行
商
人
、
水
夫
な
ど
、
職
人
階
級
の
大
人
た
ち
で
あ
る
（
こ
こ
で
も
、
も
と
教
師
の
ジ
ェ
ル
ト
リ
ュ
ド
夫
人

だ
け
は
教
育
を
受
け
た
人
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
）。
渡
辺
は
、
マ
ロ
が
共
和
国
で
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
初
等
教
育
改
革
に
強
い
関
心

を
寄
せ
な
が
ら
も
、
い
っ
ぽ
う
で
学
校
教
育
に
対
す
る
不
信
感
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
『
家

な
き
子
』
で
は
、
学
校
で
教
育
さ
れ
る
子
供
に
あ
り
が
ち
な
、
与
え
ら
れ
た
知
識
を
う
の
み
に
す
る
よ
う
な
受
け
身
の
態
度
が
批
判
さ
れ

て
お
り
、
逆
に
学
校
外
で
の
体
験
に
よ
っ
て
子
供
の
好
奇
心
や
心
身
の
自
然
な
発
達
を
促
し
、
生
き
る
力
を
つ
け
さ
せ
る
、「
独
学
者
」

に
よ
る
教
育
の
あ
り
方
が
称
揚
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る

）
11
（

。
共
和
国
の
教
育
改
革
が
進
め
ば
、
近
々
こ
う
し
た
「
独
学
者
」
た
ち

も
フ
ラ
ン
ス
か
ら
は
い
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
レ
ミ
よ
り
も
少
し
下
の
世
代
の
ア
ン
ド
レ
と
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
な
る
と
事
情
は
異
な
っ

て
く
る
。
お
そ
ら
く
は
教
育
を
重
視
し
て
い
た
父
親
の
方
針
に
よ
っ
て
、
ま
だ
義
務
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
初
等
教
育
の
課
程
を
修
了
し

て
い
た
ア
ン
ド
レ
も
、
就
学
年
齢
に
達
し
て
い
た
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
も
、
学
校
が
大
好
き
な
子
供
た
ち
で
あ
る
。
ア
ン
ド
レ
は
ジ
ェ
ル
ト
リ
ュ

ド
夫
人
の
家
に
寄
留
し
て
い
た
折
、
錠
前
職
人
の
修
行
の
か
た
わ
ら
、
夫
人
の
す
す
め
に
し
た
が
っ
て
職
人
向
け
の
夜
間
無
料
講
座
に
通

う
。
フ
ァ
ル
ス
ブ
ー
ル
を
出
る
と
き
に
ラ
ン
ド
セ
ル
や
ノ
ー
ト
、
筆
記
用
具
を
忘
れ
ず
に
持
っ
て
き
た
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
は
、
エ
ピ
ナ
ル
で
小

学
校
に
通
い
、
学
校
か
ら
お
話
の
本
を
借
り
て
き
て
、
夜
、
ジ
ェ
ル
ト
リ
ュ
ド
夫
人
に
読
み
聞
か
せ
る

）
11
（

。
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
は
そ
の
後
移
動

生
活
が
続
き
、
学
校
に
戻
る
機
会
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
偉
人
伝
を
片
手
に
独
学
を
続
け
、
成
長
し
て
オ
ル
レ
ア
ネ
地
方
の
農
夫
と

な
っ
た
あ
と
も
、
か
つ
て
行
商
人
ジ
ェ
ル
タ
ル
氏
と
雌
鶏
を
買
い
つ
け
た
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
の
農
家
で
得
た
衛
生
管
理
の
知
識
が
、
今
で
も
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も
た
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二
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役
立
っ
て
い
る
と
語
っ
て
い
る

）
11
（

。
共
和
国
の
精
神
の
涵
養
と
い
う
色
彩
が
強
い
と
言
わ
れ
る
『
二
人
の
子
供
の
フ
ラ
ン
ス
一
周
』
に
お

い
て
は
、
来
る
べ
き
新
し
い
時
代
の
学
校
教
育
の
メ
リ
ッ
ト
と
、
古
き
フ
ラ
ン
ス
の
独
学
者
―
周
遊
者
で
も
あ
る
―
の
伝
統
と
が
ほ
ど
よ

く
取
り
こ
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う

）
1（
（

。

『
家
な
き
子
』
の
「
独
学
者
」
の
ヴ
ィ
タ
リ
ス
、
ア
キ
ャ
ン
氏
が
と
も
に
レ
ミ
に
与
え
た
も
の
に
、
時
計
の
ほ
か
、
書
物
が
あ
る
。

ヴ
ィ
タ
リ
ス
が
レ
ミ
に
見
せ
た
フ
ラ
ン
ス
各
地
の
地
理
・
歴
史
や
人
々
の
暮
ら
し
が
書
か
れ
た
本
と
、
ア
キ
ャ
ン
氏
の
蔵
書
に
あ
っ
た
植

物
学
・
植
物
誌
の
本
と
旅
行
記
、
そ
し
て
ア
キ
ャ
ン
氏
が
パ
リ
で
た
ま
た
ま
目
に
し
て
買
っ
て
き
て
く
れ
た
雑
多
な
本

）
11
（

と
で
は
ジ
ャ
ン

ル
も
傾
向
も
異
な
る
が
、
そ
れ
ら
の
本
の
「
よ
い
と
こ
ろ
は
自
分
の
な
か
に
残
り

）
11
（

」、
糧
と
な
っ
た
。
読
書
は
実
体
験
に
代
わ
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
実
体
験
を
補
い
、
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
。『
家
な
き
子
』
の
物
語
の
中
に
は
、
レ
ミ
が
書
物
か
ら
得
た
知
識
を
実
地
に

生
か
す
場
面
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
か
わ
り
に
ヴ
ィ
タ
リ
ス
が
お
そ
ら
く
は
本
に
基
づ
く
知
識
を
も
と
に
、
レ
ミ
に
現
実
世
界
の
読
み
取

り
か
た
を
教
え
る
場
面
が
あ
る
。

ボ
ル
ド
ー
か
ら
南
下
し
て
、
ア
ド
ゥ
ー
ル
川
右
岸
の
ラ
ン
ド
地
方
（Landes

）
を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。「
荒
地
（lande

）」

を
表
す
そ
の
名
の
と
お
り
、
エ
ニ
シ
ダ
と
ヒ
ー
ス
く
ら
い
し
か
生
え
な
い
わ
び
し
い
砂
地
の
平
原
で
、
い
く
ら
先
に
進
ん
で
も
進
ん
だ
と

い
う
実
感
が
な
い
。
と
き
ど
き
松
林
に
出
会
う
が
、
こ
れ
は
水
は
け
の
悪
さ
を
解
消
す
る
た
め
に
人
工
的
に
植
え
ら
れ
た
も
の
で
、
当
時

は
松
脂
の
採
取
が
行
わ
れ
て
い
た

）
11
（

。
夕
闇
の
も
や
が
迫
る
と
目
の
前
に
曲
が
っ
た
幹
や
枝
が
「
幻
想
の
世
界
に
属
す
る
生
き
物
」
の
よ

う
に
黒
く
、
不
気
味
に
浮
き
上
が
る
。
そ
し
て
夜
の
静
寂
の
中
、
巨
大
な
鳥
な
の
か
ク
モ
な
の
か
、
異
様
に
足
の
長
い
黒
い
も
の
が
こ
ち

ら
に
向
か
っ
て
や
っ
て
く
る
の
を
見
て
、
レ
ミ
は
「
け
も
の
、
け
も
の
！
」
と
叫
び
な
が
ら
逃
げ
惑
う
。
そ
の
姿
を
見
て
ヴ
ィ
タ
リ
ス
は

「
お
前
こ
そ
け
も
の

4

4

4

（bête

）
だ
な
」
と
笑
い
転
げ
る

）
11
（

。
そ
れ
は
「
幽
霊
」（une apparition

）
で
は
な
く
、「
一
メ
ー
ト
ル
半
か
二
メ
ー
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ト
ル
近
く
も
あ
る
長
い
細
い
二
本
の
脚
」
で
立
っ
て
い
る
人
間
で
、
人
間
の
言
葉
を
話
し
て
い
た
。
ヴ
ィ
タ
リ
ス
は
そ
れ
が
竹
馬
（des 

échasses

）
に
乗
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
。

そ
れ
か
ら
彼
は
ラ
ン
ド
地
方
の
人
た
ち
が
、
砂
地
の
土
地
や
ぬ
か
る
ん
だ
土
地
を
通
る
の
に
腰
ま
で
つ
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い

よ
う
、
二
本
の
長
い
棒
に
足
場
を
つ
け
、
そ
こ
に
両
足
を
し
ば
り
つ
け
て
操
る
の
だ
と
説
明
し
て
く
れ
た
。「
こ
う
や
っ
て
、
臆
病

な
子
供
か
ら
み
る
と
あ
の
人
た
ち
は
七
里
の
大
靴
を
は
い
た
巨
人
に
な
る
ん
だ
よ

）
11
（

。」

ヴ
ィ
タ
リ
ス
は
こ
こ
で
思
い
こ
み
や
偏
見
に
と
ら
わ
れ
ず
、
自
分
の
頭
で
考
え
て
動
く
こ
と
の
大
切
さ
を
レ
ミ
に
教
え
て
い
る
。
た

だ
、
そ
れ
に
は
知
識
が
必
要
だ
。
ヴ
ィ
タ
リ
ス
は
お
そ
ら
く
持
っ
て
い
た
本
を
通
じ
て
、
ラ
ン
ド
地
方
の
庶
民
の
風
習
を
知
っ
て
い
た
と

思
わ
れ
る

）
11
（

。
パ
ト
リ
ッ
ク
・
カ
バ
ネ
ル
は
こ
の
箇
所
に
、『
家
な
き
子
』
以
前
に
書
か
れ
た
「
周
遊
も
の
」
に
お
け
る
ラ
ン
ド
地
方
の
表

象
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る

）
11
（

。
実
際
、「
周
遊
も
の
」
に
限
ら
ず
、
当
時
の
旅
行
記
や
旅
行
ガ
イ
ド
の
類
に
は
必
ず
と
言
っ
て
い
い

ほ
ど
ラ
ン
ド
地
方
の
牧
人
へ
の
言
及
が
あ
り
、し
ば
し
ば
図
版
が
添
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
コ
ン
ス
タ
ン
・
タ
イ
ヤ
ー
ル
（Constant 

T
aillard

）
ほ
か
著
の
『
若
き
旅
行
者
た
ち
、
ま
た
は
散
文
と
韻
文
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
の
手
紙
』（Les jeunes voyageurs ou 

Lettres sur la France en prose et en vers, 1821

）
の
「
ラ
ン
ド
地
方
」
の
章
の
扉
絵
（vignette

）
に
は
、
イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
民
の

よ
う
な
い
で
た
ち
の
男
性
が
竹
馬
に
乗
っ
た
ま
ま
、
読
者
の
ほ
う
を
の
ぞ
き
込
む
よ
う
な
姿
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
版
４
）。
主
人
公
の

青
年
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
は
こ
こ
で
一
・
五
メ
ー
ト
ル
を
超
す
高
さ
の
竹
馬
に
乗
っ
て
水
路
や
小
川
を
猛
ス
ピ
ー
ド
で
越
え
て
い
く
住
人
に
遭

遇
し
、
事
前
に
そ
う
し
た
人
々
の
存
在
を
地
理
の
本
で
読
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恐
怖
を
覚
え
た
と
あ
る

）
11
（

。
そ
の
翌
年
に
出
た
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フ
レ
ッ
セ
ル
夫
人
（com

tesse de Flesselles

）
の
『
フ
ラ

ン
ス
を
旅
す
る
若
者
た
ち
』(Les jeunes voyageurs en 

France, 1822)

の
ラ
ン
ド
地
方
の
記
述
は
ほ
ぼ
タ
イ
ヤ
ー

ル
の
テ
ク
ス
ト
の
焼
き
直
し
だ
が
、
こ
こ
で
も
主
人
公
の
青

年
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
の
目
に
映
る
住
人
た
ち
は
、
遠
く
か
ら
は

「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
が
勇
猛
果
敢
に
倒
そ
う
と
し
た
風
車
の

羽
を
思
わ
せ
る
巨
人
」
に
、
近
づ
く
と
「
人
間
の
姿
は
し
て

い
る
が
手
足
が
複
数
あ
る
よ
う
に
」
見
え
た
、
と
書
か
れ
て

い
る

）
11
（

。
こ
ち
ら
の
図
版
で
描
か
れ
る
牧
人
は
、
ま
る
で
道

化
師
か
芝
居
の
端
役
の
よ
う
な
珍
奇
な
い
で
た
ち
で
あ
る

（
図
版
５
）。「
巨
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
当
時
流
通
し
て
い
た

一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
け
も
の
（une 

bête

）
な
の
か
人
間
（un hom

m
e

）
な
の
か
わ
か
ら
な
い

こ
の
不
思
議
な
生
物
に
つ
い
て
、「
こ
の
地
方
に
は
巨
人
族

（géants

）
が
い
る
ん
で
す
か

）
1（
（

」
と
ヴ
ィ
タ
リ
ス
に
尋
ね
る

レ
ミ
の
反
応
も
、
ご
く
標
準
的
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。

こ
う
し
た
各
地
の
ピ
ト
レ
ス
ク
な
風
俗
習
慣
に
対
す
る
民

図版 5　フレッセル夫人『フランスを
旅する若者たち』第 2巻

図版 4　コンスタン・タイヤールほか
『若き旅行者たち』第 6巻扉絵
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俗
学
的
と
も
い
え
る
興
味
の
寄
せ
方
は
、
王
政
復
古
期
か
ら
七
月
王
政
期
に
か
け
て
書
か
れ
た
「
周
遊
も
の
」
や
百
科
事
典
的
な
ガ
イ
ド

類
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
っ
た

）
11
（

。
マ
ロ
が
こ
の
場
面
を
書
く
た
め
に
、
具
体
的
に
そ
う
し
た
書
物
を
参
照
し
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な

い
が
、
少
な
く
と
も
世
間
に
流
通
し
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
し
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
し
、
こ
う
し
た
細
部
を
「
地
理
、
歴
史

に
関
す
る
煩
わ
し
い
記
載
」
に
類
す
る
も
の
と
し
て
退
け
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た

）
11
（

。
教
育
的
な
観
点
か
ら
い
え
ば
、
先
入
観
や
偏
見
に

と
ら
わ
れ
ず
に
対
象
を
よ
く
「
見
る
」
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
る
と
い
う
意
味
で
重
要
な
場
面
だ
が
、
創
作
上
の
観
点
か
ら
は
幻
想
小
説

的
な
面
白
さ
が
あ
る
と
同
時
に

）
11
（

、
レ
ミ
の
未
熟
さ
、
幼
さ
を
ヴ
ィ
タ
リ
ス
が
大
笑
い
し
な
が
ら
か
ら
か
う
と
い
う
、
小
説
内
で
も
ま
れ

な
、
息
抜
き
的
な
場
面
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

終
わ
り
に

人
生
の
先
達
か
ら
世
の
中
を
読
み
解
く
た
め
の
地
図
、
時
計
、
書
物
を
与
え
ら
れ
た
レ
ミ
は
、
そ
れ
を
用
い
て
自
分
の
力
で
生
き
て
い

く
た
め
の
す
べ
を
身
に
つ
け
た
。
彼
が
ヴ
ィ
タ
リ
ス
や
マ
チ
ア
と
歩
い
た
道
の
り
は
、
先
行
す
る
「
周
遊
も
の
」
や
『
二
人
の
子
供
の
フ

ラ
ン
ス
一
周
』
に
比
べ
れ
ば
、
き
れ
い
な
円
環
を
描
い
て
も
い
な
い
し
、
網
羅
的
で
も
な
い
。
ま
た
、『
二
人
の
子
供
の
…
』
の
よ
う
に

学
校
教
育
の
現
場
で
用
い
ら
れ
る
読
本
と
し
て
書
か
れ
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
主
人
公
た
ち
が
道
中
で
得
た
知
識
を
（
文
字
や
図
版
、

地
図
を
通
じ
て
）
読
者
と
共
有
す
る
、
と
い
う
形
態
も
と
っ
て
な
い
。
ア
ン
ド
レ
と
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
に
と
っ
て
は
、
旅
は
祖
国
フ
ラ
ン
ス
に

ふ
さ
わ
し
い
市
民
と
な
る
た
め
の
修
練
の
機
会
で
あ
っ
た
が
、
レ
ミ
に
は
そ
う
し
た
義
務
の
観
念
は
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
立
ち
寄
っ

た
町
や
村
の
景
観
や
歴
史
に
触
れ
、
そ
の
土
地
の
習
俗
を
学
ぶ
こ
と
で
視
野
を
広
げ
、
見
識
を
深
め
て
い
く
レ
ミ
の
姿
勢
に
は
、
か
つ
て
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フ
ラ
ン
ス
を
め
ぐ
っ
た
商
人
や
職
人
の
子
供
た
ち
、
貴
族
や
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
子
弟
た
ち
の
旅
の
伝
統
が
、
た
し
か
に
息
づ
い
て
い
る
。

レ
ミ
の
場
合
、
受
け
取
っ
た
知
識
や
技
術
を
（
作
品
の
外
を
含
め
た
）
外
部
に
向
か
っ
て
誇
示
す
る
必
要
は
な
い
の
で
、
そ
れ
を
む
し

ろ
身
近
な
人
た
ち
に
伝
え
よ
う
と
す
る
。
ア
ー
サ
ー
に
は
物
語
の
暗
唱
の
し
か
た
を
、
ア
キ
ャ
ン
氏
の
末
娘
リ
ー
ズ
に
は
文
字
と
デ
ッ
サ

ン
を
、
マ
チ
ア
に
は
文
字
と
音
楽
の
基
礎
を
、
と
い
う
ふ
う
に
。
知
識
を
授
け
ら
れ
た
子
供
が
こ
ん
ど
は
先
生
と
な
っ
て
別
の
子
ど
も
に

教
え
る
と
い
う
様
式
に
は
、
か
つ
て
王
政
復
古
期
の
フ
ラ
ン
ス
で
行
わ
れ
て
い
た
「
相
互
教
育
」
の
名
残
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、

い
っ
ぽ
う
で
そ
う
し
た
伝
授
の
試
み
が
血
縁
も
国
籍
も
超
え
た
連
帯
の
輪
を
つ
く
り
、
小
説
の
末
尾
で
レ
ミ
が
披
露
す
る
「
大
き
な
家

族
」
へ
と
つ
な
が
っ
た
、
と
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
〇
一
八
年
の
フ
ラ
ン
ス
映
画
「
家
な
き
子
―
希
望
の
歌
声
」
の
最
後
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
戻
っ
た
レ
ミ
が
歌
手
と
し
て
の
活
動
を
終

え
た
あ
と
、
妻
の
リ
ー
ズ
と
と
も
に
孤
児
院
を
開
き
、
子
供
た
ち
に
ヴ
ィ
タ
リ
ス
と
の
思
い
出
を
語
り
聞
か
せ
て
い
る
場
面
が
描
か
れ

る
）
11
（

。
こ
の
場
面
は
貴
族
に
よ
る
慈
善
事
業
の
典
型
的
な
一
例
と
し
て
、
い
か
に
も
紋
切
り
型
の
物
語
展
開
と
受
け
と
ら
れ
そ
う
だ
が
、

こ
う
し
た
結
末
は
か
つ
て
自
分
の
得
た
知
識
と
経
験
を
人
に
伝
え
る
こ
と
に
喜
び
を
見
出
し
て
い
た
、
少
年
時
代
の
レ
ミ
に
ふ
さ
わ
し

い
。
移
動
と
休
息
を
繰
り
返
す
生
活
の
中
で
ひ
た
す
ら
自
分
と
世
界
と
を
見
つ
め
続
け
た
日
々
の
こ
と
を
、
今
は
土
地
に
根
を
お
ろ
し

て
、
次
の
世
代
に
語
る
日
が
き
た
の
で
あ
る
。

【
図
版
出
典
一
覧
】

図
版
１　

G. Bruno, Le T
our de la France par deux enfants, Belin, 1994, p.318.

図
版
２　

以
下
の
地
図
を
も
と
に
著
者
が
作
成
。
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エ
ク
ト
ー
ル
・
マ
ロ
、
二
宮
フ
サ
訳
『
家
な
き
子
』、
偕
成
社
文
庫
、
一
九
九
七
、
下
巻
、
口
絵
の
地
図

図
版
３　

François Caron, H
istoire des chem

ins de fer en France, t.1, 1740 -1883, Fayard, 1997.
図
版
４ 

L.N
.A

.*** et C.T
. *** (Constant T

aillard), Les jeunes voyageurs ou Lettres sur la France en prose et en vers, Lelong, 1821, 
t.6.

（
扉
挿
絵
）

図
版
５　

M
m

e de Flesselles, Les jeunes voyageurs en France, P. Blanchard, 1822, t.2.

注

（
１
） 

あ
る
い
は
、
主
人
公
の
苗
字
を
と
っ
て
『
○
○
家
の
人
々
』（La fam

ille X
X

X

）
と
な
る
予
定
で
あ
っ
た
と
い
う
（Patrick Cabannel, 

Le tour de la nation par des enfants. R
om

ans scolaires et espaces nationaux (X
IX

e-X
X

e siècles), Belin, 2007, p.268

）。
前
回
の

論
文
と
同
様
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
「
フ
ラ
ン
ス
周
遊
も
の
」
の
系
譜
と
派
生
を
追
っ
た
こ
の
研
究
書
に
つ
い
て
は
多
く
を

寄
っ
て
い
る
。

（
２
） 

拙
論
「
フ
ラ
ン
ス
を
旅
す
る
子
ど
も
た
ち
（
一
）
王
政
復
古
期
の
「
周
遊
も
の
」
か
ら
Ｇ
．
ブ
リ
ュ
ノ
『
二
人
の
子
供
の
フ
ラ
ン
ス
一
周
』
ま

で
―
」、『
明
学
佛
文
論
叢
』
第
五
〇
号
、
二
〇
一
六
、八
三
―
一
二
一
頁
。
こ
の
論
文
の
発
表
後
に
、『
家
な
き
子
』
の
成
立
の
過
程
、
第
三
共

和
政
初
期
に
お
け
る
教
育
改
革
の
理
念
と
の
関
連
、
さ
ら
に
社
会
的
貧
困
や
児
童
福
祉
を
め
ぐ
る
当
時
の
議
論
を
受
け
て
の
マ
ロ
の
社
会
批
判
に

つ
い
て
、
実
証
的
に
、
網
羅
的
に
論
じ
た
渡
辺
貴
規
子
氏
の
博
士
論
文
が
出
版
さ
れ
た
（『『
家
な
き
子
』
の
原
典
と
初
期
邦
訳
の
文
化
社
会
史
的

研
究
―
エ
ク
ト
ー
ル
・
マ
ロ
、
五
来
素
川
、
菊
池
幽
芳
を
め
ぐ
っ
て
―
』、
風
間
書
房
、
二
〇
一
八
。
後
半
で
は
邦
訳
の
受
容
の
問
題
を
扱
っ

て
い
る
）。
当
時
の
道
徳
教
育
や
歴
史
教
育
、
労
働
問
題
、
社
会
福
祉
制
度
に
つ
い
て
の
内
外
の
研
究
を
渉
猟
し
、
初
等
教
育
法
案
、
民
法
の
条

項
に
も
目
を
通
し
て
『
家
な
き
子
』
の
文
化
的
・
社
会
的
背
景
の
解
明
を
試
み
た
浩
瀚
な
研
究
で
あ
り
、
本
論
文
で
も
大
い
に
参
考
に
し
て
い

る
。

（
３
）　
『
海
底
二
万
里
』
執
筆
前
夜
の
ヴ
ェ
ル
ヌ
は
一
八
六
七
年
か
ら
丸
一
年
を
費
や
し
て
、『
教
育
と
娯
楽
誌
』
に
『
図
解
フ
ラ
ン
ス
地
理
』（G

éo-
graphie illustrée de la France, 1867 -1868

）
を
連
載
し
た
（
石
橋
正
孝
『〈
驚
異
の
旅
〉
ま
た
は
出
版
を
め
ぐ
る
冒
険
―
ジ
ュ
ー
ル
・

ヴ
ェ
ル
ヌ
と
ピ
エ
ー
ル=

ジ
ュ
ー
ル
・
エ
ッ
ツ
ェ
ル
』、
左
右
社
、
一
二
四
―
一
二
五
頁
）。

（
４
） 

『
家
な
き
子
』
に
は
、
こ
う
し
て
『
シ
エ
ー
ク
ル
』
誌
で
の
連
載
直
後
に
ダ
ン
テ
ュ
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
単
行
本
（
ダ
ン
テ
ュ
版
）
と
、
そ
の
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後
エ
ッ
ツ
ェ
ル
の
介
入
に
よ
っ
て
一
部
が
改
変
・
削
除
さ
れ
た
あ
と
、
エ
ッ
ツ
ェ
ル
社
か
ら
出
た
挿
絵
入
り
の
版
（
エ
ッ
ツ
ェ
ル
版
）
の
二
種
類

の
版
が
あ
る
（
渡
辺
貴
規
子
、
前
掲
書
、
三
〇
―
三
一
頁
、
お
よ
び
二
宮
フ
サ
訳
『
家
な
き
子
』、
偕
成
社
文
庫
、
一
九
九
七
、
下
巻
、「
解
説
」

四
一
三
―
四
一
四
頁
）。
こ
の
論
文
で
は
エ
ッ
ツ
ェ
ル
版
を
踏
襲
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ロ
ベ
ー
ル
・
ラ
フ
ォ
ン
社
の
テ
ク
ス
ト
を
使
用
し
た
。

H
ector M

alot, Sans Fam
ille, in D

es E
nfants sur les routes, éd. présentée et établie par Francis Lacassin, Robert Laffont, 

1994, p.167 -568.

（
５
） 

た
と
え
ば
石
津
小
枝
子
・
高
岡
厚
子
・
竹
田
順
子
・
中
川
亜
沙
美
共
著
『
フ
ラ
ン
ス
の
子
ど
も
の
絵
本
史
』、
大
阪
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
九
、一
一
八
―
一
二
三
頁
。
パ
ト
リ
ッ
ク
・
カ
バ
ネ
ル
は
、
マ
ロ
の
作
品
中
に
は
フ
イ
エ
夫
人
の
著
作
へ
の
言
及
が
ま
っ
た
く
な
い
こ
と

か
ら
、
マ
ロ
が
『
二
人
の
子
供
の
…
』
を
読
ん
で
い
た
可
能
性
は
低
く
、
あ
る
い
は
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
自
分
の
作
品
は
「
小
説
」
で
あ
っ

て
「
小
説
風
の
教
科
書
」
と
は
ジ
ャ
ン
ル
が
異
な
る
と
考
え
て
い
た
と
指
摘
す
る
（Patrick Cabannel, op.cit., p.271

）。

（
６
） Patrick Cabannel, ibid., p.293.

（
７
） Ibid., p.321 -330.

（
８
） 

『
家
な
き
子
』
は
レ
ミ
の
一
人
称
の
語
り
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
小
説
冒
頭
の
一
文
は
「
ぼ
く
は
拾
わ
れ
た
子
だ
」（Je suis un enfant 

trouvé.

）
で
あ
る
。

（
９
） G. Bruno (pseudonym
e d’A

ugustine Fouillée), Le T
our de la France par deux enfants, Belin, 1994, p.297.

（
⓾
） 

マ
ロ
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
（
一
八
一
二
―
一
八
七
〇
）
の
翻
訳
が
フ
ラ
ン
ス
で
人
気
を
博
し
て
い
る
こ
ろ
に
小
説
を
書
き
始
め
、
ロ
ン
ド
ン
滞
在
の

経
験
を
も
と
に
し
た
評
論
『
現
代
イ
ギ
リ
ス
の
生
活
』（La V

ie m
oderne en A

ngleterre, 1862

）
で
も
デ
ィ
ケ
ン
ズ
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

と
も
に
社
会
批
評
的
な
要
素
を
多
く
含
む
風
俗
小
説
の
書
き
手
と
し
て
共
通
点
も
多
い
。
マ
ロ
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
受
容
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
を

参
照
。A

nne-M
arie Cojez, « H

ector M
alot et l’écriture dickensienne », Perrine, Revue en ligne de l’A

ssociation des am
is 

d’H
ector M

alot, 2015, p.1 -8 ( https://w
w

w
.am

is-hectorm
alot.fr/revue-perrine/revue-perrine-2015 ).

（
⓫
） 

末
松
氷
海
子
『
フ
ラ
ン
ス
児
童
文
学
へ
の
招
待
』、
西
村
書
店
、
一
九
九
七
、八
四
‐
八
五
頁
。
渡
辺
貴
規
子
は
『
家
な
き
子
』
を
普
仏
戦
争
敗

北
後
の
愛
国
主
義
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
る
見
解
に
疑
義
を
呈
し
、
物
語
中
で
は
「
家
族
」
が
「
神
」
や
「
祖
国
」
に
か
わ
る
精
神
的
な
支

柱
、
道
徳
的
な
規
範
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
愛
情
と
友
愛
に
基
づ
く
対
等
な
結
び
つ
き
を
前
提
と

す
る
家
族
の
あ
り
方
で
あ
り
、
子
が
親
に
対
し
て
尽
く
す
べ
き
義
務
や
服
従
の
姿
勢
を
重
視
す
る
ブ
リ
ュ
ノ
の
家
族
観
と
は
異
な
る
（
前
掲
書
、
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フ
ラ
ン
ス
を
旅
す
る
子
ど
も
た
ち
（
二
）

九
〇
―
一
〇
七
頁
）。

（
⓬
） 

工
藤
庸
子
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
批
判
序
説
―
植
民
地
、
共
和
国
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
、一
六
九
―

一
七
〇
頁
。
ミ
シ
ュ
レ
の
『
タ
ブ
ロ
ー
・
ド
・
ラ
・
フ
ラ
ン
ス
』（
フ
ラ
ン
ス
地
理
概
観
）
は
も
と
も
と
古
代
か
ら
一
三
〇
〇
年
頃
ま
で
を
扱
っ

た
『
フ
ラ
ン
ス
史
』
第
二
巻
（
一
八
三
三
）
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
独
立
し
た
章
で
あ
っ
た
。

（
⓭
） 
ア
ン
ド
レ
と
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
主
な
交
通
手
段
は
徒
歩
、
馬
車
、
船
だ
が
、
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
が
馬
車
の
事
故
で
負
傷
し
た
た
め
に
、
一
か
所
だ
け
鉄

道
を
利
用
す
る
場
面
が
あ
る
（
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
―
マ
ル
セ
イ
ユ
間
）。

（
⓮
） G. Bruno, op.cit., p.237 -245.

（
⓯
） Ibid., p.258 -269.

（
⓰
） Patrick Cabannel, op.cit., p.268.

（
⓱
） Ibid.  

渡
辺
貴
規
子
、
前
掲
書
、
二
〇
―
二
九
頁
も
参
照
。

（
⓲
） 

エ
ッ
ツ
ェ
ル
が
マ
ロ
の
書
い
た
初
稿
（
第
一
巻
分
）
に
異
議
を
唱
え
た
理
由
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
た
情
景
が
「
あ
ま
り
に
暗
く
、
あ
ま
り

に
残
酷
」
だ
か
ら
、
和
ら
げ
て
ほ
し
い
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
具
体
的
に
は
養
父
バ
ル
ブ
ラ
ン
の
粗
暴
さ
と
、
イ
タ
リ
ア
人
親
方
（
ガ
ロ
フ
ォ

リ
）
の
児
童
虐
待
の
場
面
を
指
す
。
読
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
に
恐
怖
感
や
不
安
を
与
え
る
よ
う
な
要
素
は
避
け
、
社
会
問
題
や
宗
教
問
題
に
触

れ
る
部
分
は
慎
重
に
回
避
す
べ
き
と
い
う
の
が
、
エ
ッ
ツ
ェ
ル
の
立
場
で
あ
っ
た
。
マ
ロ
は
激
し
く
反
発
し
、
連
載
の
計
画
は
い
っ
た
ん
頓
挫
す

る
が
、
一
八
七
七
年
か
ら
一
七
七
八
年
に
か
け
て
の
改
稿
時
に
は
、
さ
す
が
の
マ
ロ
も
好
き
勝
手
に
書
く
こ
と
は
せ
ず
、
児
童
文
学
の
枠
内
で
、

子
ど
も
に
理
解
で
き
る
範
囲
の
こ
と
を
、
そ
の
親
た
ち
に
あ
き
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
書
い
た
、
と
自
ら
述
べ
て
い
る
（H

ector 
M

alot, Le R
om

an de m
es rom

ans, Flam
m

arion, 1896, p.129, p.133.  https://archive.org/details/lerom
andem

esrom
a00 

m
alouoft, Internet A

rchives, coll. Royal O
ntario M

useum
 Library

）。

（
⓳
） 

こ
の
初
稿
は
パ
リ
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
混
乱
の
中
で
大
半
が
失
わ
れ
た
と
思
わ
れ
て
き
た
が
、
実
は
残
っ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
⓴
） 

い
っ
ぽ
う
、
レ
ミ
の
行
程
を
補
う
か
の
よ
う
に
、
河
川
と
水
路
網
を
た
ど
っ
て
フ
ラ
ン
ス
を
ぐ
る
り
と
反
時
計
回
り
に
ま
わ
る
の
が
、
ミ
リ
ガ

ン
夫
人
と
息
子
の
ア
ー
サ
ー
が
乗
る
白
鳥
号
で
あ
る
。
ア
ー
サ
ー
の
健
康
回
復
の
た
め
に
特
別
に
作
ら
れ
た
こ
の
屋
形
船
は
、
ボ
ル
ド
ー
か
ら
フ

ラ
ン
ス
に
入
り
、
ガ
ロ
ン
ヌ
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
ミ
デ
ィ
運
河
を
経
て
い
っ
た
ん
地
中
海
に
出
た
あ
と
、
こ
ん
ど
は
ロ
ー
ヌ
川
を
北
上
し
、
運
河
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フ
ラ
ン
ス
を
旅
す
る
子
ど
も
た
ち
（
二
）

で
つ
な
が
れ
た
ソ
ー
ヌ
川
、
ロ
ワ
ー
ル
川
を
経
て
セ
ー
ヌ
川
に
入
る
。
本
来
は
そ
こ
か
ら
パ
リ
、
ル
ー
ア
ン
を
通
っ
て
イ
ギ
リ
ス
海
峡
に
出
る
は

ず
で
あ
っ
た
が
、
ア
ー
サ
ー
の
健
康
状
態
を
慮
っ
て
の
こ
と
か
、
再
び
ヨ
ン
ヌ
川
か
ら
運
河
沿
い
に
南
下
し
（
ニ
ヴ
ェ
ル
ネ
運
河
、
並
行
運
河
、

サ
ン
ト
ル
運
河
）、
リ
ー
ズ
を
引
き
取
り
つ
つ
、
再
び
ロ
ー
ヌ
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
セ
セ
ル
で
船
を
下
り
て
、
そ
こ
か
ら
は
馬
車
で
ス
イ
ス
の
レ

マ
ン
湖
畔
に
あ
る
ヴ
ヴ
ェ
へ
と
向
か
う
。
そ
こ
で
船
の
あ
と
を
追
っ
て
き
た
レ
ミ
と
の
再
会
を
果
た
す
。
船
頭
や
家
政
婦
を
同
行
さ
せ
て
い
る
と

は
い
え
、
病
身
の
子
ど
も
を
連
れ
て
の
、
川
の
遡
行
を
複
数
回
含
む
過
酷
な
船
旅
で
あ
り
（
白
鳥
号
に
は
動
力
が
つ
い
て
い
な
い
）、
夫
人
の
勇

気
と
覚
悟
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
倉
孝
誠
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
四
大
河
川
す
べ
て
を
通
過
す
る
こ
の
ミ
リ
ガ
ン
親
子
の
船
旅
が
、
稠

密
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
水
路
網
を
活
用
し
て
フ
ラ
ン
ス
国
内
を
横
断
あ
る
い
は
縦
断
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
だ
と
評
価
し
て

い
る
（『
パ
リ
と
セ
ー
ヌ
川
―
橋
と
水
辺
の
物
語
―
』、
中
公
新
書
、
二
〇
〇
八
、六
三
―
六
四
頁
）。

（
㉑
） 

使
用
し
た
版
で
は
全
四
十
二
章
の
う
ち
第
十
八
章
ま
で
。 

（
㉒
） 

架
空
の
炭
鉱
町
ヴ
ァ
ル
ス
の
描
写
に
際
し
、
マ
ロ
が
ゾ
ラ
の
『
ジ
ェ
ル
ミ
ナ
ー
ル
』（
一
八
八
五
）
で
も
参
照
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
次
の
著
作

を
活
用
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ル
イ
・
シ
モ
ナ
ン
『
地
下
の
生
活
』（Louis Sim

onin, La V
ie souterraine, 1867

）。
こ
こ
に
は

炭
鉱
町
の
様
子
や
炭
鉱
夫
と
そ
の
家
族
の
生
活
、
坑
内
の
し
く
み
、
出
水
事
故
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。

（
㉓
） 

た
と
え
ば
原
作
の
精
神
を
忠
実
に
受
け
継
い
だ
二
〇
一
八
年
の
フ
ラ
ン
ス
映
画
「
家
な
き
子
―
希
望
の
歌
声
」（
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
ブ
ロ
シ

エ
監
督
）
で
は
、
ヴ
ィ
タ
リ
ス
（
伝
説
的
な
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
奏
者
と
な
っ
て
い
る
）
の
役
割
が
大
幅
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ィ
タ
リ
ス
は
レ
ミ

の
親
探
し
の
た
め
に
ロ
ン
ド
ン
ま
で
付
き
添
い
、
ド
リ
ス
コ
ル
一
家
の
陰
謀
に
も
雄
々
し
く
立
ち
向
か
い
、
あ
と
一
歩
と
い
う
と
こ
ろ
で
吹
雪
の

中
で
力
尽
き
る
。

（
㉔
） 

前
掲
書
、
上
巻
「
訳
注
」
三
四
七
頁
。

（
㉕
） Sans Fam

ille, éd.cit., p. 167. 

フ
ァ
ビ
エ
ン
ヌ
・
ガ
ル
ヌ
ラ
ン
の
論
考
に
よ
れ
ば
、
マ
ロ
は
ク
ル
ー
ズ
県
か
ら
コ
レ
ー
ズ
県
に
か
け
て
の
こ

の
地
域
に
足
を
運
ん
だ
こ
と
は
な
く
、
お
も
に
伝
聞
や
書
物
（
地
理
の
本
）
に
よ
っ
て
情
報
を
集
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
地
勢
に
つ
い
て
は
そ
う

で
も
な
い
が
植
生
の
記
述
は
正
確
で
あ
り
、
そ
の
地
域
の
風
俗
や
雰
囲
気
を
よ
く
と
ら
え
て
い
る
（
バ
ル
ブ
ラ
ン
の
夫
は
石
工
で
パ
リ
に
出
稼
ぎ

に
出
て
い
た
が
、
実
際
に
こ
の
地
方
は
石
工
を
多
く
出
し
て
い
た
）。Fabienne Garnerin, « Bâtir l’espace, à partir de quelles sources ? 
Les cas de Chavanon et U

ssel, dans Sans Fam
ille », Perrine, revue en ligne de l’A

ssociation des A
m

is d’H
ector M

alot, 
2017, p.1 -13

（https://w
w

w
.am

is-hectorm
alot.fr/revue-perrine/revue-perrine-2017

）.
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フ
ラ
ン
ス
を
旅
す
る
子
ど
も
た
ち
（
二
）

（
㉖
） 

渡
辺
貴
規
子
、
前
掲
書
、
一
七
七
頁
。

（
㉗
） 

シ
ャ
ル
ル
・
ノ
デ
ィ
エ
、
テ
ロ
ー
ル
男
爵
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
・
カ
イ
ユ
ー
に
よ
っ
て
企
画
さ
れ
、
当
時
と
し
て
は
ま
だ
新
し
い
技
術
で

あ
っ
た
石
版
画
を
用
い
て
フ
ラ
ン
ス
各
地
の
景
観
や
名
所
を
紹
介
す
る
豪
華
本
シ
リ
ー
ズ
で
、
多
く
の
寄
稿
者
や
画
家
を
集
め
て
半
世
紀
に
わ

た
っ
て
続
い
た
が
完
結
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。Jean A

dhém
ar, La France pitto-

resque : les lithographies de paysage au X
IX

e siècle, Som
ology Éditions d’A

rt, 1997. 

石
木
隆
治
「
テ
ロ
ー
ル
男
爵
の
『
古

い
に
し
えの

フ
ラ

ン
ス
、
ピ
ト
レ
ス
ク
・
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
紀
行
』」、『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
人
文
社
会
科
学
系
Ⅱ
』
第
五
七
号
、
二
〇
〇
六
、六
九
―
一
〇
一
頁
。

（
㉘
） Jules M

arlès, A
lfred ou le jeune voyageur, D

idier, 1835, p.257, p.300 -301

（
㉙
） Ibid., p.303.

（
㉚
） Ibid., p.304 -306.

（
㉛
） Ibid., p.304, p.307.

（
㉜
） 

研
究
者
の
ひ
と
り
ギ
ユ
メ
ッ
ト
・
テ
ィ
ゾ
ン
は
、
ヴ
ィ
タ
リ
ス
が
レ
ミ
に
ジ
ョ
ア
シ
ャ
ン
・
ミ
ュ
ラ
に
会
っ
た
過
去
を
語
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

も
と
に
、
こ
の
物
語
の
設
定
を
十
九
世
紀
前
半
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
（
渡
辺
貴
規
子
、
前
掲
書
、
二
四
六
頁
、
注
七
二
。）
こ
れ
に
対
し
て

我
々
は
よ
り
時
代
を
限
定
し
、
ト
ゥ
ー
ル
ー
ズ
の
監
獄
を
出
た
ヴ
ィ
タ
リ
ス
に
、
ミ
リ
ガ
ン
夫
人
が
旅
費
を
送
っ
て
セ
ー
ト
（Sète

）
ま
で
鉄
道

で
来
る
よ
う
に
頼
ん
だ
一
節
を
も
と
に
、
こ
の
場
面
が
ボ
ル
ド
ー
―
セ
ー
ト
間
に
鉄
道
の
開
通
し
た
一
八
五
七
年
四
月
二
十
二
日
以
降
の
出
来

事
で
あ
る
と
推
定
す
る
（cf. François Caron, H

istoire des chem
ins de fer en France, t.1, 1740 -1883, Fayard, 1997, p.223 -224

）。

こ
の
と
き
レ
ミ
は
九
才
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
レ
ミ
は
一
八
四
〇
年
代
の
終
わ
り
の
生
ま
れ
で
あ
り
、
小
説
の
末
尾
で
ミ

リ
ガ
ン
・
パ
ー
ク
の
主
と
な
っ
た
レ
ミ
が
三
〇
代
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
た
と
仮
定
す
れ
ば
（
小
説
は
一
八
七
八
年
の
出
版
）、
物
語
は
ほ
ぼ
リ

ア
ル
タ
イ
ム
で
進
行
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
㉝
） G. Bruno, op.cit., p.124.　

 

（
㉞
） Sans Fam

ille, éd.cit., p.215 -216.

（
㉟
） Ibid., p.217.　
『
二
人
の
子
供
の
フ
ラ
ン
ス
一
周
』
で
は
、
兄
弟
は
叔
父
の
フ
ラ
ン
ツ
の
行
方
を
追
っ
て
た
ど
り
着
い
た
マ
ル
セ
イ
ユ
で
初
め

て
海
を
見
て
感
激
す
る
。
世
界
の
各
地
か
ら
集
ま
っ
た
無
数
の
船
が
色
と
り
ど
り
の
旗
を
は
た
め
か
せ
な
が
ら
港
に
ひ
し
め
い
て
い
る
光
景
を
見

た
翌
日
、
二
人
は
許
可
を
も
ら
っ
て
停
泊
中
の
巨
大
な
蒸
気
船
の
内
部
を
見
学
す
る
（G. Bruno, op.cit., p.181 -187

）。
こ
こ
に
は
「
フ
ラ
ン
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ス
第
一
の
港
」
マ
ル
セ
イ
ユ
の
港
の
遠
景
、
大
型
蒸
気
船
の
外
観
、
乗
客
室
、
船
員
室
の
図
版
に
加
え
、
荷
を
運
び
込
む
船
員
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま

な
肌
の
色
を
し
て
い
る
こ
と
に
か
こ
つ
け
て
、「
四
つ
の
人
種
」（
白
人
、
黄
色
人
種
、
赤
色
人
種
、
黒
人
）
に
つ
い
て
解
説
す
る
図
版
も
添
え
ら

れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
教
養
主
義
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る
。

（
㊱
） Sans Fam

ille, éd.cit., p.214.　

（
㊲
） 
オ
ズ
ー
フ
夫
妻
が
『
二
人
の
子
供
の
フ
ラ
ン
ス
一
周
』
の
、
ア
ン
ド
レ
と
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
の
旅
を
評
し
て
用
い
た
表
現
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
ズ
ー

フ
、
モ
ナ
・
オ
ズ
ー
フ
、
平
野
千
果
子
訳
「『
二
人
の
子
供
の
フ
ラ
ン
ス
巡
歴
』
共
和
国
の
小
さ
な
赤
い
本
」、
ピ
エ
ー
ル
・
ノ
ラ
編
、
谷
川
稔
監

訳
『
場
の
記
憶
―
フ
ラ
ン
ス
国
民
意
識
の
文
化
＝
社
会
史
』、
第
二
巻
〈
統
合
〉
所
収
、
二
〇
〇
三
、
岩
波
書
店
、
二
六
六
頁
。

（
㊳
） 

渡
辺
貴
規
子
、
前
掲
書
、
第
一
部
第
二
章
（
四
二
―
七
八
頁
）。

（
㊴
） Sans Fam

ille, éd.cit., p.208.

（
㊵
） 

拙
論
「
フ
ラ
ン
ス
を
旅
す
る
子
ど
も
た
ち
（
一
）
王
政
復
古
期
の
「
周
遊
も
の
」
か
ら
Ｇ
．
ブ
リ
ュ
ノ
『
二
人
の
子
供
の
フ
ラ
ン
ス
一
周
』
ま

で
―
」、
一
〇
〇
―
一
一
〇
頁
。

（
㊶
） L’H

erm
ite en province, ou observations sur les m

œ
urs et les usages français au com

m
encem

ent du X
IX

e siècle, 1817 -

1827, 14 vols. 

主
人
公
の
「
隠
者
」
が
ア
ル
ザ
ス
地
方
や
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
地
方
な
ど
を
経
巡
り
、
各
地
の
名
士
を
訪
ね
つ
つ
、
土
地
の
歴
史
、

産
業
、
偉
人
な
ど
に
つ
い
て
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
す
る
と
い
う
も
の
。
ジ
ュ
イ
は
各
地
に
い
る
通
信
員
か
ら
情
報
を
得
て
い
た
と
さ
れ
る
。

（
㊷
） 

た
だ
し
パ
ト
リ
ッ
ク
・
カ
バ
ネ
ル
は
、
ラ
・
バ
ス
チ
ー
ド
・
ミ
ュ
ラ
の
村
に
入
る
手
前
の
と
こ
ろ
で
書
か
れ
た
ケ
ル
シ
ー
の
石コ

ー

ス

灰
質
高
原
（les 

causses

）
に
つ
い
て
の
説
明
文
（「
未
開
の
土
地
と
や
せ
た
低
木
ば
か
り
が
広
が
っ
て
い
る
、
で
こ
ぼ
こ
に
波
打
っ
た
広
大
な
平
地
」, p.215

）

の
中
で
、 « les causses » 

の
単
語
が
イ
タ
リ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
こ
で
ヴ
ィ
タ
リ
ス
の
本
が
参
照
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を

示
唆
し
て
い
る
（Patrick Cabannel, op.cit., p.272

）。

（
㊸
） Sans Fam

ille, éd.cit., p.216. 

「
堀
と
洞
窟
と
塔
の
あ
る
廃
墟
の
町
」
サ
ン
・
テ
ミ
リ
オ
ン
の
町
の
景
観
を
三
行
で
述
べ
た
あ
と
、
そ
の
あ
と

に
訪
れ
た
ボ
ル
ド
ー
の
強
烈
な
印
象
に
比
べ
て
、
町
の
記
憶
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。

（
㊹
） Ibid., p.213

．

（
㊺
） Patrick Cabannel, op.cit., p.269 -270.

（
㊻
） Ibid., p.269

．
渡
辺
貴
規
子
、
前
掲
書
、
五
九
頁
も
参
照
。
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（
㊼
） P. Giolitto, H

istoire de l’enseignem
ent prim

aire au X
IX

e siècle, t.2 (Les m
éthodes d’enseignem

ent), N
athan, 1984, p.194 -

197.
（
㊽
） 
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
ズ
ー
フ
、
モ
ナ
・
オ
ズ
ー
フ
、
前
掲
論
文
、
二
六
八
頁
。『
二
人
の
子
供
の
…
』
の
物
語
が
始
ま
る
一
八
七
一
年
九
月
に
、
兄

ア
ン
ド
レ
は
一
四
歳
、
弟
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
は
七
歳
と
あ
る
。
当
時
の
小
学
校
は
初
級
課
程
が
七
歳
か
ら
九
歳
、
中
級
課
程
が
九
歳
か
ら
一
一
歳
、
上

級
課
程
が
一
二
才
か
ら
一
三
才
で
あ
っ
た
の
で
、
一
四
歳
の
ア
ン
ド
レ
は
初
等
教
育
を
終
え
て
職
業
訓
練
に
入
り
、
七
歳
の
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
は
就
学

年
齢
に
達
し
た
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
㊾
） G. Bruno, op.cit., p.17 -25.

（
㊿
） 

レ
ミ
自
身
が
第
七
章
で
こ
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
、
十
九
世
紀
前
半
に
は
ま
だ
初
等
教
育
は
発
展
途
上
の
段
階
に
あ
り
、
教
師
た
ち
も
専
門
教
育

を
受
け
た
専
任
の
有
資
格
者
で
は
な
か
っ
た
。
せ
っ
か
く
学
校
が
で
き
て
も
、
農
作
業
の
手
伝
い
な
ど
の
た
め
に
子
供
の
就
学
率
は
低
か
っ
た
。

一
八
六
三
年
の
調
査
で
は
、
九
歳
か
ら
一
三
歳
の
子
ど
も
の
四
分
の
一
が
ま
っ
た
く
学
校
に
行
っ
て
お
ら
ず
、
残
り
の
三
分
の
一
も
、
年
の
半
分

程
度
し
か
通
学
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
（
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ラ
イ
オ
ン
ズ
「
十
九
世
紀
の
新
た
な
読
者
た
ち
―
女
性
、
子
供
、
労
働
者
―
」、

ロ
ジ
ェ
・
シ
ャ
ル
テ
ィ
エ
、
グ
リ
エ
ル
モ
・
カ
ヴ
ァ
ッ
ロ
編
、
田
村
毅
ほ
か
共
訳
、『
読
む
こ
と
の
歴
史
』
所
収
、
大
修
館
書
店
、
四
六
二
―

四
六
三
頁
）。

（
�
） Sans Fam

ille, éd.cit., p.267.

（
�
） Ibid., p.352

．

（
�
） Ibid., p.543.

（
�
） Ibid., p.351

（
�
） Ibid., p.347.

（
�
） Ibid., p.352.

（
�
） 

渡
辺
貴
規
子
、
前
掲
書
、
一
五
七
―
一
七
六
頁
。

（
�
） 

同
書
、
一
七
三
―
一
七
六
頁
。

（
�
） G. Bruno, op.cit., p.41, p.43 -44.

（
�
） Ibid., p.303

．



100

フ
ラ
ン
ス
を
旅
す
る
子
ど
も
た
ち
（
二
）

（
�
） 

た
だ
し
オ
ズ
ー
フ
夫
妻
は
『
二
人
の
子
供
の
フ
ラ
ン
ス
一
周
』
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
農
村
を
中
心
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
社
会
を
念
頭
に
置
い
て
い

る
と
し
て
、
た
と
え
ば
学
校
で
の
成
績
の
よ
い
ジ
ュ
リ
ヤ
ン
で
す
ら
、
一
八
七
七
年
の
時
点
で
は
農
業
以
外
の
職
に
つ
く
こ
と
を
考
え
て
い
な

か
っ
た
点
を
重
視
す
る
。
い
っ
ぽ
う
、
一
九
〇
六
年
に
加
え
ら
れ
た
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
の
部
分
に
は
行
商
人
ジ
ェ
ル
タ
ル
の
息
子
が
パ
ス
ト
ゥ
ー

ル
研
究
所
の
研
究
員
と
し
て
登
場
し
、
フ
イ
エ
夫
人
が
一
八
八
七
年
に
書
い
た
小
説
『
マ
ル
セ
ル
の
子
供
た
ち
』
で
は
、
優
秀
な
子
供
た
ち
が
高

等
教
育
を
受
け
て
社
会
的
上
昇
を
果
た
す
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
夫
人
が
あ
る
時
期
か
ら
は
旅
を
通
じ
て
学
ぶ
「
世
間
の
学
校
」
よ

り
も
、「
学
校
を
通
る
出
世
街
道
」
の
ほ
う
に
未
来
を
見
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
ズ
ー
フ
、
モ
ナ
・
オ
ズ
ー
フ
、
前

掲
論
文
、
二
八
一
―
二
八
二
頁
）。

（
�
） Sans Fam

ille, éd.cit., p.331. 

ア
キ
ャ
ン
氏
の
蔵
書
に
旅
行
記
（quelques récits de voyage

）
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
作
品
の
メ
タ

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
側
面
を
う
か
が
わ
せ
て
興
味
深
い
。

（
�
） Ibid.

（
�
） 

お
そ
ら
く
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
治
下
の
一
八
五
七
年
、
法
律
に
よ
り
国
家
的
な
植
林
と
製
材
・
松
脂
産
業
の
育
成
が
指
示
さ
れ
た
こ
ろ
の
光
景
で

あ
ろ
う
（
参
考
サ
イ
ト
：https://fr.w

ikipedia.org/w
iki/For%

C3%
A

A
t_des_Landes

。
二
〇
二
二
年
一
月
二
〇
日
取
得
）。

（
�
） Sans Fam

ille, éd.cit., p.220 -221.

（
�
） Ibid., p.222

．「
七
里
の
大
靴
を
は
い
た
巨
人
」
は
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
の
童
話
『
親
指
小
僧
』
に
出
て
く
る
人
食
い
鬼
を
指
す
。
竹
馬
を

使
っ
た
牧
羊
業
は
十
八
世
紀
に
始
ま
り
、
植
林
の
進
展
に
よ
っ
て
十
九
世
紀
の
終
わ
り
に
終
止
符
を
打
た
れ
た
。
乗
っ
た
牧
人
の
姿
は
多
く
の
図

版
や
写
真
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

（
�
） 

わ
れ
わ
れ
が
先
に
ヴ
ィ
タ
リ
ス
の
愛
読
書
に
似
た
類
の
書
物
の
例
と
し
て
挙
げ
た
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ド
・
ジ
ュ
イ
の
「
地
方
の
隠
者
」
シ
リ
ー

ズ
の
第
一
巻
「
ボ
ル
ド
ー
・
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
編
」
に
も
、
ふ
さ
ふ
さ
と
し
た
蓑
の
よ
う
な
上
着
を
羽
織
っ
て
竹
馬
に
乗
る
牧
人
へ
の
言
及
が
あ
り
、

遠
く
か
ら
眺
め
る
と
ま
る
で
「
レ
ス
ト
リ
ゴ
ン
」（ « Lestrigons » 
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
人
食
い
の
巨
人
族
）
の
よ
う
だ
と
書
か
れ
て
い
る

（L’H
erm

ite en province, t.1, Pillet A
îné, 1819, p.44

）。

（
�
） Patrick Cabannel, op.cit., p.272.

（
�
） L.N

.A
.*** et C.T

. *** (Constant T
aillard), Les jeunes voyageurs ou Lettres sur la France en prose et en vers, Lelong, 1821, 

t.6, p.129.　
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（
�
） M

m
e de Flesselles, Les jeunes voyageurs en France ;histoire am

usante, destinée à l’instruction de la jeunesse, contenant 
ce que la France présente de plus curieux, P. Blanchard, 1822, t.2, p.73.

（
�
） Sans Fam

ille, éd.cit., p.222.

（
�
） 
だ
が
こ
う
し
た
書
物
は
概
し
て
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
、
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ニ
ュ
地
方
や
リ
ム
ー
ザ
ン
地
方
な
ど
、
開
発
の
遅
れ
て
い
る
地
域
の
住
民

に
厳
し
か
っ
た
。
批
判
は
し
ば
し
ば
住
民
の
気
質
（
迷
信
深
さ
、
無
知
、
粗
野
、
社
交
性
の
欠
如
）、
風
俗
習
慣
（
服
装
、
清
潔
の
観
念
の
欠
如
）、

方
言
、
不
毛
な
風
土
（
生
産
性
の
低
さ
、
産
業
の
未
発
展
、
名
所
の
欠
如
）
な
ど
に
向
け
ら
れ
る
。
こ
の
ラ
ン
ド
地
方
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な

く
、
コ
ン
ス
タ
ン
・
タ
イ
ヤ
ー
ル
の
著
書
で
も
住
民
の
「
嫉
妬
し
や
す
く
迷
信
深
い
性
質
」、「
飲
酒
癖
」、「
不
潔
さ
」、「
無
知
」
な
ど
が
や
り
玉

に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
主
人
公
の
青
年
は
、
こ
の
「
半
ば
未
開
の
」（dem

i-sauvage

）
民
に
心
づ
け
を
渡
し
た
う
え
で
、
竹
馬
に
乗
っ

た
ま
ま
立
っ
た
り
座
っ
た
り
、
地
面
の
小
石
を
拾
っ
た
り
、
曲
芸
の
よ
う
な
真
似
を
さ
せ
て
い
る
（Constant T

aillard, op.cit., p.130 -132

）。

（
�
） 

マ
ロ
に
は
先
見
の
明
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
パ
ト
リ
ッ
ク
・
カ
バ
ネ
ル
は
、
一
八
七
七
年
か
ら
一
九
四
〇
年
に
か
け
て
出
た
二
十
九
冊
の
フ

ラ
ン
ス
周
遊
も
の
の
中
で
、
コ
ー
ト
・
ダ
ジ
ュ
ー
ル
と
モ
ン
・
ブ
ラ
ン
と
並
び
、
ラ
ン
ド
地
方
に
言
及
し
た
本
が
際
立
っ
て
多
く
、
十
六
冊
も

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
地
方
は
世
紀
半
ば
か
ら
の
沼
沢
地
の
灌
漑
と
マ
ツ
の
植
林
に
よ
り
風
景
が
一
変
し
、
貧
困
に
あ
え
い
で
い

た
地
域
に
産
業
（
松
脂
採
取
、
製
材
業
）
が
も
た
ら
さ
れ
た
、
奇
跡
の
よ
う
な
国
家
事
業
の
成
功
例
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
（Patrick 

Cabannel, op.cit., p.335 -340

）。

（
�
） 

渡
辺
貴
規
子
は
『
家
な
き
子
』
の
中
で
こ
の
場
面
が
「
幽
霊
」、「
怪
物
」
な
ど
、
科
学
的
に
証
明
で
き
な
い
怪
奇
な
存
在
に
言
及
し
て
い
る
唯

一
の
箇
所
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
（
前
掲
書
、
八
二
―
八
三
頁
）。

（
�
） 

注
（
㉓
）
を
参
照
。
こ
の
映
画
で
は
ヴ
ィ
タ
リ
ス
は
伝
説
的
な
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
で
、
レ
ミ
は
動
物
芝
居
で
歌
を
担
当
し
、
ヴ
ィ
タ
リ
ス
の

指
導
の
も
と
、
美
し
い
歌
声
を
披
露
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
初
老
を
迎
え
た
レ
ミ
の
住
ま
い
兼
孤
児
院
に
は
、
か
つ
て
歌
手
と

し
て
名
声
を
博
し
た
日
々
を
し
の
ば
せ
る
写
真
や
ポ
ス
タ
ー
が
飾
ら
れ
、
彼
が
そ
の
後
歌
手
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。


