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は
じ
め
に 

『
藪
の
中
』
１

は
、
黒
澤
明
の
『
羅
生
門
』
の
原
作
で
も
あ
り
、
芥

川
の
中
で
世
界
的
な
名
声
を
誇
る
。『
藪
の
中
』
に
は
多
く
の
研
究
が
積

み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
研
究
の
主
要
な
流
れ
は
、
内
容
に
着
目
す
る
も

の
と
形
式
を
め
ぐ
る
も
の
の
二
つ
で
あ
る
２

。
一
つ
は
、
作
品
の
中
に

事
実
を
探
し
、
誰
が
殺
し
た
の
か
、
何
故
殺
し
た
の
か
、
と
謎
解
き
内

的
事
実
の
整
合
性
を
追
求
す
る
議
論
。
も
う
一
つ
は
、
事
実
は
語
ら
れ

た
も
の
に
し
か
な
く
、
語
り
が
矛
盾
す
る
の
は
、「
人
生
の
真
相
が
如
何

に
把
握
し
得
ぬ
も
の
か
を
語
ろ
う
と
し
た
」
３

と
す
る
、
形
式
に
重
き

を
置
く
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
二
つ
の
い
ず
れ
に
重
き
を
置
く
に

せ
よ
、
多
く
の
評
者
は
先
行
す
る
と
思
し
き
作
品
を
探
し
て
い
る
４

。 

書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
相
互
に
矛
盾
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
作
品
の

中
に
唯
一
の
い
わ
ゆ
る「
事
実
」を
考
え
る
必
要
は
あ
る
の
か
ど
う
か
。

主
要
な
三
つ
の
証
言
は
互
い
に
矛
盾
す
る
の
だ
か
ら
、
ど
の
証
言
を
信
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用
し
て
も
、
他
の
証
言
の
中
の
「
事
実
」
に
反
す
る
証
言
は
捨
て
ざ
る

を
え
な
い
。
こ
の
小
説
よ
り
前
に
は
事
実
は
存
在
し
な
い
。
作
者
の
表

現
に
よ
っ
て
し
か
存
在
し
な
い
も
の
に
「
事
実
」
を
措
定
す
る
こ
と
は

虚
し
い
だ
ろ
う
。
虚
構
の
物
語
か
ら
、
あ
る
要
素
だ
け
を
真
と
し
、
都

合
の
悪
い
要
素
は
無
視
し
て
筋
書
き
を
書
き
直
す
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ

ろ
う
か
。
個
々
の
読
者
が
自
分
な
り
に
納
得
す
る
た
め
な
ら
そ
れ
で
も

良
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
作
品
の
評
と
し
て
、
あ
る
も
の
を
な
い
も
の

に
し
て
し
ま
う
の
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
多
襄
丸
と
真
砂
そ
し
て
巫

女
の
口
を
借
り
て
語
る
武
弘
は
、
作
者
に
よ
っ
て
物
語
の
中
に
配
置
さ

れ
て
い
る
。
彼
ら
の
証
言
は
作
品
の
中
で
同
等
の
正
統
性
を
持
っ
て
い

る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

と
い
っ
て
、
主
題
は
物
語
の
内
容
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
物
語
の
つ

か
み
ど
こ
ろ
の
な
さ
そ
の
も
の
を
主
題
と
す
る
小
説
と
い
う
、
い
わ
ば

メ
タ
レ
ベ
ル
の
主
題
を
想
定
す
る
こ
と
に
は
同
調
で
き
な
い
。
現
実
の

人
生
で
日
々
経
験
す
る
よ
う
な
他
者
の
不
可
知
さ
を
追
体
験
さ
せ
る
に

し
て
は
こ
の
作
品
は
短
く
、「
人
生
の
真
相
」
を
描
写
で
き
る
複
雑
さ
を

込
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
思
え
な
い
。 

そ
も
そ
も
芥
川
は
形
式
抜
き
に
内
容
を
論
じ
る
こ
と
に
は
同
意
し
な

い
だ
ろ
う
。
１
９
１
９
年
に
発
表
し
た
『
芸
術
そ
の
他
』
で
は
、「
作
品

の
内
容
と
は
、
必
然
に
形
式
と
一
つ
に
な
っ
た
内
容
だ
。
ま
ず
内
容
が

あ
っ
て
、
形
式
は
後
か
ら
拵
え
る
も
の
だ
と
思
う
も
の
が
あ
つ
た
ら
、

そ
れ
は
創
作
の
真
諦
に
盲
目
な
も
の
の
言
」
５

だ
と
、
作
品
の
内
容
だ

け
に
注
目
す
る
の
は
認
め
な
い
。
同
時
に
、
形
式
そ
の
も
の
が
主
題
だ

と
す
る
考
え
方
に
も
、「
し
か
し
誤
っ
た
形
式
偏
重
論
を
奉
ず
る
も
の
も

災
だ
」
と
釘
を
刺
し
て
い
る
。 

 

多
襄
丸
、
真
砂
、
武
弘
三
人
の
言
動
は
作
品
の
中
で
同
等
の
正
統
性

を
持
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
三
人
の
証
言
は
相
互
に
矛
盾
す
る
の
だ
か

ら
、
作
品
内
の
「
事
実
」
の
一
貫
性
を
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な

る
。
だ
が
、
す
べ
て
を
包
含
す
る
一
貫
性
の
あ
る
「
事
実
」
の
確
定
は

断
念
す
る
に
し
て
も
、
こ
の
事
件
の
中
で
三
人
に
等
し
く
認
識
さ
れ
る

こ
と
が
ら
は
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
真
砂
は
多
襄
丸
に
よ
っ
て
武
弘

の
前
で
陵
辱
さ
れ
、
そ
の
後
、
陵
辱
さ
れ
た
真
砂
は
武
弘
に
対
す
る
殺

意
を
口
に
し
、
そ
の
後
現
場
か
ら
立
ち
去
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
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は
「
事
実
」
と
し
て
三
人
の
証
言
に
共
有
さ
れ
て
い
る
。 

陵
辱
さ
れ
た
妻
が
夫
へ
の
殺
意
を
抱
く
、
と
い
う
要
素
に
着
目
す
る

と
、『
藪
の
中
』
に
先
行
す
る
と
想
像
で
き
そ
う
な
作
品
が
あ
る
。
フ
ラ

ン
ス
の
作
者
不
詳
の
散
文
物
語
『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』
で
あ
る
。『
ポ

ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』
と
は
、
こ
の
物
語
を
日
本
語
に
訳
し
た
新
倉
俊
一

の
紹
介
を
借
り
る
と
「
十
三
世
紀
初
頭
の
作
（
推
定
）。
十
二
世
紀
末
か

ら
十
三
世
紀
全
期
を
通
じ
て
進
出
著
し
か
っ
た
散
文
物
語
の
う
ち
、
こ

れ
は
最
古
の
も
の
の
一
つ
」
と
『
今
昔
物
語
』
と
近
い
時
代
の
、「
何
と

言
っ
て
も
、
夫
の
前
で
犯
さ
れ
た
妻
が
夫
の
殺
害
を
計
る
シ
ョ
ッ
キ
ン

グ
な
事
件
を
扱
っ
て
い
る
だ
け
に
、反
響
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
よ
う
」

６

と
『
藪
の
中
』
と
似
た
よ
う
な
物
語
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
物
語

は
芥
川
に
知
ら
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
散
文
物
語
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、『
藪
の
中
』
理
解
を
深
め
る
た
め
の

手
が
か
り
を
見
い
だ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

以
下
、
ま
ず
作
品
の
中
で
確
か
に
共
有
さ
れ
た
「
事
実
」、
特
に
真
砂

の
武
弘
に
対
す
る
殺
意
を
確
認
す
る
。
つ
い
で
『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』

に
、
陵
辱
さ
れ
た
妻
が
夫
に
抱
く
殺
意
の
理
由
を
考
察
す
る
。
最
後
に

『
藪
の
中
』
と
『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』
を
比
較
し
、
真
砂
の
殺
意
の

正
体
を
検
討
す
る
。 

 

Ｉ 

ほ
ぼ
確
か
な
「
事
実
」 

「
事
実
」
を
探
す
の
が
わ
れ
わ
れ
の
目
的
で
は
な
い
に
し
て
も
、
確

か
に
語
ら
れ
た
こ
と
は
確
認
し
よ
う
。
全
体
と
し
て
は
辻
褄
が
あ
わ
な

い
証
言
で
あ
っ
て
も
、
七
人
の
証
言
の
い
ず
れ
に
も
矛
盾
せ
ず
、
作
品

内
の
確
か
な
「
事
実
」
と
あ
ら
ゆ
る
読
者
に
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
ら
は

あ
る
。
最
初
の
四
人
の
証
言
に
つ
い
て
は
相
互
に
対
立
す
る
内
容
は
見

当
た
ら
ず
、
ほ
ぼ
確
か
な
「
事
実
」
と
み
な
し
て
良
い
だ
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
武
弘
と
真
砂
の
夫
婦
が
旅
を
し
て
い
る
こ
と
、
武
弘
の
死
体
が

発
見
さ
れ
た
こ
と
、
胸
の
傷
の
凶
器
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
こ

れ
ら
は
作
品
内
の
「
事
実
」
と
認
め
ら
れ
よ
う
。 

さ
ら
に
多
襄
丸
、
真
砂
、
武
弘
の
三
人
の
証
言
か
ら
「
事
実
」
と
ほ

ぼ
断
定
で
き
る
こ
と
も
あ
る
。
真
砂
は
武
弘
の
前
で
多
襄
丸
に
よ
っ
て

陵
辱
さ
れ
た
こ
と
、
陵
辱
さ
れ
た
真
砂
は
武
弘
に
対
し
て
殺
意
を
抱
い
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た
こ
と
、
そ
し
て
真
砂
は
現
場
か
ら
立
ち
去
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

 
回
収
さ
れ
る
小
道
具
と
回
収
さ
れ
な
い
小
道
具 

「
事
実
」
を
述
べ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
最
初
の
四
人
の
証
言

の
中
に
は
、
複
数
の
証
言
の
異
な
る
場
面
で
語
ら
れ
回
収
さ
れ
る
小
道

具
と
、
誰
か
一
つ
の
証
言
で
語
ら
れ
る
だ
け
の
孤
立
し
た
言
及
や
描
写

だ
け
の
、
役
割
や
意
味
が
回
収
さ
れ
な
い
小
道
具
が
あ
る
。
木
樵
が
見

た
縹
の
水
干
は
、
真
砂
の
懺
悔
の
中
で
は
小
刀
で
ず
ぶ
り
と
刺
し
通
し

た
と
言
及
さ
れ
る
し
、
旅
法
師
が
見
た
法
師
髪
の
馬
は
、
後
に
放
免
に

よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
。
同
じ
く
旅
法
師
が
見
た
牟
子
は
多
襄
丸
の
欲
情

を
呼
び
覚
ま
し
、
黒
い
塗
り
箙
や
征
矢
は
放
免
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
て

い
る
。 

と
こ
ろ
が
一
人
の
証
言
で
一
回
だ
け
語
ら
れ
そ
の
後
言
及
さ
れ
な
い

小
道
具
も
あ
る
。
木
樵
が
見
た
傷
口
に
べ
っ
た
り
食
い
つ
い
て
い
た
馬

蝿
、
同
じ
く
木
樵
が
見
つ
け
た
死
骸
の
ま
わ
り
に
あ
っ
た
櫛
一
つ
、
真

砂
に
つ
い
て
嫗
が
語
る
勝
気
の
女
と
い
う
性
格
、
武
弘
の
ほ
か
に
は
男

を
持
っ
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
経
歴
、
浅
黒
く
小
さ
い
瓜
実
顔
に
左
の

目
尻
に
黒
子
が
あ
る
と
い
う
容
貌
、
な
ど
の
描
写
で
あ
る
。
こ
れ
ら
孤

立
し
た
描
写
は
物
語
の
中
で
は
再
び
言
及
さ
れ
な
い
。
作
者
は
配
置
し

た
す
べ
て
の
小
道
具
や
手
が
か
り
を
回
収
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
描
写
の
た
め
の
小
道
具
と
し
て
選

ば
れ
た
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。
物
語
の
中
の
す
べ
て
が
象
徴
的
な
役
割

を
担
わ
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ

れ
は
先
に
、
芥
川
が
作
品
の
中
に
周
到
に
小
道
具
を
配
置
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
７

。
回
収
さ
れ
て
い
な
い
小
道
具
や
手
が
か
り
の
中
に

は
象
徴
的
な
役
割
を
想
定
し
て
し
か
る
べ
き
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。 

 

蹴
倒
す 

多
襄
丸
、
真
砂
、
武
弘
の
三
者
の
証
言
と
な
る
と
、
も
と
も
と
相
互

に
矛
盾
す
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
あ
る
証
言
で
語
ら
れ
る
も

の
を
他
の
証
言
で
整
合
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
例
え
ば
真
砂
が

多
襄
丸
に
向
け
た
小
刀
の
行
方
は
、
多
襄
丸
に
は
意
識
さ
れ
な
い
し
、

真
砂
に
は
喉
に
突
き
立
て
て
も
死
に
切
れ
ぬ
道
具
だ
し
、
武
弘
に
よ
れ

ば
胸
か
ら
誰
か
の
手
に
よ
っ
て
抜
き
取
ら
れ
る
。
三
者
の
証
言
に
共
有
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さ
れ
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
矛
盾
し
て
語
ら
れ
る
も
の
は
、
存
在
は
確

か
で
も
「
事
実
」
と
し
て
の
役
割
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

し
か
し
、
真
砂
を
蹴
倒
す
と
い
う
動
作
は
「
事
実
」
と
し
て
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
武
弘
は
「
妻
は
竹
の
落
葉
の
上
へ
、
た
だ
一
蹴
り

に
蹴
倒
さ
れ
た
」
と
伝
え
、
真
砂
も
「
男
は
咄
嗟
の
間
に
、
わ
た
し
を

そ
こ
へ
蹴
倒
し
ま
し
た
」
と
証
言
す
る
。
多
襄
丸
も
「
蹴
倒
し
て
も
、

き
っ
と
逃
げ
て
し
ま
っ
た
で
し
ょ
う
」
と
あ
り
え
た
行
動
と
し
て
「
蹴

倒
す
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
る
。
三
つ
の
証
言
の
中
で
文
脈
は

違
っ
て
も
こ
の
同
じ
動
作
が
語
ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
ど
の
よ
う
な
状

況
に
お
い
て
か
は
不
明
に
せ
よ
、
多
襄
丸
が
真
砂
を
蹴
倒
す
か
蹴
倒
す

素
振
り
を
見
せ
た
の
は「
事
実
」と
し
て
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
思
え
る
。 

ま
た
三
人
と
も
に
共
有
さ
れ
な
い
に
し
て
、
確
か
ら
し
く
思
え
る
こ

と
が
ら
も
あ
る
。
た
と
え
ば
多
襄
丸
の
こ
と
ば
が
本
人
と
武
弘
に
よ
っ

て
再
現
さ
れ
る
。
多
襄
丸
は
現
場
か
ら
離
れ
る
時
の
心
境
を
「
今
度
は

わ
た
し
の
命
で
す
か
ら
」
と
検
非
違
使
に
供
述
す
る
。
こ
の
こ
と
ば
は

現
実
に
武
弘
の
前
で
発
せ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
、
武
弘
は
「
今
度
は
お
れ

の
身
の
上
だ
」
多
襄
丸
が
こ
う
呟
い
た
、
と
証
言
す
る
。
二
人
し
か
証

言
し
て
い
な
い
し
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
状
況
で
発
し
た
こ
と
ば
と
は
い

え
、
多
襄
丸
の
こ
の
こ
と
ば
は
作
品
内
で
「
事
実
」
と
し
て
発
せ
ら
れ

た
よ
う
に
思
え
る
。 

多
襄
丸
に
よ
れ
ば
、
真
砂
は
多
襄
丸
と
武
弘
と
打
ち
合
う
内
に
逃
げ

去
っ
て
い
る
。「
女
の
方
を
振
り
返
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
―
―
ど
う
で

す
、
あ
の
女
は
ど
こ
に
も
い
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」
武
弘
の
証

言
で
も
真
砂
は
向
き
合
う
男
た
ち
の
前
か
ら
逃
げ
出
し
て
い
る
。
多
襄

丸
が
武
弘
に
真
砂
を
殺
す
か
尋
ね
た
瞬
間
に
「
妻
は
お
れ
が
た
め
ら
う

内
に
、何
か
一
声
叫
ぶ
が
早
い
か
、た
ち
ま
ち
藪
の
奥
へ
走
り
出
し
た
。」

真
砂
自
身
は
「
わ
た
し
が
ど
う
な
っ
た
か
？
そ
れ
だ
け
は
も
う
わ
た
し

に
は
、
申
し
上
げ
る
力
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
、
自
身
が
ど
う
行
動
し
た

か
を
述
べ
な
い
。 

真
砂
自
身
は
現
場
を
ど
う
立
ち
去
っ
た
か
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
を

言
わ
な
い
が
、
真
砂
が
逃
げ
去
る
方
向
に
つ
い
て
も
男
二
人
の
証
言
は

揃
っ
て
い
る
。
多
襄
丸
は
「
人
の
助
け
で
も
呼
ぶ
た
め
に
、
藪
を
く
ぐ

っ
て
逃
げ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
推
測
し
、
武
弘
は
「
妻
は
お
れ
が

た
め
ら
う
内
に
、
何
か
一
声
叫
ぶ
が
早
い
か
、
た
ち
ま
ち
藪
の
奥
へ
走
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り
出
し
た
」
と
真
砂
の
叫
び
声
を
証
言
し
て
い
る
。
真
砂
は
語
ら
な
い

ま
で
も
、
男
二
人
は
真
砂
が
逃
げ
去
る
姿
を
語
っ
て
い
る
。
三
人
の
証

言
の
中
で
も
、
男
た
ち
二
人
の
証
言
だ
け
が
一
致
す
る
こ
と
が
多
い
の

は
奇
妙
で
あ
る
。 

 

道
具
と
し
て
の
多
襄
丸 

三
者
の
証
言
に
等
し
く
語
ら
れ
る
の
は
、
武
弘
に
対
す
る
殺
意
で
あ

る
。
武
弘
は
殺
さ
れ
て
発
見
さ
れ
た
の
で
、
誰
か
に
殺
意
は
あ
っ
た
。

た
だ
、
証
言
者
た
ち
は
自
ら
の
殺
意
に
確
信
が
持
て
て
い
な
い
。
殺
害

（
も
し
く
は
自
死
）
が
あ
り
、
殺
意
は
あ
っ
た
と
そ
れ
ぞ
れ
が
語
る
の

に
、
そ
の
殺
意
は
妙
に
と
ら
え
ど
こ
ろ
が
な
い
。 

ま
ず
、
多
襄
丸
の
殺
意
は
疑
わ
し
い
。
こ
と
ば
が
矛
盾
し
て
い
る
。

「
ど
う
せ
女
を
奪
う
と
な
れ
ば
、
必
ず
、
男
は
殺
さ
れ
る
の
で
す
」
と

夫
の
死
が
必
然
と
す
る
見
解
と
、「
男
を
殺
さ
ず
と
も
、
女
を
奪
う
事
が

出
来
れ
ば
、
別
に
不
足
は
な
い
訳
で
す
。
い
や
、
そ
の
時
の
心
も
ち
で

は
、
出
来
る
だ
け
男
を
殺
さ
ず
に
、
女
を
奪
お
う
と
決
心
し
た
の
で
す
」

と
夫
の
死
は
避
け
た
い
と
い
う
見
解
が
併
存
し
て
い
る
。
真
砂
を
陵
辱

し
た
あ
と
に
は
「
わ
た
し
は
と
う
と
う
思
い
通
り
、
男
の
命
は
取
ら
ず

と
も
、
女
を
手
に
入
れ
る
事
は
出
来
た
の
で
す
」
と
、
最
初
に
述
べ
た

死
を
必
然
と
す
る
見
解
を
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
み
せ
る
。
さ
ら
に
真

砂
に
言
い
寄
ら
れ
て
武
弘
を
殺
し
た
い
気
に
な
っ
て
も
、「
男
を
殺
す
に

し
て
も
、卑
怯
な
殺
し
方
は
し
た
く
」な
い
と
、太
刀
打
ち
を
求
め
る
。

多
襄
丸
に
は
武
弘
へ
の
殺
意
は
元
々
無
か
っ
た
し
、
真
砂
に
言
い
寄
ら

れ
た
あ
と
で
も
、
太
刀
打
ち
と
い
う
偶
然
に
委
ね
る
。 

多
襄
丸
の
権
力
論
も
奇
妙
で
あ
る
。「
あ
な
た
方
は
太
刀
は
使
わ
な
い
、

た
だ
権
力
で
殺
す
、
金
で
殺
す
、
ど
う
か
す
る
と
お
た
め
ご
か
し
の
言

葉
だ
け
で
も
殺
す
で
し
ょ
う
」。王
朝
時
代
の
物
語
に
挿
入
さ
れ
た
場
違

い
な
近
代
風
の
権
力
批
判
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
芥
川
の
権
力
批
判
を

見
る
評
者
も
い
る
。
三
谷
邦
明
は
、
こ
の
作
品
の
主
題
の
一
つ
は
権
力

で
あ
る
と
す
る
。「「
大
逆
事
件
」
の
フ
レ
ー
ム
ア
ッ
プ
を
想
起
さ
れ
る

と
記
す
と
、
考
証
が
な
い
と
批
判
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
「
皮
肉
な
る
微
笑
」

を
浮
か
べ
た
盗
人
の
口
を
借
り
て
〈
権
力
〉
批
判
を
試
み
て
い
る
こ
と

は
事
実
で
あ
ろ
う
」
８

と
言
う
。
だ
が
、
多
襄
丸
の
こ
と
ば
で
は
、「
権

力
」
は
、「
太
刀
」、「
金
」、「
お
た
め
ご
か
し
の
言
葉
」
と
同
列
に
並
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べ
ら
れ
て
い
る
。
多
襄
丸
か
ら
見
る
と
、
権
力
は
太
刀
や
金
や
お
た
め

ご
か
し
の
よ
う
な
、
殺
す
道
具
の
一
つ
で
あ
る
。
主
体
で
は
な
い
。
道

具
は
殺
意
を
持
つ
主
体
と
は
な
り
え
な
い
。
殺
意
を
持
っ
た
主
体
が
道

具
を
使
う
だ
け
で
あ
る
。
多
襄
丸
の
言
は
、
自
ら
が
他
者
に
示
唆
さ
れ

て
道
具
に
な
り
う
る
、
と
告
白
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
道
具
で
あ

る
自
分
自
身
は
殺
意
を
抱
く
主
体
で
は
な
か
っ
た
と
の
主
張
で
は
な
い

か
。 

 

我
に
も
あ
ら
ぬ
顔
の
武
弘 

武
弘
に
真
砂
を
殺
す
意
志
は
な
い
。
多
襄
丸
が
真
砂
を
言
い
含
め
よ

う
と
し
て
い
る
時
、「
こ
の
男
の
云
う
事
を
真
に
受
け
る
な
、
何
を
云
っ

て
も
嘘
と
思
え
」
と
「
何
度
も
目
く
ば
せ
を
」
し
て
い
る
。
さ
ら
に
多

襄
丸
に
耳
を
貸
す
真
砂
の
様
子
に
「
お
れ
は
妬
し
さ
に
身
悶
え
を
」
し
、

「
あ
の
時
ほ
ど
、
美
し
い
妻
を
見
た
事
が
な
い
」
と
述
懐
す
る
。
目
配

せ
し
て
妻
を
引
き
止
め
よ
う
と
す
る
夫
に
殺
意
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
妬

ま
し
い
く
ら
い
に
美
し
く
見
え
る
妻
に
殺
意
を
抱
く
も
の
だ
ろ
う
か
。

少
な
く
と
も
こ
の
時
、
武
弘
は
真
砂
に
対
し
て
殺
意
を
抱
い
て
い
た
と

は
思
え
な
い
。
逃
げ
去
っ
た
真
砂
に
対
し
て
は
殺
意
を
抱
い
た
だ
ろ
う

か
。『
今
昔
物
語
』
で
は
「
我
に
も
非
ぬ
顔
つ
き
」
９

と
描
写
さ
れ
る
夫

だ
が
、武
弘
も
多
襄
丸
が
立
ち
去
っ
た
あ
と
、「
誰
か
の
泣
く
声
が
す
る
」

と
自
身
の
泣
き
声
も
意
識
で
き
な
い
ほ
ど
我
に
も
あ
ら
ぬ
様
子
で
あ
る
。

こ
こ
で
殺
意
が
芽
生
え
た
と
は
思
え
な
い
。 

で
は
自
死
す
る
意
志
は
ど
う
だ
ろ
う
。
面
目
を
失
い
妻
に
去
ら
れ
た

絶
望
が
自
死
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
だ
と
し
て
も
、
そ

の
絶
望
は
本
人
に
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
自
身
の
泣
き
声
さ

え
意
識
で
き
な
い
武
弘
は
、
果
た
し
て
絶
望
を
感
じ
、
自
死
の
意
志
を

意
識
で
き
る
の
か
。
意
識
さ
れ
な
い
絶
望
、
意
識
さ
れ
な
い
自
死
の
意

識
と
い
う
形
容
矛
盾
す
る
も
の
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。 

 

真
砂
の
殺
意 

多
襄
丸
と
武
弘
に
は
殺
意
は
は
っ
き
り
し
な
い
の
に
、
真
砂
の
殺
意

だ
け
は
い
ず
れ
の
証
言
で
も
語
ら
れ
る
。
真
砂
が
武
弘
に
対
し
て
殺
意

を
抱
い
た
こ
と
は
三
者
の
証
言
で
語
ら
れ
て
い
る
。
多
襄
丸
証
言
に
よ

れ
ば
「
あ
な
た
が
死
ぬ
か
夫
が
死
ぬ
か
、
ど
ち
ら
か
一
人
死
ん
で
く
れ
」
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と
二
者
択
一
を
迫
る
。
し
か
し
、
縛
ら
れ
た
相
手
を
前
に
し
て
の
、
武

器
を
持
っ
た
男
へ
の
発
言
で
あ
る
。
武
弘
殺
害
を
要
求
し
て
い
る
と
し

か
受
け
取
れ
な
い
だ
ろ
う
。
武
弘
証
言
に
よ
れ
ば
、「
あ
の
人
を
殺
し
て

下
さ
い
。
わ
た
し
は
あ
の
人
が
生
き
て
い
て
は
、
あ
な
た
と
一
し
ょ
に

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
」と
武
弘
を
一
方
的
に
殺
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

真
砂
の
懺
悔
で
は
「
わ
た
し
は
一
思
い
に
死
ぬ
覚
悟
で
す
」
と
自
死
の

覚
悟
を
述
べ
は
す
る
。
だ
が
自
死
に
は
前
提
条
件
が
あ
る
。「
あ
な
た
も

お
死
に
な
す
っ
て
下
さ
い
」
と
夫
を
道
連
れ
に
す
る
意
志
を
示
し
て
い

る
。 真

砂
が
ど
う
い
う
形
で
あ
れ
夫
の
死
を
望
ん
だ
こ
と
、
真
砂
だ
け
が

殺
意
を
口
に
し
て
い
る
こ
と
は
三
者
の
証
言
で
確
か
に
語
ら
れ
て
い
る
。

真
砂
が
殺
意
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
作
品
の
中
の
「
事
実
」
と
見
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。 

 

「
手
帳
２
」 

三
者
の
証
言
か
ら
確
か
ら
し
そ
う
な
も
の
を
確
認
し
よ
う
。
真
砂
は

多
襄
丸
に
陵
辱
さ
れ
、
蹴
倒
さ
れ
る
。
多
襄
丸
は
「
今
度
は
わ
た
し
（
お

れ
）
の
命
（
身
の
上
）」
と
述
べ
て
現
場
を
去
り
、
そ
の
前
か
あ
と
に
真

砂
は
武
弘
へ
の
殺
意
を
口
に
す
る
。
三
者
に
等
し
く
語
ら
れ
た
こ
と
を

「
事
実
」
と
す
る
と
、
三
者
の
証
言
か
ら
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
「
事

実
」
は
以
下
し
か
な
い
。
真
砂
は
陵
辱
さ
れ
、
夫
武
弘
に
対
す
る
殺
意

を
口
に
す
る
。
こ
の
骨
組
み
だ
け
に
な
っ
た
「
事
実
」
を
芥
川
は
『
手

帳
２
』
に
書
き
留
め
て
い
る
。 

̶
心
中
。
か
け
落
ち
の
途
中 

女rape

さ
る 

男
を
殺
す 

Story 

beyond the sea F
rench M

ediaeval legend

１
０ 

こ
の
記
述
は
、
石
割
透
に
よ
る
と
、
１
９
１
８
、
９
（
大
正
７
、
８
）

年
の
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
１
１

。
１
９
２
２
年
の
「
藪
の
中
」
に
先

立
つ
『
手
帳
２
』
の
中
に
書
き
留
め
ら
れ
た
「
女rape

さ
る 

男
を

殺
す
」
の
二
文
は
、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
『
藪
の
中
』
の
「
事
実
」
に

近
い
。
こ
の
二
文
だ
け
で
は
作
品
の
構
想
と
い
う
に
は
単
純
す
ぎ
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
メ
モ
の
後
半
「Story beyond the sea 

F
rench M

ediaeval legend

」
を
考
慮
に
い
れ
る
と
、『
藪
の
中
』
と
の
類

縁
性
は
大
き
く
な
る
。『
手
帳
』
に
記
さ
れ
たStory beyond the sea 

F
rench M

ediaeval legend

と
は
、
フ
ラ
ン
ス
１
３
世
紀
の
作
者
不
詳
の
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散
文
物
語
『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』L

a F
ille du C

om
te de Ponthieu

の
ウ

ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
に
よ
る
英
訳
名
だ
ろ
う
。 

続
い
て
『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ

と
にrape
さ
る
女
の
殺
意
に
つ
い
て
検
討
す
る
。 

 

Ⅱ 

ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘 

『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
テ
ク
ス
ト
を
確
認
す

る
。
原
著
は
古
フ
ラ
ン
ス
語
だ
が
芥
川
が
読
ん
だ
と
推
測
さ
れ
る
テ
ク

ス
ト
は
英
訳
版
で
あ
る
。
１
８
９
４
年
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
に
よ

る
英
語
訳
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。書
誌
情
報
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

M
orris, W

illiam
, T

he H
istory of O

ver Sea, in O
ld F

rench R
om

ances, first 

edition printed at the K
elm

scott P
ress, in C

haucer type, 16m
o, 

A
ugust 30, 1894,  in T

he collected works of W
illiam

 M
orris, w

ith 

introductions by his daughter M
ay M

orris, volum
e 17: T

he W
ood 

B
eyond the W

orld; C
hild C

hristopher; O
ld F

rench R
om

ances,  

C
am

bridge, C
am

bridge U
niversity P

ress, 2012, 

ISB
N

.978-1-108-05131-6 (T
his edition first published 1913, this 

book reproduces the text of the original edition.  T
he content and 

language reflect the beliefs, practices and term
inology of their tim

e, 

and have not been updated.)  

以
下M

orris

版
と
呼
ぶ
。
芥
川
はT

he 

H
istory of O

ver Sea

をStory beyond the sea

と
書
き
換
え
て
記
（
憶
）

録
し
て
い
る
。 

 M
orris

が
底
本
と
し
て
使
っ
た
フ
ラ
ン
ス
語
版
は
、
１
８
５
６
年
に

M
oland

とd'H
éricault

に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
刊
本
で
あ
る
。
書
誌
情

報
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

N
ouvelles françoises en prose du X

IIIe siècle publiées d'après les 

m
anuscrits avec une introduction et des notes par M

M
. L

. M
oland et 

C
. d'H

éricault, P
aris, Jannet, 1856, lvi +

 311 p.

１
２ 

以
下
、M

oland et 

d'H
éricault

版
と
呼
ぶ
。 

 

わ
れ
わ
れ
は
新
倉
俊
一
に
よ
る
日
本
語
訳
を
借
り
る
１
３

こ
と
に
す

る
の
で
、
新
倉
訳
の
底
本
に
つ
い
て
も
紹
介
す
る
。
な
お
、
こ
の
後
に

詳
述
す
る
、『
藪
の
中
』
と
の
関
連
を
日
本
で
最
初
に
指
摘
し
た
佐
藤
輝
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夫
も
新
倉
と
同
じ
底
本
を
も
と
に
議
論
し
て
い
る
。
新
倉
訳
は
１
９
２

６
年
にC

lovis B
runel

に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
版
を
底
本
と
し
て
い
る
。

こ
のB

runel

版
は
、M

oland et d'H
éricault

が
依
拠
し
た
手
稿
よ
り
も

古
い
と
推
測
さ
れ
る
手
稿
に
拠
っ
て
い
る
。
書
誌
情
報
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。 

L
a fille du com

te de Pontieu, nouvelle du X
IIIe siècle, éditée par C

lovis 

B
runel, P

aris, C
ham

pion (L
es classiques français du M

oyen Â
ge, 52), 

1926.  

 

『
藪
の
中
』
と
『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』
の
研
究
史 

こ
の
物
語
を
検
討
す
る
前
に
、『
藪
の
中
』と『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』

と
の
対
比
を
論
じ
た
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
見
る
。 

 

芥
川
と
の
関
連
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
こ
の
ベ
ル
ギ
ー
の
中
世
学

者
リ
タ
・
ル
ジ
ュ
ヌ
（R

ita L
ejeune

）
だ
ろ
う
。L

ejeune

は
黒
澤
明
の

映
画
『
羅
生
門
』
を
見
て
、
筋
書
き
が
１
３
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
説

話L
a fille du C

om
te de Ponthieu

に
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
１
４

。L
ejeune

は
『
羅
生
門
』
の
原
作
に
つ
い
て
日
本
の
フ
ラ
ン
ス
中

世
文
学
者
佐
藤
輝
夫
に
情
報
を
求
め
、
佐
藤
輝
夫
は
『
藪
の
中
』
と
『
今

昔
物
語
』
に
つ
い
て
情
報
を
提
供
し
て
い
る
１
５

。L
ejeune

が
引
用
す
る

『
今
昔
物
語
』
の
翻
訳
は
佐
藤
輝
夫
に
負
っ
て
い
る
。L

ejeune

が
指
摘

し
た
時
点
で
は
、
こ
の
中
世
フ
ラ
ン
ス
の
散
文
物
語
と
芥
川
の
関
連
に

つ
い
て
、
日
本
の
研
究
者
か
ら
の
指
摘
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も

L
ejeune

は
、
類
似
を
偶
然
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
芥
川
が
こ
の
話
を
知

っ
て
い
た
可
能
性
を
推
測
し
て
い
る
。 

 

『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』
と
芥
川
の
『
藪
の
中
』
お
よ
び
『
今
昔
物

語
』
と
の
関
連
を
、
日
本
で
は
佐
藤
輝
夫
が
最
初
に
紹
介
し
て
い
る
１
６

。

た
だ
、
佐
藤
の
論
考
は
、『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』
と
『
今
昔
物
語
』
の

テ
ー
マ
の
比
較
で
あ
り
、
芥
川
の
『
藪
の
中
』
と
黒
澤
明
の
『
羅
生
門
』

へ
の
言
及
は
少
な
い
。「
い
ま
こ
こ
で
わ
た
し
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
作

品
（
芥
川
の
『
藪
の
中
』
と
黒
澤
明
の
『
羅
生
門
』）
に
触
れ
て
論
じ
る

つ
も
り
は
な
い
」
と
、
論
考
を
『
今
昔
物
語
』
に
限
定
す
る
。L

ejeune

は
、
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
の
夫
へ
の
殺
意
が
芥
川
の
『
藪
の
中
』
の
夫
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殺
し
と
等
し
い
テ
ー
マ
で
は
な
い
か
指
摘
し
て
い
る
が
、
佐
藤
は
議
論

を
夫
殺
し
の
テ
ー
マ
を
含
ま
な
い
『
今
昔
物
語
』
に
限
定
し
、「
こ
の
テ

ー
マ
が
日
本
に
於
てA

+
b

に
な
る
、
少
な
く
と
もA

+
b'

に
な
る
の
は
、

「
芥
川
の
「
藪
の
中
」
と
、
更
に
そ
れ
か
ら
取
材
し
て
作
ら
れ
た
、
黒

沢
（
マ
マ
）
明
監
督
の
映
画
「
羅
生
門
」
の
出
現
を
待
つ
以
外
に
な
い

の
で
あ
る
」
１
７

と
、『
藪
の
中
』
に
は
踏
み
込
ま
な
い
。 

 

翌
１
９
６
７
年
、
富
田
仁
は
佐
藤
論
文
を
承
け
『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の

娘
』
を
『
藪
の
中
』
と
比
較
し
て
い
る
１
８

。
富
田
は
フ
ラ
ン
ス
中
世
説

話
と
芥
川
の
間
に
ウ
イ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
英
訳T

he H
istory of O

ver 

Sea

が
あ
り
、
芥
川
の
目
に
触
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
し
か

し
芥
川
自
身
に
証
言
を
発
見
で
き
て
い
な
い
富
田
は
、
二
作
品
の
関
連

は
推
測
の
域
を
出
ず
比
較
で
は
な
く
対
比
し
か
で
き
な
い
、
と
結
論
す

る
。 

 

富
田
論
文
の
指
摘
に
、
芥
川
の
証
言
の
存
在
を
報
告
し
た
の
は
海
老

井
英
次
で
あ
る
。
海
老
井
は
１
９
７
５
年
の
「「
薮
の
中
」
論
」
１
９

で
、

富
田
に
よ
る
『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』
を
粉
本
と
す
る
説
を
紹
介
し
、

さ
ら
に
芥
川
自
身
に
よ
る
『
手
帳
』
の
記
述
を
紹
介
す
る
。
た
だ
、
海

老
井
の
興
味
は
『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』
を
リ
ソ
ー
ス
と
し
て
確
証
す

る
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
本
論
で
は
議
論
せ
ず
注
で
指
摘
す
る
の
み
で

あ
る
。
海
老
井
の
指
摘
を
再
録
す
る
と
「
注
４ 

そ
の
後
に
作
品
の
関

係
を
論
じ
た
も
の
は
な
い
よ
う
だ
が
、
次
の
よ
う
な
芥
川
の
「
手
帳
」

の
中
の
記
述
は
、
芥
川
と
モ
リ
ス
訳
「
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
」
と
を
結

び
つ
け
る
資
料
足
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。「◯

心
中
。
か
け
落
ち
の
途

中
、
女rape

さ
る
。
男
を
殺
す
。（Story beyond the sea. F

rench 

M
ediaeval legend.

）」 

 

１
９
７
９
年
に
は
渡
辺
義
愛
が
、
富
田
仁
の
論
考
を
承
け
、
フ
ラ
ン

ス
語
版
と
モ
リ
ス
訳
を
併
記
し
紹
介
し
て
い
る
２
０

。
佐
藤
輝
夫
以
来
、

『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』の
フ
ラ
ン
ス
語
版
は
１
９
２
６
年
のB

runnel

版
に
よ
る
も
の
を
提
示
し
て
い
た
が
、
渡
辺
は
、
モ
リ
ス
の
依
拠
版
は

１
８
５
６
年
のM

oland et d'H
éricault

版
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
海
老
井
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
『
手
帳
２
』
の
記
述
を
引
用
し
、
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「
芥
川
が
フ
ラ
ン
ス
中
世
の
物
語
か
ら
着
想
を
得
た
こ
と
は
、
疑
問
の

余
地
が
な
い
。」
と
断
言
す
る
。 

 

そ
の
後
、『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
は
い
な
い
。
わ
ず
か
に
、
村
松
剛
が
１

９
９
３
年
の
短
い
論
考
で
触
れ
て
い
る
が
２
１

、
詳
細
は
後
に
書
く
と
予

告
し
た
ま
ま
、
約
束
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

以
上
、
渡
辺
、
村
松
は
『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』
を
『
藪
の
中
』
の

原
典
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
の
後
こ
の
関
連
性
を
詳
細
に
論
じ
る
研
究

は
な
い
。 

 

『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』 

次
に
『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』
そ
の
も
の
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

あ
ら
す
じ
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

北
フ
ラ
ン
ス
、
ピ
カ
ル
デ
ィ
地
方
の
ポ
ン
チ
ュ
ー
を
領
す
る
伯
爵
に

娘
が
い
る
。
そ
の
母
は
娘
が
三
歳
の
時
に
時
亡
く
な
り
、
伯
は
後
添
え

と
の
間
に
一
男
を
も
う
け
て
い
る
。
娘
が
一
六
歳
の
時
、
伯
は
甥
の
チ

ボ
ー
と
結
婚
さ
せ
る
。夫
婦
は
仲
睦
ま
じ
い
が
世
継
ぎ
が
生
ま
れ
な
い
。

そ
こ
で
夫
婦
は
願
を
か
け
る
た
め
に
サ
ン
チ
ャ
ゴ
・
デ
・
コ
ン
ポ
ス
テ

ー
ラ
巡
礼
に
出
か
け
る
。
巡
礼
の
途
中
、
森
の
中
で
八
人
の
野
盗
に
出

会
う
。
夫
は
三
人
は
倒
し
は
す
る
が
縛
り
上
げ
ら
れ
茨
の
中
に
放
り
込

ま
れ
る
。
奥
方
は
森
の
奥
へ
連
れ
込
ま
れ
陵
辱
さ
れ
る
。
野
盗
が
去
っ

た
の
ち
、
夫
は
奥
方
に
「
茨
が
痛
い
の
で
縛
め
を
解
い
て
く
れ
」
と
言

う
。
奥
方
は
「
解
い
て
さ
し
上
げ
ま
し
ょ
う
」
と
言
い
つ
つ
野
盗
が
残

し
た
剣
で
斬
り
か
か
る
。
夫
は
か
ろ
う
じ
て
身
を
か
わ
し
、
は
ず
み
で

縛
め
が
解
け
、
剣
を
取
り
上
げ
る
。
夫
は
奥
方
を
近
く
の
修
道
院
に
預

け
巡
礼
を
続
け
、
帰
り
に
奥
方
を
引
き
取
る
。
そ
の
後
奥
方
を
丁
重
に

扱
う
が
、
床
を
共
に
は
し
な
か
っ
た
。
国
に
帰
っ
て
チ
ボ
ー
は
舅
に
、

被
害
者
の
名
を
明
か
さ
な
い
ま
ま
事
件
を
語
る
。
話
を
聞
い
た
舅
は
自

分
な
ら
現
場
で
女
を
殺
し
た
だ
ろ
う
と
述
べ
る
。
婿
が
被
害
者
の
名
を

告
げ
る
と
、ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
は
、婿
と
息
子
を
伴
い
、娘
を
船
に
乗
せ
、

船
上
で
樽
に
詰
め
て
海
に
蹴
落
と
す
。 
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樽
は
、
通
り
か
か
っ
た
フ
ラ
ン
ド
ル
商
人
の
船
に
拾
い
上
げ
ら
れ
、

娘
は
一
命
を
取
り
留
め
る
。
商
人
は
娘
を
ス
ペ
イ
ン
の
サ
ラ
セ
ン
人
の

ス
ル
タ
ン
に
献
じ
、
娘
は
ス
ル
タ
ン
妃
と
な
り
男
子
と
女
子
を
も
う
け

る
。
娘
を
海
に
流
し
た
こ
と
を
後
悔
し
た
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
た
ち
は
エ
ル

サ
レ
ム
巡
礼
に
赴
く
。
一
年
後
、
帰
路
の
船
が
難
破
し
、
ス
ペ
イ
ン
の

サ
ラ
セ
ン
国
に
漂
着
し
て
捕
囚
と
な
る
。
ス
ル
タ
ン
妃
は
捕
囚
た
ち
が

父
と
夫
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
名
乗
り
を
し
な
い
ま
ま
引
き
取
る
。

そ
し
て
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
た
ち
が
娘
を
海
に
流
し
た
過
去
を
聞
き
出
し
、

身
元
を
明
か
す
。
ス
ル
タ
ン
妃
は
夫
チ
ボ
ー
を
ス
ル
タ
ン
の
加
勢
と
し

て
隣
国
と
の
戦
い
に
参
加
さ
せ
武
功
を
立
て
さ
せ
る
。
ス
ル
タ
ン
妃
は

里
帰
り
す
る
許
可
を
得
て
父
た
ち
三
人
と
息
子
だ
け
を
連
れ
て
フ
ラ
ン

ス
に
戻
る
。
ス
ル
タ
ン
国
に
一
人
残
さ
れ
た
娘
は
後
に
女
子
を
産
み
、

そ
の
女
子
が
サ
ラ
デ
ィ
ン
の
母
と
な
っ
た
。 

 

筋
書
き
と
し
て
は
前
半
の
ポ
ン
チ
ュ
ー
で
の
物
語
と
、
後
半
の
ス
ル

タ
ン
の
宮
廷
で
の
物
語
は
別
の
物
語
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。後
半
の
、

外
国
で
高
位
の
身
分
に
つ
い
た
被
害
者
が
か
つ
て
の
迫
害
者
を
救
済
す

る
物
語
は
、『
創
世
記
』
の
ヨ
セ
フ
の
物
語
の
類
話
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
興
味
深
い
の
は
前
半
の
盗
賊
に
あ
っ
た
夫
婦
の
物
語
で
あ
る
。

新
倉
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
妻
の
殺
意
が
不
可
解
だ
っ
た
こ
と
が
、
読
者

の
興
味
を
呼
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
が
夫
に
殺
意
を

抱
く
こ
と
の
理
由
は
物
語
の
後
半
で
「
夫
の
前
で
受
け
た
恥
の
せ
い
で

す
よ
」
２
２

と
説
明
さ
れ
る
。
多
襄
丸
や
真
砂
自
身
が
伝
え
る
「
二
人
の

男
に
恥
を
見
せ
る
の
は
、
死
ぬ
よ
り
も
つ
ら
い
」
や
「
あ
な
た
は
わ
た

し
の
恥
を
御
覧
に
な
り
ま
し
た
」
は
、
こ
の
こ
と
ば
に
対
応
し
て
い
る

と
想
像
し
た
く
な
る
。
し
か
し
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
が
言
う
「
恥
」（
フ

ラ
ン
ス
語
で
はhonte

、
英
語
で
はsham

e

）
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
物

語
の
読
者
を
納
得
さ
せ
る
に
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

芥
川
に
着
目
し
たL

ejeune

は
、
父
伯
が
先
妻
と
の
間
の
娘
を
急
い

で
結
婚
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
夫
婦
の
結
婚
が
恋
愛
結
婚
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
２
３

。
普
段
の
夫
の
語
り
口
と
、
陵
辱
さ
れ
た

妻
に
茨
か
ら
解
い
て
く
れ
と
頼
む
時
の
表
現
に
変
わ
り
が
な
い
こ
と
が

む
し
ろ
奇
異
で
、
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
妻
に
対
し
て
の
夫
の
こ
と
ば
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が
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
「
妻
は
誤
っ
て
か
正
し
く
か
、
夫
の
な
か
に
絶

望
を
感
じ
と
っ
た
。
そ
れ
が
殺
害
未
遂
の
唯
一
で
は
な
い
に
し
て
も
重

要
な
理
由
だ
ろ
う
」
２
４

と
推
測
す
る
。 

 

妻
の
殺
意
を
陵
辱
者
と
の
共
謀
に
よ
る
と
解
釈
す
る
論
も
あ
る
。
例

え
ば
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ア
ド
レ
（A

lfred A
dler

）
は
、
同
時
代
の
フ
ラ

ン
ス
の
武
勲
詩
『
ラ
ウ
ル
・
ド
・
カ
ン
ブ
レ
』（R

aoul de C
am

brai

）
に

あ
る
類
似
の
話
と
の
関
連
性
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
２
５

。Adler

の
論
考

以
前
か
ら
、
１
３
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
テ
ク
ス
ト
の
前
に
オ
リ
エ
ン

ト
起
源
の
挿
話
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
移
し
替
え
る
際
に

妻
の
不
貞
の
要
素
を
排
除
し
、
起
源
の
話
に
あ
っ
た
話
の
流
れ
が
な
く

な
っ
た
結
果
、
な
ぜ
妻
が
夫
を
殺
そ
う
と
す
る
の
か
理
解
で
き
な
く
な

っ
た
、
と
推
測
す
る
説
２
６

は
存
在
し
て
い
た
。A

dler

は
そ
の
傍
証
と
し

て
、『
ラ
ウ
ル
・
ド
・
カ
ン
ブ
レ
』
と
の
関
連
性
を
あ
げ
る
。
こ
の
武
勲

詩
で
は
、
襲
わ
れ
た
妻
が
襲
撃
者
に
夫
を
殺
す
こ
と
を
求
め
、
襲
撃
者

に
連
れ
去
ら
れ
る
。
の
ち
に
妻
の
殺
意
は
、
妻
と
襲
撃
者
が
以
前
か
ら

正
統
な
夫
婦
で
あ
っ
た
こ
と
で
正
当
化
さ
れ
る
。『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の

娘
』
と
『
ラ
ウ
ル
・
ド
・
カ
ン
ブ
レ
』
は
ほ
ぼ
同
時
代
に
近
隣
の
地
域

で
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
相
互
に
影
響
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
言

う
。
芥
川
で
い
う
と
『
袈
裟
と
盛
遠
』
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
武
弘
の

証
言
の
よ
う
な
、
妻
が
陵
辱
者
と
通
じ
て
い
る
こ
と
を
殺
意
の
理
由
と

す
る
見
方
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。 

 

女
の
殺
意
は
男
た
ち
の
殺
意
の
裏
返
し 

『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』
の
読
者
た
ち
は
妻
の
殺
意
に
当
惑
す
る
の

と
同
時
に
、
娘
に
対
す
る
父
親
の
懲
罰
の
苛
酷
さ
に
当
惑
し
て
い
る
よ

う
だ
。
こ
の
仕
打
ち
は
夫
殺
害
未
遂
に
対
す
る
懲
罰
で
は
な
く
、
そ
れ

以
外
の
理
由
が
あ
る
と
想
像
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。 

例
え
ば
こ
の
散
文
物
語
の
舞
台
で
あ
るA

bbeville

出
身
で
も
あ
る
１

９
世
紀
の
文
学
史
家
シ
ャ
ル
ル
・
ル
ア
ン
ド
ル
（C

harles L
ouandre

）

は
、
自
作
の
郷
土
史
『
ア
ブ
ヴ
ィ
ル
と
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
領
の
１
７
８
９

年
ま
で
の
歴
史
』
２
７

で
、
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
は
実
在
し
た
人
物
で
、

物
語
も
全
く
架
空
な
も
の
で
も
な
く
、
血
に
対
し
て
な
さ
れ
た
辱
め
を

消
そ
う
と
考
え
た
（croyant effacer ainsi affront fait à son sang)

父
親
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に
よ
っ
て
海
に
落
と
さ
れ
る
話
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
、

と
言
う
。L

ouandre

に
よ
れ
ば
、
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
が
海
に
流
さ
れ

た
の
は
、
夫
を
殺
そ
う
と
し
た
か
ら
な
の
で
は
な
く
、
血
に
対
す
る
辱

め
を
消
す
た
め
だ
っ
た
と
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

 B
runel

版
の
編
者
ク
ロ
ー
ヴ
ィ
ス
・
ブ
リ
ュ
ネ
ル
（C

lovis B
runel

）

は
「
妻
に
及
ん
だ
け
が
れ
は
暴
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
妻
が
負
わ

さ
れ
る
」
２
８

と
し
て
、
妻
の
夫
へ
の
殺
意
は
む
し
ろ
今
後
自
ら
が
受
け

か
ね
な
い
懲
罰
に
対
す
る
自
衛
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。「
名
誉
を

汚
さ
れ
て
夫
に
向
か
う
妻
に
、
作
者
が
間
違
い
な
く
付
与
し
て
い
た
の

は
、
懲
罰
に
対
す
る
防
御
の
感
情
か
少
な
く
と
も
懲
罰
へ
の
挑
戦
だ
ろ

う
」
２
９

。 

 L
ouandre

やB
runel

は
、
陵
辱
さ
れ
た
妻
の
夫
へ
の
殺
意
を
説
明
す

る
の
に
、
ま
だ
起
き
て
い
な
い
父
親
に
よ
る
娘
へ
の
懲
罰
を
理
由
と
し

て
あ
げ
て
い
る
。
確
か
に
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
懲
罰
意
識
は
激
し
い
。「
そ

な
た
に
誓
っ
て
申
す
が
、
余
が
そ
の
騎
士
で
あ
れ
ば
、
髪
毛
で
か
、
茨

で
か
、
或
い
は
戒
め
の
革
紐
で
、
そ
の
女
を
樹
の
枝
に
吊
る
し
て
く
れ

よ
う
ぞ
」（
新
倉
、
１
２
-１
３
ペ
ー
ジ
）
３
０

と
即
決
の
罰
を
課
す
と
述

べ
て
い
る
。
そ
し
て
自
ら
の
娘
が
当
事
者
だ
と
知
っ
て
も
、
こ
の
激
し

さ
は
や
わ
ら
が
な
い
。「
そ
な
た
が
連
れ
戻
し
て
く
れ
た
か
ら
に
は
、
そ

な
た
の
仇
は
と
っ
た
ぞ
」（
新
倉
、
１
３
ペ
ー
ジ
）
３
１

と
。 

娘
と
婿
に
不
和
が
あ
っ
た
ら
一
般
的
に
父
親
は
ど
ち
ら
を
守
る
だ
ろ

う
。
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
よ
う
に
、
婿
と
一
緒
に
な
っ
て
娘
を
断
罪
す
る

だ
ろ
う
か
、
た
と
え
娘
が
婿
を
殺
そ
う
と
し
た
と
し
て
も
。
舅
と
婿
の

間
の
共
謀
３
２

に
は
、
血
縁
の
近
さ
よ
り
重
き
を
置
か
れ
た
別
の
価
値
観

が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
た
く
な
る
。女
の
殺
意
の
裏
に
は
、

L
ouandre

やB
runel

の
言
う
よ
う
に
、
女
に
及
ん
だ
け
が
れ
の
責
任
は

暴
力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
女
に
負
わ
せ
る
、
と
い
う
心
性
が
共
有

さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
３
３

。
父
伯
は
、
自
ら
の
血
に
お
よ
ん
だ

「
け
が
れ
」
を
消
し
去
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
陵
辱
さ
れ

た
こ
と
の
責
を
女
が
負
わ
さ
れ
う
る
こ
と
を
も
し
妻
が
知
っ
て
い
た
ら
、

陵
辱
の
証
人
で
あ
り
死
刑
執
行
人
と
も
な
り
う
る
夫
の
口
を
自
衛
の
た

め
に
封
じ
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
妻
の
殺
意
は
自
ら
に
降
り
掛
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か
っ
て
く
る
懲
罰
へ
の
予
防
的
手
段
で
は
な
か
っ
た
か
。 

 
妻
の
予
想 

本
論
で
は
日
本
語
訳
は
新
倉
俊
一
を
借
り
て
い
る
。
た
だ
し
先
に
言

っ
た
よ
う
に
新
倉
訳
の
底
本
はB

runel

版
で
あ
り
、
モ
リ
ス
英
訳
の
底

本
で
あ
るM

oland et d'H
éricault

版
と
は
異
同
が
あ
る
。
二
つ
の
版
の

詳
細
な
比
較
は
わ
れ
わ
れ
の
議
論
の
範
疇
外
で
あ
る
。
と
は
い
え
見
過

ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
異
同
一
か
所
を
上
げ
る
。
妻
が
チ
ボ
ー
を
殺
そ

う
と
す
る
瞬
間
は
、
新
倉
訳
で
は
「
奥
方
は
、
こ
れ
（
殺
さ
れ
た
賊
の

剣
）
を
拾
い
上
げ
る
と
、
チ
ボ
ー
殿
に
近
づ
き
、」（
１
１
ペ
ー
ジ
）
と

あ
る
。し
か
し
こ
こ
に
は
、Morris

版
お
よ
び
そ
の
底
本
で
あ
るM

oland 

et d'H
éricault

版
に
は
あ
る
一
文
半
が
抜
け
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。M

orris

版
で
は
、full of great ire and evil w

ill of 

that w
hich w

as befallen. F
or she doubted m

uch that he w
ould have 

her in despite for that he had seen her thus, and that he w
ould 

reprove her one w
hile and lay before her w

hat had her betid.（M
orris, 

p.330.

）。M
oland et d'H

éricault

版
で
は
、plaine de grant ire et de 

m
auvaise volonté qui li iert venue.  C

ar elle doutoit m
olt que il ne li 

en seust m
al gré de chou que il l'avoit ensi veue, et qu'il ne li 

reprouvast en aucun tans, et li m
esist devant chou k'avenu li estoit. 

（M
oland et d'H

éricault, p.177−
178.

）
と
あ
り
、
こ
の
部
分
がB

runel

版
に
は
欠
け
て
い
る
。
新
倉
訳
に
も
欠
け
て
い
る
部
分
の
拙
訳
を
示
せ

ば
、「
奥
方
は
、
こ
れ
（
殺
さ
れ
た
賊
の
剣
）
を
拾
い
上
げ
る
と
、
湧
き

上
が
っ
て
き
た
怒
り
と
邪
悪
な
気
持
ち
い
っ
ぱ
い
に
チ
ボ
ー
殿
に
近
づ

い
た
。
と
言
う
の
は
、
妻
の
こ
う
し
た
こ
と
を
見
た
こ
と
に
夫
が
不
満

を
抱
き
か
ね
ぬ
、
い
か
な
る
時
で
も
非
難
し
、
起
こ
っ
た
こ
と
を
思
い

出
さ
せ
か
ね
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」芥
川
が
見
た
と
思
わ
れ
る

M
orris

版
に
は
、
妻
の
殺
意
の
理
由
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
記
述
が
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
３
４

。 

芥
川
が
読
ん
で
い
た
は
ず
のM

orris

版
に
は
、
妻
が
未
来
を
予
想
し

て
い
た
と
書
か
れ
て
い
た
。
芥
川
は
、
女
は
陵
辱
の
責
を
自
分
が
負
わ

せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
予
見
し
て
い
た
、
と
読
ん
で
い
た
に

違
い
な
い
。
夫
が
自
分
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
、
妻
は
十
分
に
意
識
し

て
い
た
、
そ
れ
が
妻
の
殺
意
の
理
由
で
あ
る
と
芥
川
は
読
ん
で
い
た
は
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ず
だ
。 

 
テ
ィ
ボ
ー
に
よ
る
懲
罰 

夫
テ
ィ
ボ
ー
は
父
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
ほ
ど
の
苛
酷
さ
は
持
っ
て
い
な
い
。

事
件
の
あ
と
テ
ィ
ボ
ー
は
妻
を
丁
重
に
扱
う
。「
奥
方
を
引
き
取
り
、
巡

礼
の
旅
に
連
れ
出
し
た
時
と
同
様
、
奥
方
を
大
い
に
敬
い
、
心
よ
く
国

許
へ
連
れ
戻
っ
た
」（
新
倉
、
１
２
ペ
ー
ジ
）。
そ
ん
な
テ
ィ
ボ
ー
の
態

度
をL

ejeune

や
佐
藤
は
プ
レ
シ
オ
ジ
テ
３
５

と
い
う
い
さ
さ
か
時
代
錯

誤
の
用
語
で
説
明
す
る
。
確
か
に
テ
ィ
ボ
ー
の
態
度
は
、
妻
のire

や

evil w
ill

に
は
吊
り
合
わ
な
い
。 

し
か
し
こ
の
あ
と
に「
た
だ
臥
所
を
共
に
す
る
こ
と
は
別
で
あ
っ
た
」

と
い
う
一
文
が
あ
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
３
６

。『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』

と
い
う
話
が
何
を
主
題
と
し
て
い
る
か
を
思
い
出
そ
う
。
巡
礼
の
目
的

は
世
継
ぎ
を
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
両
人
の
間
に
世
継
ぎ
の
生
れ
る
の

は
神
の
思
し
召
し
に
適
わ
ず
、
こ
れ
が
夫
に
妻
に
も
大
き
な
悩
み
の
種

で
あ
っ
た
。（
略
）
こ
の
時
、
チ
ボ
ー
殿
は
ジ
ャ
ッ
ク
上
人
に
お
す
が
り

申
す
こ
と
を
思
い
つ
い
た
が
、
こ
の
上
人
こ
そ
は
、
衷
心
よ
り
頼
み
参

ら
せ
る
者
に
は
そ
の
願
い
を
聴
き
と
ど
け
給
う
お
方
で
あ
る
か
ら
で
、

早
速
、
殿
は
巡
礼
の
誓
を
立
て
た
の
で
あ
る
。」（
新
倉
、
８
-９
ペ
ー

ジ
）
と
こ
ろ
が
、
事
件
の
あ
と
夫
は
妻
を
遠
ざ
け
て
い
る
。
妻
を
修
道

院
に
あ
ず
け
、
巡
礼
の
帰
り
に
引
き
取
っ
た
あ
と
も
「
た
だ
臥
所
を
共

に
す
る
こ
と
は
別
で
あ
っ
た
」（
新
倉
、
１
２
ペ
ー
ジ
）
３
７

。
舅
に
事

件
を
語
る
と
き
に
も
「
た
だ
臥
所
を
共
に
す
る
こ
と
は
別
で
あ
っ
た
」

（
新
倉
、
１
２
-１
３
ペ
ー
ジ
）
３
８

と
念
を
押
す
。
世
継
ぎ
を
得
た
い

と
祈
願
す
る
巡
礼
の
帰
途
か
ら
、
妻
は
夫
か
ら
床
を
共
に
す
る
こ
と
を

拒
否
さ
れ
て
い
る
。
生
殖
こ
そ
が
結
婚
の
目
的
で
あ
る
と
さ
れ
た
時
代

３
９

に
、
子
を
得
る
望
み
を
断
っ
て
い
る
。
妻
は
、
父
に
海
に
流
さ
れ
る

前
に
、
夫
に
よ
っ
て
罰
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
は
、
自
分
自
身
に
責
任
が
な
い
こ
と
の
た
め
に

死
も
し
く
は
死
に
相
当
す
る
よ
う
な
迫
害
を
受
け
る
こ
と
を
予
測
し
て

い
た
４
０

。
そ
し
て
、
そ
の
予
測
こ
そ
が
、
夫
へ
の
殺
意
の
理
由
で
あ
っ

た
。芥
川
が
読
ん
で
い
た
は
ず
の
テ
ク
ス
ト
に
は
そ
う
書
い
て
あ
っ
た
。 
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Ⅲ 

真
砂
の
復
讐 

芥
川
が
手
帳
に
書
き
留
め
た「
̶
心
中
。か
け
落
ち
の
途
中 

女rape
さ
る 
男
を
殺
す 

Story beyond the sea F
rench M

ediaeval legend

」

が
『
藪
の
中
』
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、rape

さ
れ
た
女
が

抱
く
夫
へ
の
殺
意
を
ど
う
説
明
す
る
か
、
そ
れ
が
芥
川
の
テ
ー
マ
だ
っ

た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。芥
川
は
殺
害
の
実
行
者
が
誰
か
は
言
わ
な
い
。

し
か
し
真
砂
が
抱
く
殺
意
の
理
由
を
三
つ
並
べ
て
み
せ
た
。
多
襄
丸
は

「
二
人
の
男
に
恥
を
見
せ
」
た
つ
ら
さ
を
伝
え
、
武
弘
は
陵
辱
者
へ
の

恋
慕
を
疑
い
、
真
砂
は
夫
の
蔑
み
を
語
っ
て
い
る
。
真
砂
の
殺
意
の
正

体
は
何
な
の
か
、
男
た
ち
の
証
言
は
真
砂
の
発
言
の
伝
聞
も
し
く
は
推

測
に
す
ぎ
な
い
。
殺
意
の
正
体
は
真
砂
に
聞
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
。 

 

真
砂
の
気
質
と
櫛 

嫗
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
真
砂
は
「
武
弘
の
ほ
か
に
は
、
男
を
持
っ
た

事
は
」
な
く
、「
男
に
も
劣
ら
ぬ
く
ら
い
、
勝
気
の
女
で
」
あ
る
。
八
坂

寺
の
塔
の
中
へ
つ
れ
こ
ま
れ
た
あ
げ
く
、
物
盗
り
の
女
房
に
な
る
こ
と

を
受
け
入
れ
る
『
運
』
の
娘
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
な
り
ゆ
き
任
せ
で

男
を
空
し
く
待
つ
極
楽
も
地
獄
も
知
ら
ぬ
六
の
宮
の
姫
君
の
よ
う
な
、

腑
甲
斐
な
い
女
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。「
手
ご
め
に
遇
っ
た
」
か
ら

と
、
陵
辱
者
に
な
び
い
た
り
、
成
り
行
き
任
せ
に
す
る
こ
と
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
。 

木
樵
に
言
及
さ
れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
た
櫛
に
も
芥
川
は
意
味
を
付
与

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
櫛
は
、
多
襄
丸
に
抵
抗
す
る
内
に
真

砂
の
髪
か
ら
落
ち
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、『
犬
と
笛
』
の
髪
長

彦
の
頭
に
挿
し
た
金
の
櫛
と
銀
の
櫛
に
役
割
を
与
え
た
芥
川
で
あ
る
、

櫛
の
神
話
的
な
役
割
や
呪
術
的
な
力
を
意
識
せ
ず
に
武
弘
の
死
体
の
側

に
櫛
を
置
く
だ
ろ
う
か
。
黄
泉
の
国
に
妻
伊
邪
那
美
を
求
め
た
伊
邪
那

岐
が
、
変
わ
り
果
て
た
妻
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
櫛
を
投
げ
た
神
話
４
１

も

あ
る
。「
櫛
を
投
げ
る
こ
と
は
夫
婦
縁
切
り
の
呪
い
」
４
２

と
も
い
う
。

芥
川
が
木
樵
に
あ
え
て
「
二
つ
ぎ
り
」
と
断
言
さ
せ
る
遺
留
物
に
何
ら

か
の
役
割
を
与
え
て
い
る
、
と
想
像
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

勝
気
な
真
砂
は
夫
を
捨
て
る
し
る
し
と
し
て
、
櫛
を
投
げ
捨
て
た
の
か

も
し
れ
な
い
。 
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男
た
ち
の
悪
だ
く
み 

男
た
ち
を
見
て
み
よ
う
。
多
襄
丸
に
は
も
ち
ろ
ん
武
弘
に
さ
え
も
、

真
砂
は
こ
と
ば
を
持
つ
も
の
、
問
い
か
け
情
念
を
交
わ
し
合
う
主
体
と

し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
多
襄
丸
が
真
砂
を
手
に
入
れ
た
い
と
思

っ
た
の
は
、「
ち
ら
り
と
女
の
顔
が
見
え
た
」
か
ら
だ
し
、
切
れ
切
れ
の

叫
び
よ
り
も
「
そ
の
一
瞬
間
の
、
燃
え
る
よ
う
な
瞳
を
見
」
た
か
ら
で

あ
る
。
多
襄
丸
の
心
を
動
か
す
の
は
こ
と
ば
で
は
な
く
、
一
方
的
に
解

釈
す
る
顔
で
あ
り
瞳
で
し
か
な
い
。
武
弘
に
と
っ
て
も
真
砂
の
内
面
は

こ
と
ば
で
は
な
く
外
見
か
ら
推
測
す
る
し
か
な
い
。
多
襄
丸
の
こ
と
ば

に
黙
っ
て
聞
き
入
っ
て
い
る
よ
う
に
「
見
え
る
」
し
、「
妻
は
う
っ
と
り

と
顔
を
擡
げ
た
。
お
れ
は
ま
だ
あ
の
時
ほ
ど
、
美
し
い
妻
を
見
た
事
が

な
い
」
と
、
こ
と
ば
を
交
わ
せ
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
状
況
で
、
妻
の
美

し
さ
を
発
見
す
る
。
多
襄
丸
に
と
っ
て
も
武
弘
に
と
っ
て
も
、
真
砂
の

価
値
は
真
砂
自
身
の
こ
と
ば
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

見
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
男
た
ち
と
真

砂
の
間
に
は
こ
と
ば
で
互
い
の
心
を
理
解
し
あ
う
途
は
存
在
し
て
い
な

い
。 

先
に
、
男
た
ち
の
証
言
が
奇
妙
に
一
致
し
て
い
る
の
を
見
た
。
多
襄

丸
と
武
弘
の
証
言
の
中
で
さ
ら
に
奇
妙
な
の
は
、
男
た
ち
が
互
い
を
認

め
合
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
多
襄
丸
は
武
弘
の
勇
猛
さ
武
芸
を
称
え

る
「
わ
た
し
は
今
で
も
こ
の
事
だ
け
は
、
感
心
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で

す
。
わ
た
し
と
二
十
合
斬
り
結
ん
だ
も
の
は
、
天
下
に
あ
の
男
一
人
だ

け
で
す
か
ら
」
と
。
武
弘
も
多
襄
丸
に
同
情
す
る
「
お
れ
は
こ
の
言
葉

だ
け
で
も
、
盗
人
の
罪
は
赦
し
て
や
り
た
い
」。
男
た
ち
は
互
い
を
認
め

合
っ
て
共
謀
関
係
を
結
ん
で
い
る
。
ま
る
で
娘
で
あ
り
妻
で
あ
る
女
を

一
緒
に
海
に
蹴
落
と
し
た
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
と
婿
の
よ
う
に
。男
た
ち
は
、

多
襄
丸
に
よ
れ
ば
太
刀
打
ち
で
、
武
弘
に
よ
れ
ば
「
あ
の
女
は
ど
う
す

る
つ
も
り
だ
？ 

殺
す
か
、
そ
れ
と
も
助
け
て
や
る
か
？ 

返
事
は
た

だ
頷
け
ば
好
い
」
と
女
の
処
分
方
法
を
め
ぐ
る
会
話
で
、
理
解
し
合
っ

て
い
る
。
い
ず
れ
の
証
言
で
も
、
真
砂
は
男
た
ち
の
相
互
承
認
の
埒
外

に
置
か
れ
、
男
た
ち
と
真
砂
に
は
こ
と
ば
も
共
感
も
交
わ
さ
れ
な
い
。 

 
真
砂
の
罪
は 

真
砂
に
殺
意
が
あ
っ
た
こ
と
は
三
者
三
様
の
証
言
で
述
べ
ら
れ
て
い
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る
。
真
砂
に
殺
意
を
抱
か
せ
た
も
の
は
何
か
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
残

さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
『
藪
の
中
』
と
『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯

の
娘
』
と
の
事
件
の
外
貌
の
類
似
を
検
討
し
た
。
殺
意
を
抱
か
せ
た
状

況
が
類
似
し
て
い
る
の
な
ら
、
殺
意
の
理
由
も
類
似
し
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
は
、
こ
れ
か
ら
自
ら
に
訪
れ
る
と
予
想

で
き
る
攻
撃
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
殺
意
を
夫
に
向
け
た
。
真
砂
も
男

た
ち
の
攻
撃
が
ど
ち
ら
に
向
か
う
か
承
知
し
て
い
た
か
、
少
な
く
と
も

男
た
ち
の
言
動
か
ら
気
づ
い
た
は
ず
だ
。
男
た
ち
が
女
に
対
し
て
共
謀

す
る
な
ら
ば
、女
は
空
し
く
受
け
入
れ
る
か
、反
撃
す
る
か
し
か
な
い
。

男
た
ち
が
太
刀
を
交
わ
し
な
が
ら
相
互
を
認
め
合
っ
て
い
る
の
を
真
砂

が
感
じ
た
と
す
る
と
、
あ
る
い
は
陵
辱
者
と
夫
が
自
分
の
処
分
に
つ
い

て
話
し
合
う
の
を
聞
い
た
と
す
る
と
、
男
に
も
劣
ら
ぬ
く
ら
い
勝
気
な

女
は
疎
外
さ
れ
た
自
ら
を
守
ろ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
男
た
ち
が
こ
の
よ

う
に
共
謀
す
る
こ
と
を
女
が
知
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
男
た
ち
の
言
動

を
見
聞
き
す
る
前
か
ら
、
殺
意
を
抱
い
て
い
た
だ
ろ
う
。 

真
砂
の
殺
意
を
男
た
ち
へ
の
反
撃
と
読
む
の
は
読
み
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。

だ
が
、
芥
川
は
真
砂
に
、『
手
帳
２
』
の
「
女rape

さ
る 

男
を
殺
す
」

を
、
自
身
の
二
つ
の
罪
と
し
て
語
ら
せ
て
い
る
。
真
砂
は
懺
悔
の
最
後

に
「
夫
を
殺
し
た
わ
た
し
は
、
盗
人
の
手
ご
め
に
遇
っ
た
わ
た
し
は
、

一
体
ど
う
す
れ
ば
好
い
の
で
し
ょ
う
？
」
と
嘆
く
。
夫
を
殺
す
こ
と
と

手
ご
め
に
遇
う
こ
と
を
同
列
の
罪
と
並
べ
る
の
だ
が
、
物
事
の
順
番
か

ら
考
え
る
と
同
列
で
は
な
い
。
手
ご
め
に
遇
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
真
砂

に
咎
は
な
い
。
自
分
の
身
に
は
咎
が
な
い
こ
と
を
罪
と
し
て
咎
め
ら
れ

て
し
ま
う
理
不
尽
さ
、
そ
の
理
不
尽
さ
を
知
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
夫

へ
の
殺
意
と
い
う
二
番
目
の
罪
が
生
じ
る
。 

真
砂
は
腑
甲
斐
な
く
、
大
慈
大
悲
の
観
世
音
菩
薩
に
も
見
放
さ
れ
た

と
嘆
い
て
い
る
。
芥
川
に
は
、
死
に
切
れ
な
い
腑
甲
斐
な
さ
を
語
る
人

物
は
他
に
も
い
る
。
六
の
宮
の
姫
君
も
極
楽
も
地
獄
も
知
ら
ぬ
、
腑
甲

斐
な
い
女
で
あ
る
。
真
砂
は
六
の
宮
の
姫
君
の
よ
う
な
死
に
切
れ
な
い

存
在
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
真
砂
は
腑
甲
斐
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
、
死
に

切
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
真
砂
が
武
弘
を
実
際
に
殺
し
た
に
せ

よ
殺
意
を
抱
い
た
だ
け
だ
っ
た
に
せ
よ
、
真
砂
は
そ
れ
を
理
由
に
自
死

す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
自
分
を
理
不
尽
に
罰
す
る
男
た
ち
に
先
手

を
打
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
真
砂
が
生
き
延
び
る
の
は
当
然
で
は
な
い
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か
。 

 
お
わ
り
に 

『
藪
の
中
』
の
三
人
の
証
言
は
互
い
に
矛
盾
す
る
。
し
か
し
三
人
の

証
言
に
等
し
く
語
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
真
砂
が
陵
辱
さ
れ
、
夫
に
対

す
る
殺
意
を
口
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
芥
川
が
『
手
帳

２
』
に
書
き
残
し
た
「
女rape
さ
る 

男
を
殺
す 

Story beyond the 

sea F
rench M

ediaeval legend

」
か
ら
、『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』
が
芥

川
に
影
響
を
与
え
た
、
と
推
測
し
こ
の
散
文
物
語
を
検
討
し
た
。
芥
川

が
知
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
モ
リ
ス
訳
で
は
、
陵
辱
さ
れ
た
妻
が
夫
に

よ
る
非
難
を
予
測
し
て
夫
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
、
と
説
明
さ
れ
て
い

る
。
わ
れ
わ
れ
は
、『
藪
の
中
』
で
も
、
多
襄
丸
と
武
弘
が
加
害
者
と
被

害
者
と
い
う
立
場
を
超
え
て
共
謀
関
係
を
結
ん
で
い
る
こ
と
、
そ
の
共

謀
に
よ
っ
て
真
砂
一
人
が
罰
さ
れ
そ
う
に
な
る
こ
と
、
を
確
認
し
、
真

砂
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
る
殺
意
は
そ
の
理
不
尽
さ
へ
の
反
撃
で
あ
る
、

と
推
測
し
た
。 

（
２
０
１
７
年
１
１
月
２
９
日
） 

                                         

                                   

 

１ 

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
４
、
ち
く
ま
文
庫
、
１
９
８
９
年
。
多
く
の

版
で
普
及
し
て
い
る
芥
川
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
ペ
ー
ジ
数
は
示
さ
な

い
。 

２ 

海
老
井
英
次
、「「
藪
の
中
」
̶
〈
中
有
〉
の
世
界
と
自
己
劇
化
̶
」、

第
一
節
、『
芥
川
龍
之
介
作
品
論
集
成
』
第
２
巻
、
翰
林
書
房
、
１
９
９

９
年
。 

３ 

吉
田
精
一
、『
芥
川
龍
之
介
Ⅰ
』『
吉
田
精
一
著
作
集
』
第
一
巻
、
桜

楓
社
、
１
９
７
９
年
、
１
５
８
ペ
ー
ジ
。 

４ 

素
材
と
し
て
使
わ
れ
た
今
昔
物
語
以
外
に
、
影
響
を
与
え
た
と
推
定

さ
れ
る
作
品
は
多
い
。
海
老
井
英
次
に
よ
れ
ば
８
作
品
で
あ
る
。
海
老

井
前
掲
論
文
、
第
二
節
、
１
６
３
ペ
ー
ジ
。
渡
辺
正
彦
に
よ
れ
ば
、『
今

昔
物
語
』
の
よ
う
に
疑
い
よ
う
の
な
い
も
の
か
ら
評
者
の
推
測
の
域
を

出
な
い
も
の
ま
で
含
め
れ
ば
、
１
６
も
し
く
は
１
７
作
品
に
な
る
と
い

う
。「『
藪
の
中
』
に
お
け
る
〈
現
実
の
分
身
化
〉」『
国
文
学 

解
釈
と

教
材
の
研
究
』 

４
１
（
５
）、
１
９
９
６
年
。 

５ 

『
芸
術
そ
の
他
』、『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
７
、
ち
く
ま
文
庫
、
１
９

８
９
年
、
３
５
ペ
ー
ジ
。 

６ 

新
倉
俊
一
に
よ
る
。
鈴
木
信
太
郎
・
渡
辺
一
夫
共
編
、『
世
界
短
編

文
学
全
集
５ 

フ
ラ
ン
ス
文
学 

中
世
・
１
８
世
紀
』
集
英
社
、
１
９

６
３
年
。 

７ 

わ
れ
わ
れ
は
、『
手
巾
』
の
中
で
語
ら
れ
る
朝
鮮
団
扇
や
太
閤
記
十

段
目
の
操
が
単
な
る
描
写
の
た
め
の
小
道
具
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し

た
。
拙
論
「
芥
川
龍
之
介
の
『
手
巾
』
あ
る
い
は
朝
鮮
団
扇
が
露
わ
に

す
る
も
の
」『
言
語
文
化
研
究
』
第
２
４
巻
、
徳
島
大
学
、
２
０
１
６
年

参
照
。 

８ 

三
谷 
邦
明
、「
物
語
の
語
り
と
近
代
小
説--

『
薮
の
中
』
を
読
む
あ

る
い
は
一
人
称
語
り
の
饗
宴
」、『
文
学
』（
特
集 

「
語
り
」
の
言
説
）

９
（
２
）、
１
９
９
８, 

４
２
ペ
ー
ジ
。 
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９ 

『
今
昔
物
語
集
（
本
朝
部 

下
）』
岩
波
文
庫
、
２
０
０
１
年
、
３

７
０
ペ
ー
ジ
。 

１
０ 
『
手
帳
２
』『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
十
三
巻
、
岩
波
書
店
、
１

９
９
８
年
、
２
９
６
ペ
ー
ジ
。 

１
１ 

前
掲
書
、
６
２
６
ペ
ー
ジ 

１
２ G

oogle books

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。

books.google.co.jp/books?id=
8K

5IA
Q

A
A

IA
A

J&
redir_esc=

y 

１
３ 

本
稿
で
は
日
本
語
訳
と
し
て
は
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
直
接
訳
さ
れ
た

新
倉
俊
一
の
訳
を
借
り
る
が
、B

runel

版
とM

oland et d'H
éricault

版

に
異
同
が
あ
る
場
合
は
、M

orris

版
と
そ
の
底
本
で
あ
るM
oland et 

d'H
éricault

版
の
拙
訳
を
添
え
る
。 

１
４ L

ejeune, R
ita, « U

ne nouvelle française du X
IIIe siècle et un film

 
japonais de 1951 », Studi in onore di Italo Siciliano, F

irenze, O
lschki 

（B
iblioteca dell'A

rchivum
 rom

anicum
, Serie 1: Storia, letteratura, 

paleografia, vol. 86

）, 1966, t.2, pp. 637−
649

） 

１
５ 

佐
佐
木
茂
美
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
１
９
６
４
年
に
は
こ
の
件
に
つ

い
て
の
意
見
交
換
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
佐
佐
木
茂
美
、「『
ト
リ
ス
タ
ン

物
語
』
と
『
ポ
ン
テ
ュ
ウ
伯
の
娘
』 : 

あ
る
学
会
報
告
か
ら
」、『
明
星

大
学
研
究
紀
要 

日
本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
』
第
４
号
、
１
９

９
６
年
。 

１
６ 

佐
藤
輝
夫
、「
フ
ラ
ン
ス
十
三
世
紀
の
伝
綺
物
語"

ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の

娘"

の
テ
ー
マ
に
つ
い
て--

説
話
の
比
較
に
つ
い
て
の
試
み
」『
叙
事
詩

と
説
話
文
学 : 

研
究
余
滴
』早
稲
田
大
学
出
版
部
、１
９
８
５
年
所
収
。

初
出
は
『
比
較
文
学
年
誌
』
第
三
号
、
早
稲
田
大
学
、
１
９
６
６
。
こ

の
報
告
で
当
然
言
及
さ
れ
る
べ
きLejeune

の
名
が
上
げ
ら
れ
て
い
な

い
の
は
奇
妙
で
あ
る
。 

１
７ 

佐
藤
前
掲
論
文
。
引
用
中
の
等
号
式
のA

は
旅
の
夫
婦
の
妻
の
陵

辱
の
要
素
で
『
今
昔
物
語
』
に
も
『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』
に
も
共
通

す
る
要
素
、b

は
妻
の
殺
意
と
い
う
『
今
昔
物
語
』
に
は
な
い
要
素
。

佐
藤
は
『
ポ
ン
チ
ュ
ー
伯
の
娘
』
に
も
『
今
昔
物
語
』
に
も
共
通
す
る

                                        

                                        

                                        

  

 
A
+b

と
い
う
要
素
を
持
っ
た
物
語
の
祖
型
か
らb

の
要
素
が
外
れ
た
形

で
『
今
昔
物
語
』
が
成
っ
た
、
そ
し
てb

の
要
素
は
芥
川
に
よ
っ
て
復

活
さ
れ
た
、
と
推
測
す
る
。 

１
８ 

富
田
仁
、「
対
比
研
究
の
意
義
̶
芥
川
竜
之
介
『
藪
の
中
』
の
研
究

を
め
ぐ
っ
て
―
」、『
比
較
文
学
年
誌
』
第
４
号
、
早
稲
田
大
学
比
較
文

学
研
究
室
、
１
９
６
７
年
、
８
８
-１
０
９
ペ
ー
ジ
。） 

１
９ 

海
老
井
英
次
、
前
掲
論
文
、
第
二
節
。
初
出
は
「「
薮
の
中
」
論-

２-

比
較
文
学
的
考
察
よ
り
み
た
独
創
性
」、『
北
九
州
大
学
文
学
部
紀

要
』
１
３
巻
、
１
９
７
５
年
。 

２
０

渡
辺
義
愛
、「『
藪
の
中
』
の
比
較
文
学
的
考
察
」、『
上
智
大
学
仏
語
・

仏
文
学
論
集
』
１
３
、
１
９
７
９
年
。 

２
１ 

村
松
剛
、「
誤
読
さ
れ
て
き
た
『
藪
の
中
』」、『
リ
テ
レ
ー
ル
』（
春

号
） 

１
９
９
３
年
。 

２
２ 

新
倉
俊
一
訳
、
以
下
にM

orris

英
訳
版
、M

oland et d'H
éricault

版
を
示
す
。M

orris

版 for the great sham
e w

hich had befallen her 
 

M
oland et d'H

éricault

版
で
は
、por la grant honte ki avenue li estoit 

現
代
フ
ラ
ン
ス
語
で
はpour la grande honte qu'il avait vue 

２
３ L

ejeune, ibid. 

２
４ L

ejeune, ibid., p.646.  

２
５ A

lfred A
dler, «L

a F
ille du com

te de P
ontieu et H

erchanbaut de 
P

ontif, personnage de R
aoul de C

am
brai», dans R

om
ania, tom

e 71 
n°281, 1950. 

pp.108-112. 

２
６ 

こ
れ
ら
の
オ
リ
エ
ン
ト
起
源
の
挿
話
が
、
佐
藤
の
論
考
の
引
用
中

のA
+b

型
の
祖
型
の
物
型
で
あ
る
。
佐
藤
論
文
参
照
。 

２
７ C

harles L
ouandre, H

istoire d'A
bbeville et du com

té de Ponthieu 
jusqu'en 1789, troisièm

e édition, tom
e prem

ier, A
bbeville, A

ug. 
A

lexandre, 1883. 
pp.122-128. 

２
８ D

ans les civilisations rudim
entaires, on le sait, l'épouse est 

responsable de la souillure qui l'atteint, m
êm

e par violence. 
(F

auconnet, L
a responsabilité, P

aris, 1920, p.173.), B
runel, p.viii. 

２
９ A

 l'origine du conte, c'est vraisem
blem

ent un sentim
ent de 
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défense contre un châtim

ent, au m
oins un m

épris probable, que 
l'auteur a prêté à la fem

m
e déhonorée qui se retourne contre son 

m
ari. loc.cit. 

３
０ M

oland et d'H
éricault

版
で
は
、-car par la foi ke je doi à D

ieu et 
à vous que je m

olt aim
, que je euusse la D

am
e pendue à un arbre par 

les trèces, u par une rousce, u de la corroie m
eism

es, se jou autre hart 
ne peuusse trover. 

（M
oland et d'H

éricault, p.183.

）
で
あ
り
、M

orris

版
で
は
、for by the faith w

hich I ow
e unto G

od, and unto thee, 
w

hom
 m

uch I love, I w
ould have hung the L

ady by the treesses to a 
tree or to a bush, or by the very girdle, if none other cord I m

ight 
find.

（M
orris, p.332.

）
と
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
で
モ
リ
ス
に
は
誤
訳
が
あ
る
よ
う
だ
、to a bush

と
あ
る
が

by a bram
ble

と
す
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
テ
ィ
ボ
ー
が
放
り
込
ま

れ
た
の
はbram

ble-bush

、フ
ラ
ン
ス
語
で
はbuisson de rousces

で
あ

る
。
こ
こ
で
はpar une rousce

と
縄
の
代
わ
り
に
な
る
蔓
性
の
木
の
種

類
を
言
っ
て
い
る
。モ
リ
ス
はbram

ble

（
茨
）と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、

bush

（
藪
）
と
吊
る
し
あ
げ
る
木
の
形
態
に
ね
じ
れ
さ
せ
て
訳
し
て
い

る
。 

３
１ M

orris

版
で
はw

ell shalt thou avenged, since thou hast brought 
her back to m

e. (M
orris, p.333.) 

。M
oland et d'H

éricault

版
で
は
、

bien en estrés vengiés, puis que ram
enée le m

'avés. (M
oland et 

d'H
éricault, p.186.) 

３
２ 

婿
は
舅
に
と
っ
て
甥
で
あ
っ
て
血
縁
関
係
は
あ
る
。
娘
を
海
に
蹴

落
と
し
た
三
人
の
う
ち
の
一
人
は
、L

ejeune

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
父

の
後
添
え
と
の
間
に
で
き
た
弟
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
か
も
し
れ

な
い
。
先
妻
の
子
は
後
添
え
の
子
に
と
っ
て
は
遺
産
を
め
ぐ
る
競
争
相

手
か
も
し
れ
な
い
の
だ
か
ら
。
た
だ
、
こ
の
物
語
の
中
で
は
そ
う
い
っ

た
要
素
は
強
調
さ
れ
な
い
。 

３
３ 

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
心
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
普
遍
的
で

明
示
的
な
道
徳
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。「
も
し
あ
る
男
が
別
の
男

と
婚
約
し
て
い
る
娘
と
野
で
出
会
い
、
こ
れ
を
力
ず
く
で
犯
し
共
に
寝

                                        

                                        

                                        

  

 

た
場
合
は
、
共
に
寝
た
男
だ
け
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

そ
の
娘
に
は

何
も
し
て
は
な
ら
な
い
。
娘
に
は
死
刑
に
当
た
る
罪
は
な
い
。」（『
申

命
記
』
２
２
章
）
と
旧
約
聖
書
の
中
に
成
文
化
さ
れ
た
道
徳
は
あ
る
の

だ
か
ら
。 

３
４ 

こ
の
差
に
つ
い
て
は
村
松
剛
が
言
及
し
て
い
る
。「
芥
川
が
読
ん
だ

の
は
十
五
世
紀
の
改
作
版
の
英
訳
で
、
訳
者
は
ウ
イ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス

だ
っ
た
。
こ
の
改
作
で
は
殺
意
は
夫
の
彼
女
に
対
す
る
侮
蔑
に
も
と
づ

く
と
説
明
さ
れ
、
原
典
に
は
な
い
次
の
よ
う
な
文
章
が
付
け
加
え
ら
れ

て
い
た
。「
夫
は
（
中
略
）
妻
を
軽
蔑
し
、
非
難
し
続
け
、
そ
の
身
に
お

こ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
彼
女
は
う
た
が
っ

た
の
で
あ
る
。」
夫
の
「
冷
た
い
蔑
み
」
の
表
情
を
見
て
心
中
を
図
っ
た

と
い
う
真
砂
の
述
懐
が
、
こ
こ
か
ら
出
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
と
思
わ

れ
る
。」
村
松
剛
前
掲
論
文
。 

３
５ 

プ
レ
シ
オ
ジ
テ
（préciosité

）
は
フ
ラ
ン
ス
文
学
で
は
１
７
世
紀

の
用
語
と
し
て
、
社
交
上
の
気
取
り
や
文
学
的
美
的
洗
練
を
さ
す
。

Lejeune

た
ち
は
、礼
儀
や
騎
士
道
の
よ
う
な
意
味
で
使
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。 

３
６ 

佐
藤
は
「
床
こ
そ
別
に
し
て
い
る
が
（
中
略
）
優
し
く
導
き
な
が

ら
帰
国
し
た
。」（
佐
藤
、
２
０
５
ペ
ー
ジ
）
と
軽
い
譲
歩
節
と
し
て
訳

し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
節
はM

oland et d'H
éricault

版
で
もM

orris

版
で
もB

runel

版
で
も
、
文
末
に
置
か
れ
、
譲
歩
節
と
い
う
よ
り
本
文

で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
者
に
強
い
印
象
を
残
し
て
い
る
と
思
う
。 

３
７ 

新
倉
訳
に
対
応
す
るM

orris

訳
は
、save the lying a bed w

ith her. 

（M
orris, p.331.

）。M
oland et d'H

éricault

の
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
で
は
、

fors de jesir o li.(hors de gésir au lit) 

（M
oland et d'H

éricault, p.181.

） 
３
８

新
倉
訳
に
対
応
す
るM

orris

訳
は
、s ave lying in the bed w

hereas 
lay the L

ady.

（M
orris, p.332.

）。M
oland et d'H

éricault

の
フ
ラ
ン
ス

語
原
文
で
は
、fors de jesir el li ù la D

am
e gisoit.

（M
oland et 

d'H
éricault, p.183.

） 

３
９ F

landrin, Jean-L
ouis, L

e sexe et l’O
ccident, E

volution des attitudes et 
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des com

portem
ents, P

aris, Seuil, 1986.  
４
０

先
の
注
に
挙
げ
た
『
申
命
記
』
の
規
定
は
、
陵
辱
さ
れ
た
女
を
罰
し

よ
う
と
す
る
男
の
心
性
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
存
在
し
た
に
ち
が
い
な

い
。『
申
命
記
』
の
規
定
は
古
代
の
も
の
で
、
こ
の
規
定
を
必
要
と
す
る

よ
う
な
心
性
は
１
３
世
紀
に
は
も
う
な
か
っ
た
、と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
例
え
ば
７
０
年
ほ
ど
前
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
か
ら
解
放
さ
れ

た
フ
ラ
ン
ス
で
、
ド
イ
ツ
兵
と
通
じ
て
い
た
女
性
が
、
多
く
同
胞
に
よ

っ
て
断
罪
さ
れ
、
丸
刈
り
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
藤
森
晶
子
、『
丸
刈

り
に
さ
れ
た
女
た
ち 
「
ド
イ
ツ
兵
の
恋
人
」
の
戦
後
を
辿
る
旅
』
岩

波
現
代
全
書
、
２
０
１
６
年
）。
こ
の
よ
う
な
心
性
は
今
も
生
き
延
び
て

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

４
１ 

「
こ
こ
に
伊
邪
那
岐
命
、
見
畏
み
て
逃
げ
還
る
時
、
そ
の
妹
伊
邪

那
美
命
、「
吾
に
恥
見
せ
つ
。」
と
言
ひ
て
、
す
な
は
ち
黄
泉
醜
女
を
遣

わ
し
て
追
は
し
め
き
。（
中
略
）
そ
の
右
の
御
角
髪
に
刺
せ
る
湯
津
津
間

櫛
を
引
き
闕
き
て
投
げ
棄
つ
れ
ば
、
す
な
は
ち
笋
生
り
き
。
こ
を
抜
き

食
む
間
に
、
逃
げ
行
き
き
。」『
古
事
記
』
岩
波
文
庫
、
１
９
６
３
年
、

２
７
ペ
ー
ジ
。 

４
２ 

『
日
本
大
百
科
全
書
（
ニ
ッ
ポ
ニ
カ
）』
小
学
館
オ
ン
ラ
イ
ン
版
、

２
０
０
１
年
４
月
公
開
、「
櫛
」
の
項
、
井
之
口
章
次
に
よ
る
。 


