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治

は
じ
め
に

　

小
説
が
文
学
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
世
紀
は
、
産
業
と
銀
行
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
政

治
情
勢
が
比
較
的
安
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
王
政
復
古
時
代
、
イ
ギ
リ
ス
に
ひ
と
足
遅
れ
て
産
業
化
の
波
が
訪
れ
る
の
だ
が
、
産
業
の
急

速
な
発
達
に
よ
っ
て
う
ま
れ
た
の
は
、
進
歩
に
対
す
る
感
嘆
や
楽
観
主
義
よ
り
は
む
し
ろ
、
不
安
と
落
胆
の
交
錯
す
る
複
雑
な
感
情
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
産
業
化
は
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
層
で
物
質
的
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
可
能
性
を
ひ
ら
い
た
が
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

そ
の
最
先
端
に
い
た
実
業
家
や
技
術
者
の
頭
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
の
は
、
自
国
の
繁
栄
以
上
に
イ
ギ
リ
ス
の
覇
権
、
逆
に
い
え
ば
フ
ラ
ン

ス
お
よ
び
大
陸
の
国
々
の
後
れ
で
あ
っ
た
。
革
命
以
来
、
四
半
世
紀
に
お
よ
ぶ
動
乱
の
あ
と
、
比
較
的
平
和
で
あ
っ
た
王
政
復
古
期
の
一

五
年
間
を
へ
て
も
、
そ
の
凋
落
ぶ
り
は
覆
い
よ
う
も
な
く
、
一
八
三
〇
年
ご
ろ
に
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
差
は
だ
れ
の
目
に
も
明
白
な
も
の
と

な
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
綿
紡
績
は
イ
ギ
リ
ス
人
に
牛
耳
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
く
、
一
七
八
〇
年
に
三
千
ト
ン
だ
っ
た
消
費
量
が

一
八
〇
〇
年
に
は
二
万
五
千
ト
ン
、
一
八
二
〇
年
に
は
七
万
ト
ン
、
一
八
三
五
年
に
は
一
四
万
ト
ン
に
達
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
四
倍
に
も
な

っ
て
い
た（

１
）。

当
然
、
工
場
設
備
も
そ
れ
に
相
応
す
る
よ
う
に
差
が
開
く
。
他
の
領
域
で
も
概
ね
同
様
の
姿
を
呈
し
て
い
た
。
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こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
産
業
体
制
の
後
れ
に
は
い
く
つ
か
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
最
大
の
も
の
は
公
共
事
業
や
新
規
開
拓
企
業
を

背
後
か
ら
支
え
る
金
融
体
制
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
九
世
紀
前
半
、
フ
ラ
ン
ス
の
銀
行
の
状
況
は
と
い
え
ば
、
世
紀

の
は
じ
ま
り
と
と
も
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
も
と
、
フ
ラ
ン
ス
銀
行
（Banque de France

）
が
発
券
銀
行
と
し
て
創
設
さ
れ
た
が
、
そ
も

そ
も
フ
ラ
ン
ス
銀
行
券
自
体
の
流
通
は
き
わ
め
て
限
定
的
で
、
パ
リ
周
辺
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
地
方
は
と
い
う
と
、
小
規
模
な
個
人
銀

行
が
そ
の
業
務
を
行
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
は
相
当
の
貯
蓄
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
産
業
興
進
の
た

め
に
供
給
で
き
る
し
く
み
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
受
け
入
れ
た
預
金
を
も
と
に
短
期
貸
付
を
す
る
金
融
機
関
で

あ
り
、
長
期
に
わ
た
っ
て
大
き
な
資
金
を
供
給
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
な
か
っ
た
。
資
金
供
給
す
る
い
く
つ
か
の
オ
ー
ト
・
バ
ン
ク
は
あ

っ
た
も
の
の
（
そ
の
代
表
が
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
銀
行
で
あ
る
）、
不
動
産
等
の
担
保
を
と
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
た
か
ら
、
公
共
事

業
は
も
と
よ
り
、
新
規
に
起
業
す
る
た
め
の
資
金
確
保
の
目
処
が
立
た
ず
、
結
果
と
し
て
産
業
振
興
に
は
つ
な
が
り
に
く
か
っ
た
の
で
あ

る
。

　

銀
行
体
制
の
確
立
に
お
い
て
世
紀
前
半
は
過
渡
期
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
い
ま
だ
統
制
の
な
い
混
乱
の
状
況
の
な
か
で
産
業
家
と
銀
行

家
の
結
び
つ
き
に
は
恣
意
的
な
と
こ
ろ
も
多
く
、
疑
惑
の
目
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
な
事
件
に
も
事
欠
か
な
か
っ
た
。
逆
に
い
え
ば
、
銀
行

家
は
か
な
り
自
由
な
裁
量
を
も
ち
、
広
く
活
動
で
き
る
場
を
与
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
小
説
が
花
開
い
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
経
済
状
況
の
時
期
で
あ
る
。
文
学
の
な
か
に
伝
統
的
な
主
題
と
は
や
や
異

な
る
姿
で
「
金
」
が
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
新
し
い
テ
ー
マ
と
し
て
「
銀
行
」
や
「
銀
行
家
」
が
登
場
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
時
代
状
況
と
無

関
係
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
古
典
主
義
経
済
学
が
か
た
ち
を
な
す
の
も
同
じ
時
代
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
文
学
の
「
金ア
ル
ジ
ャ
ン銭」
と

経
済
学
の
「
貨モ

幣ネ

」
が
よ
り
親
密
な
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
事
態
を
も
っ
と
も
鋭
敏
に
嗅
ぎ
取
り
、
最
初
に

物
語
空
間
の
な
か
に
取
り
込
ん
だ
の
が
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
よ
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を
標
榜
す
る
小
説
家
た
ち
で
あ
っ
た
。
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本
稿
で
は
、「
銀
行
家
」
と
い
う
文
学
的
主
題
が
ど
の
よ
う
に
状
況
の
も
と
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
そ

の
準
備
作
業
と
し
て
銀
行
家
の
社
会
的
地
位
を
歴
史
的
に
確
認
し
、
物
語
空
間
の
な
か
に
ど
の
よ
う
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
か
を
吟
味
す

る
。
紙
数
の
関
係
か
ら
、
具
体
的
な
実
在
の
銀
行
家
と
文
学
的
表
象
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
次
稿
に
譲
る
。

「
成
り
上
が
り
」
の
世
紀

　

一
九
世
紀
は
「
成
り
上
が
り
」
の
時
代
で
あ
っ
た
。
堅
固
な
階
層
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
身
分
社
会
が
前
世
期
末
の
革
命
に
よ
っ

て
崩
壊
し
（
も
ち
ろ
ん
身
分
的
階
層
は
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
革
命
は
少
な
く
と
も
身
分
や
階
級
と
い
う
も
の
が
「
打
破
」
さ
れ
る

う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
人
び
と
の
意
識
に
植
え
つ
け
た
）、
下
層
階
級
出
身
者
が
社
会
に
君
臨
す
る
、
あ
る
い
は
地
方
か
ら
中
央
に
勇

躍
し
権
力
を
掌
握
す
る
こ
と
が
生
じ
う
る
時
代
へ
と
移
行
す
る
の
が
一
九
世
紀
前
半
で
あ
る
。
あ
る
者
た
ち
は
コ
ル
シ
カ
島
出
身
の
皇
帝

に
そ
れ
を
見
、
そ
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
地
方
の
下
層
階
級
を
出
自
と
す
る
『
赤
と
黒
』
の
主
人
公
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
に
も
凝

縮
さ
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、「
成
り
上
が
り
」
の
観
念
は
古
く
、
語
史
的
に
み
れ
ば
、«parvenu»

（「
成
り
上
が
っ
た
」）
と
い
う
形
容
詞
の
登
場
は

一
七
一
八
年
で
あ
り
、
類
似
表
現
の«nouveau riche»
（「
成
金
」）
も
ほ
ぼ
同
じ
時
期
（
一
七
二
一
年
）
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
確
認
で
き
る
の
は
、
一
七
世
紀
に
モ
リ
エ
ー
ル
ら
に
よ
っ
て
辛
辣
に
滑
稽
化
さ
れ
た
「
成
り
上
が
り
」
風
情
が
、
一
八
世
紀
初
頭
に
は

す
で
に
特
定
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
観
念
化
さ
れ
、
人
び
と
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
マ
リ
ヴ
ォ
ー
（Pierre 

Carlet de Cham
blain de M

aruvaux 

一
六
八
八
〜
一
七
六
三
）
の
代
表
作
の
ひ
と
つ
に
『
成
り
上
が
り
百
姓
』（Le Paysan 

parvenu 

一
七
三
四
〜
三
五
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
下
層
階
級
に
出
自
を
も
ち
な
が
ら
社
会
的
栄
達
を
は
た
す
と
い
う
現
象
は
す
で

に
一
八
世
紀
に
よ
く
目
に
す
る
事
象
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
も
成
り
立
つ
か
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
的
に
は
そ
う
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で
は
な
い
。
実
際
の
社
会
現
象
と
し
て
一
般
化
す
る
に
は
ま
だ
時
間
が
必
要
で
あ
っ
て
、
マ
リ=

エ
レ
ー
ヌ
・
ユ
エ
が
示
し
て
い
た
よ

う
に
、
た
し
か
に
首
都
パ
リ
へ
上
る
若
者
の
数
は
増
え
て
い
る
も
の
の
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
成
り
上
が
り
」
を
多
く
生
み
出
し
た
わ
け

で
は
な
い（

２
）。
植
田
祐
次
も
ユ
エ
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、「
一
七
世
紀
末
か
ら
緩
慢
化
す
る
立
身
出
世
と
い
う
名
の
成
り
上
が
り
現
象
は
、

一
八
世
紀
を
通
じ
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
」
と
し
た
う
え
で
、「
こ
の
世
紀
の
小
説
に
描
か
れ
る
成
り
上
が
り
は
、
実
は
民
衆
の
う
ち
に
潜

む
上
昇
願
望
を
作
者
が
創
造
の
世
界
に
託
し
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る（

３
）。

　

要
す
る
に
、
一
八
世
紀
は
ま
だ
、
現
実
に
「
成
り
上
が
り
」
を
実
現
で
き
る
よ
う
な
社
会
状
況
に
は
な
く
、
実
現
し
た
と
し
て
も
ご
く

例
外
的
な
事
例
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
例
外
性
ゆ
え
に
こ
そ
、
文
学
の
な
か
に
お
け
る「
成
り
上
が
り
」

は
一
層
際
立
っ
て
み
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
支
配
階
層
の
恩
恵
に
与
れ
な
い
多
く
の
人
び
と
の
心
の
う
ち
に
希
望
的
可
能
態
と
し

て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
形
象
で
あ
り
、同
時
に
上
層
階
級
か
ら
は
蔑
ま
れ
滑
稽
化
さ
れ
る
人
物
造
形
の
ひ
と
つ
で
も
あ
っ
た
。「
成
り
上
が
り
」

が
社
会
的
に
認
知
さ
れ
る
の
は
一
九
世
紀
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、「
成
り
上
が
り
」
を
構
成
す
る
最
大
の
要
素
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
金
」
で
あ
る
。«parvenu»

と
い
う
語
は
時
と
と
も
に

«nouveau riche»

と
い
う
表
現
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
く
が（

４
）、
こ
の«riche»

と
い
う
語
か
ら
も
「
金
」
と
の
か
か
わ
り
は
い
っ
そ
う

く
っ
き
り
と
透
け
て
み
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
一
九
世
紀
に
入
っ
て
急
速
に
社
会
性
を
帯
び
、
従
来
と
は
ち
が
う
階
級
意
識
の

な
か
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
主
義
経
済
の
進
展
の
な
か
で
、
富
は
貨
幣
単
位
に
よ
っ
て
数
値
に
あ
ら
わ
さ
れ
、

土
地
や
建
物
な
ど
の
実
物
資
産
も
そ
の
価
格
に
よ
っ
て
客
観
的
に
見
積
も
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、「
貴
族
」
や
「
平
民
」
と

い
う
身
分
上
の
階
級
で
は
な
く
、「
金
持
ち
」
と
「
貧
乏
」
と
い
う
か
た
ち
の
経
済
的
格
差
、
あ
る
い
は
対
立
と
し
て
可
視
的
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
金
は
そ
れ
自
体
で
は
軍
事
力
の
よ
う
な
顕
在
的
な
力
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
す
べ
て
を
買
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う「
購

買
力
」
が
他
の
あ
ら
ゆ
る
力
以
上
に
威
力
を
発
揮
す
る
時
代
が
到
来
し
た
の
だ
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
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ホ
ッ
ブ
ス
氏
が
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
富
は
力
で
あ
る
」。
だ
が
、
巨
大
な
財
産
を
獲
得
し
た
り
相
続
し
た
り
す
る
人
が
、
か
な

ら
ず
し
も
市
民
ま
た
は
軍
人
と
し
て
の
政
治
的
権
力
を
獲
得
し
た
り
相
続
し
た
り
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
か
れ
の
財
産

は
こ
の
両
者
を
獲
得
す
る
手
段
を
か
れ
に
与
え
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
の
財
産
を
た
だ
所
有
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
こ
の
ど
ち

ら
を
も
か
れ
に
も
た
ら
す
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。

　

こ
の
所
有
が
た
だ
ち
に
、
し
か
も
直
接
に
か
れ
に
も
た
ら
す
力
は
、
購
買
力
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
と
き
そ
の
市
場
に
あ
る

す
べ
て
の
労
働
、
ま
た
は
す
べ
て
の
労
働
の
生
産
物
に
た
い
す
る
一
定
の
支
配
力
で
あ
る
。
か
れ
の
財
産
の
大
き
さ
は
、
こ
の
力
の

大
き
さ
に
正
確
に
比
例
す
る
。

　

す
な
わ
ち
そ
の
財
産
で
か
れ
が
購
買
ま
た
は
支
配
し
う
る
他
の
人
々
の
労
働
の
量
、
ま
た
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
他
の
人
々
の

労
働
生
産
物
の
量
、
に
正
確
に
比
例
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
物
の
交
換
価
値
は
そ
の
所
有
者
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
う
し
た
力
の
大
き
さ
に

つ
ね
に
正
確
に
等
し
い
に
ち
が
い
な
い（

５
）。

モ
ノ
で
あ
れ
労
働
力
で
あ
れ
、
何
で
も
「
買
え
る
」
力
こ
そ
が
金
の
も
つ
価
値
な
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
貨
幣
単
位
に
よ
っ
て
整

然
と
秩
序
化
さ
れ
る
価
値
世
界
に
お
い
て
は
、
金
こ
そ
が
支
配
力
の
源
と
な
る
。「
豊
か
さ
」
が
「
金
持
ち
」
と
等
式
で
結
ば
れ
、
さ
ら

に
「
金
を
も
つ
こ
と
」
が
「
力
」
で
あ
る
よ
う
な
時
代
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。「
金
」
が
こ
の
よ
う
な
力
を
も
つ
の
は
、
資
本
主
義
的
市

場
原
理
の
成
立
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。

　

じ
つ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
生
産
が
市
場
で
の
販
売
を
目
的
に
な
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
所
得
も
そ
の
よ
う
な
販
売
に
起

因
し
て
い
る
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
統
制
的
な
市
場
か
ら
自
己
調
節
的
市
場
へ
と
移
行
す
る
の
は
、
一
八
世
紀
末
に
な
っ
て
か

ら
で
あ
る
。
重
商
主
義
は
た
し
か
に
国
家
の
政
策
と
し
て
商
業
化
を
強
力
に
推
し
進
め
は
し
た
が
、
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
「
市
場
経
済
と
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は
正
反
対
の
方
向
で
市
場
を
考
え
て
い
た（

６
）」。

つ
ま
り
、
国
家
に
よ
る
産
業
へ
の
干
渉
は
広
範
囲
に
許
容
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、

「
労
働
と
土
地
の
商
品
化
と
い
う
考
え
方

│
市
場
経
済
の
前
提
条
件

│
に
は
ひ
と
し
く
反
対
し
た
」
の
で
あ
る（

７
）。

カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン

ニ
ー
は
、「
英
仏
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
一
八
世
紀
の
最
後
の
十
年
に
入
る
ま
で
は
、
自
由
労
働
市
場
の
設
立
が
議
論
さ
れ
た
こ
と
さ
え

な
か
っ
た
」
と
断
じ
た
う
え
で
、「
一
八
世
紀
末
に
お
け
る
統
制
的
市
場
か
ら
自
己
調
節
的
市
場
へ
の
移
行
は
、
社
会
構
造
の
完
全
な
転

換
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る（

８
）。

　

経
済
が
政
治
的
領
域
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
万
能
の
力
を
も
ち
は
じ
め
る
と
、
そ
こ
で
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
清
貧
の
思
想

│
た
と
え
ば

そ
れ
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル=
ゴ
フ
が
描
き
だ
し
た
、「
金
銭
に
対
す
る
闘
い
だ
け
で
な
く
、
金
銭
の
拒
絶
を
含
」
む
托
鉢
修
道
会
の
基
本
的

行
動
方
針（

９
）や
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
中
世
社
会
に
み
た
、
モ
ノ
の
使
用
と
所
有
が
互
い
に
無
関
係
で
あ
る
よ
う
な
「
生
」
の
形

式
の
う
ち
に
精
神
的
豊
か
さ
を
も
と
め
よ
う
と
す
る
価
値
観）

10
（

の
系
譜
に
あ
る
も
の

│
は
、ご
く
限
ら
れ
た
例
外
的
な
場
へ
と
拉
致
さ
れ
、

逆
に
、
資
本
や
財
貨
と
い
っ
た
経
済
的
価
値
が
中
心
的
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
も
は
や
「
い
と
高
き

貧
し
さ
」（A

ltissim
a povertà

）
に
共
鳴
す
る
感
性
は
風
前
の
灯
に
等
し
い
。
こ
れ
に
代
わ
る
よ
う
に
「
金
持
ち
に
な
れ
」

（Enrichissez-vous

）
と
い
う
標
語
が
声
高
に
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て）

11
（

、
金
を
語
る
こ
と
へ
の
羞
恥
も
自
制
も
に
わ
か
に
薄
れ
、
経

済
的
優
位
性
が
そ
の
ま
ま
政
治
的
支
配
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。や
が
て
、社
会
制
度
以
上
に
経
済
体
制
が
優
先
さ
れ
る
に
お
よ
ん
で
、

一
九
世
紀
半
ば
以
降
、富
は
時
に
労
働
搾
取
の
結
果
と
み
な
さ
れ
、不
平
等
と
不
公
平
の
力
学
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
広
が
り
、

大
規
模
資
本
家
へ
の
富
の
集
中
が
し
だ
い
に
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
伝
統
的
な
職
人
組
合
の
再
編
成
を
試
み
、
ジ
ョ

ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド
ら
と
も
長
く
親
交
の
あ
っ
た
ア
グ
リ
コ
ル
・
ペ
ル
デ
ィ
ギ
エ
（A

gricol Perdiguier 

一
八
〇
五
〜
七
五
）
は
激
し
い

非
難
の
声
を
あ
げ
て
い
る
。「
か
れ
ら〔
金
持
ち
〕は
、
フ
ラ
ン
ス
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
金
、
富
、
資
本
を
自
分
た
ち
に
引
き
つ
け
て
い
る
。

こ
れ
を
進
歩
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
個
人
で
仕
事
を
す
る
労
働
者
を
ど
こ
に
見
出
す
こ
と
に
な
る
の
か
。
人
び
と
は
ど
う
な
る
の
か
。
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一
九
世
紀
前
半
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お
け
る
「
銀
行
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」
の
社
会
的
地
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と
文
学
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一
）（
柏
木
）

か
れ
ら
の
将
来
の
運
命
は
ど
う
な
る
の
か）

12
（

。」

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
金
が
君
臨
し
経
済
原
理
が
優
先
さ
れ
て
い
く
歴
史
的
経
緯
の
な
か
で
、
産
業
資
本
家
と
な
ら
ん
で
銀
行
家
の
役
割

が
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
あ
る
ま
い
。「
吝
嗇
家
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
の
も
と
に
個
々
の
人
格
に

張
り
つ
い
て
い
た
金
は
、
個
人
を
超
え
て
銀
行
と
い
う
巨
大
な
組
織
、
そ
し
て
そ
の
歯
車
の
ひ
と
つ
で
あ
る
銀
行
家
の
も
と
へ
吸
引
さ
れ

て
い
く
。
モ
リ
エ
ー
ル
の
『
守
銭
奴
』
か
ら
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
『
ニ
ュ
シ
ン
ゲ
ン
銀
行
』
や
ゾ
ラ
の
『
金
』
へ
の
変
化
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ

う
な
変
遷
の
文
学
的
反
映
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
同
時
に
、「
金
が
す
べ
て
」
と
い
う
価
値
観
の
専
制
は
、
金
に
支
配
さ
れ
る
ケ
チ

く
さ
い
小
市
民
を
も
造
形
す
る
。
金
持
ち
は
「
世
界
を
銀
行
紙
幣
に
し
て
折
り
た
た
み
、
財
布
の
な
か
に
入
れ
て）

13
（

」
持
ち
歩
く
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
九
世
紀
前
半
か
ら
半
ば
に
お
け
る
銀
行
家
の
急
速
な
台
頭
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
フ
ィ
ッ
ト
が
短
期
と
は
い
え
政

権
の
中
枢
に
座
っ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
よ
う
。
次
稿
で
詳
し
く
検
討
す
る
よ
う
に
、
ラ
フ
ィ
ッ
ト
こ
そ
は
純
然
た
る
地
方
出
身
者
で
あ
る

と
同
時
に
下
層
階
級
の
出
で
あ
り
、
清
貧
の
思
想
が
遠
ざ
け
て
い
た
金
を
扱
う
金
融
界
か
ら
頭
角
を
あ
ら
わ
し
、
や
が
て
社
会
の
頂
点
を

極
め
る
と
い
う
点
で
、
も
っ
と
も
一
九
世
紀
的
で
あ
る
。「
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
フ
ィ
ッ
ト
の
生
涯
は
、
そ
れ
だ
け
で
一
九
世
紀
初
期
に
お
け

る
力
学
の
す
べ
て
を
要
約
し
て
い
る）

14
（

」
と
い
う
ヴ
ィ
ル
ジ
ニ
ー
・
モ
ニ
エ
の
言
葉
は
そ
の
意
味
で
当
を
得
て
い
る
。

一
九
世
紀
前
半
の
職
業
意
識

　

銀
行
家
が
き
わ
め
て
一
九
世
紀
的
な
職
業
で
あ
っ
た
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
こ
の
地
位
は
一
般
の
人
び
と
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
世
紀
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
い
て
金
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
。
こ
の
事
態
を
如
実
に
反
映
す
る
文
学
作
品
は
い
く
ら
も
あ
る
が
、
な
か
で
も
バ
ル
ザ
ッ
ク
の『
ユ
ル
シ
ュ
ー
ル
・
ミ
ル
エ
』（U

rsule 
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一
八
四
一
）
に
は
、
孤
児
ユ
ル
シ
ュ
ー
ル
の
伴
侶
と
な
る
名
門
貴
族
の
息
子
サ
ヴ
ィ
ニ
ャ
ン
・
ポ
ル
タ
ン
デ
ュ
エ
ー
ル
が
金
の

威
力
を
ま
ざ
ま
ざ
と
認
識
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
一
週
間
の
あ
い
だ
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ャ
ン
は
い
ま
の
時
代
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
思
考
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
。
何
事
に
お
い
て
も

競
争
で
あ
る
こ
と
は
富
を
な
そ
う
と
す
る
者
に
は
た
い
へ
ん
な
労
が
も
と
め
ら
れ
る
。
非
合
法
な
や
り
口
の
ほ
う
が
公
明
正
大
な
探

求
よ
り
も
才
能
と
地
下
工
作
が
要
る
の
だ
。
社
交
界
で
の
成
功
は
、
地
位
を
与
え
て
く
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
時
間
を
浪
費
さ
せ
、
膨
大

な
金
を
喰
う
。
母
が
か
れ
に
全
能
だ
と
い
う
ポ
ル
タ
ン
デ
ュ
エ
ー
ル
と
い
う
名
前
は
パ
リ
で
は
何
の
役
に
も
立
た
な
か
っ
た
。
従
兄

の
下
院
議
員
ポ
ル
タ
ン
デ
ュ
エ
ー
ル
伯
は
、
上
院
や
宮
廷
と
対
峙
し
て
い
る
下
院
の
真
っ
只
中
で
ぱ
っ
と
し
な
か
っ
た
し
、
大
し
た

信
用
を
勝
ち
得
て
い
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。﹇
中
略
﹈
サ
ヴ
ィ
ニ
ャ
ン
は
、
演
説
家
や
下
位
の
社
会
環
境
か
ら
貴
族
に
の
ぼ
っ
て

き
た
人
び
と
、
あ
る
い
は
小
貴
族
た
ち
が
影
響
力
の
あ
る
人
物
に
な
っ
て
い
る
の
を
み
て
き
た
。
要
す
る
に
、
金
こ
そ
が
イ
ギ
リ
ス

の
社
会
を
模
し
て
ル
イ
一
八
世
が
創
ろ
う
と
し
た
社
会
の
要
（pivot

）
で
あ
り
、
唯
一
の
方
途
（unique m

oyen

）
で
あ
り
、
唯

一
の
原
動
力
（unique m

obile

）
な
の
で
あ
る）

15
（

。

こ
の
小
説
は
王
政
復
古
末
期
か
ら
七
月
王
政
初
期
に
か
け
て
の
時
期
を
背
景
と
し
て
、
遺
産
相
続
者
と
な
る
孤
児
か
ら
周
囲
に
い
る
姻
戚

者
た
ち
が
手
を
尽
く
し
て
遺
産
を
奪
お
う
と
す
る
物
語
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
の
は
、
社
会
環
境
が
も
は
や
家
柄
に
よ
っ
て
秩
序
づ

け
ら
れ
る
時
代
で
は
な
く
、
金
の
力
に
よ
っ
て
価
値
の
組
み
換
え
が
起
き
て
い
る
こ
と
を
身
に
沁
み
て
感
じ
て
い
る
人
び
と
の
姿
だ
。
社

会
の
基
本
的
構
造
を
決
定
す
る
も
の
が
、
継
承
さ
れ
る
土
地
所
有
か
ら
金
融
投
資
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　

時
代
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
核
と
す
る
中
間
層
の
拡
大
と
い
う
意
識
へ
人
び
と
を
導
い
て
い
っ
た
。
た
し
か
に
金
持
ち
と
貧
者
の
差
は
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一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
「
銀
行
家
」
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
（
一
）（
柏
木
）

あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
両
極
の
あ
い
だ
に
は
ひ
と
続
き
の
中
間
階
層
が
あ
っ
て
、
感
知
で
き
な
い
よ
う
な
な
だ
ら
か
な
傾
斜
に
よ
っ
て
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
階
層
の
あ
い
だ
に
絶
縁
や
断
絶
は
な
く
、
直
近
の
上
層
に
行
き
つ
こ
う
と
思

え
ば
そ
れ
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
逆
に
努
力
を
怠
れ
ば
下
層
に
落
ち
る
危
険
も
間
近
に
あ
る
。
互
い
の
階
層
は
、
異
な
る
階
層
に
属
す
る

者
を
絶
対
的
他
者
と
感
じ
る
ほ
ど
に
遠
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
実
際
、
一
八
三
〇
代
あ
た
り
の
記
述
に
は
、
そ
の
よ
う
な
平
等

主
義
が
浸
透
し
て
き
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
増
え
て
い
る
。
一
八
三
七
年
、
国
民
議
会
で
公
的
奨
学
制
度
が
議
論
さ
れ
た
際
、
ソ
ル

ボ
ン
ヌ
の
教
授
を
務
め
る
と
と
も
に
教
育
行
政
に
も
深
く
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
サ
ン=

マ
ル
ク
・
ジ
ラ
ル
ダ
ン
（Sain

-M
arc 

Girardin 

一
八
〇
一
〜
七
三
）
は
、
議
場
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
発
言
し
て
左
翼
系
議
員
か
ら
喝
采
を
浴
び
た
。
曰
く
、
今
日
文
明
と
知
識
を

託
さ
れ
た
階
級
た
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
さ
も
し
く
国
家
予
算
を
わ
が
も
の
に
し
て
い
て
は
な
ら
な
い
、遅
れ
た
階
級
に
手
を
差
し
の
べ
、

か
れ
ら
を
自
分
の
階
級
に
引
き
入
れ
る
べ
く
心
を
広
く
し
て
保
護
す
る
の
は
進
ん
だ
階
級
の
務
め
で
あ
り
、
名
誉
で
も
あ
る）

16
（

│
。
か
れ

は
さ
ら
に
議
論
を
進
め
て
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
階
級
を
分
け
る
考
え
か
た
そ
の
も
の
が
時
代
遅
れ
で
無
意
味
だ
と
い
う
。

も
は
や
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
も
な
け
れ
ば
階
級
も
な
く
、
顕
著
で
越
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
境
界
も
な
い
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
生
き
、

永
続
す
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
大
地
か
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
を
出
現
さ
せ
た
そ
の
方
法
に
よ
る
の
で
あ
り
、
財
産
や
栄
光
や
知
識
に
お

い
て
そ
の
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
階
級
の
な
か
に
人
間
を
求
め
続
け
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
階
級
の
な
か
に

こ
そ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
力
と
豊
穣
さ
と
未
来
を
汲
み
取
る
の
だ
。
そ
こ
に
こ
そ
自
ら
の
血
が
あ
り
、
自
ら
の
生

命
の
尽
き
ぬ
泉
が
あ
る
。
今
日
、
貴
族
階
級
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
も
も
は
や
な
い
。
あ
る
の
は
国
民
の
み
な
の

だ）
17
（

。 
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こ
の
よ
う
に
時
代
の
変
化
を
力
説
し
て
、
議
会
の
議
論
を
方
向
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　

か
つ
て
の
階
級
が
平
準
化
し
て
、
し
だ
い
に
大
き
な
社
会
的
中
間
層
を
形
成
し
て
い
く
と
い
う
実
感
は
か
な
り
共
有
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
い
わ
せ
れ
ば
、
国
家
は
「
革
命
の
おサ
ト
ゥ
ル
ナ
リ
ア

祭
り
騒
ぎ
」
の
結
果
た
る
「
万
人
の
平
等
を
宣
言
し
て
、
物
事
の
あ
ら
た
な
秩

序）
18
（

」を
確
立
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
パ
リ
で
は「
貴
族
議
員
も
店
員
も
、
公
証
人
も
砂
糖
菓
子
屋
も
同
じ
燕
尾
服
を
着
用
し
、

同
じ
言
葉
を
し
ゃ
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ひ
と
も
家
も
、
す
べ
て
は
均な
ら

さ
れ）

19
（

」
た
の
で
あ
る
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
の
夢
を
実
現
す
る

社
会
は
整
い
つ
つ
あ
っ
た
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
未
完
小
説
『
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ル
ー
ヴ
ェ
ン
』
に
も
、「﹇
…
…
﹈
も
と
か
ら
の
貴
顕
や
貴
族

が
落
ち
ぶ
れ
る
な
か
で
、
金
だ
け
が
唯
一
の
頼
り
で
あ
り
続
け
て
い
る
か
ら
で
、
何
の
心
配
も
な
く
金
が
あ
る
こ
と
こ
そ
が
良
き
こ
と
の

な
か
で
も
い
ち
ば
ん
な
の
だ）

20
（

」
と
い
う
台
詞
が
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
意
識
の
な
か
で
、
貴
族
的
価
値
は
こ
と
ご
と
く
放
擲
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
も
ち
ろ

ん
そ
う
で
は
な
い
。
旧
体
制
の
よ
う
な
階
級
と
し
て
の
貴
族
は
否
定
さ
れ
、
意
識
の
う
え
で
は
中
間
層
の
拡
大
が
進
む
な
か
、
そ
れ
は
職

業
を
介
し
た
階
級
意
識
へ
と
大
き
く
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
市
民
の
多
く
は
、
流
動
化
し
た
社
会
の
な
か
で
な
お
生
き
続
け
る
旧

貴
族
階
級
、
金
に
よ
っ
て
力
を
つ
け
た
新
貴
族
階
級
、
商
業
や
工
業
に
た
ず
さ
わ
る
者
、
職
人
、
工
場
労
働
者
な
ど
が
よ
り
複
雑
に
絡
み

合
い
な
が
ら
、
い
っ
そ
う
定
義
し
が
た
い
か
た
ち
で
存
在
し
て
い
る
格
差
を
感
じ
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
生
ま
れ
や
土
地
所
有
と
い
っ
た

わ
か
り
や
す
い
指
標
に
よ
る
階
層
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
職
に
つ
く
か
と
い
う
こ
と
に
直
接
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
階
級
意
識
で
あ

る
。

　

親
の
職
業
を
継
ぐ
の
が
当
た
り
前
で
あ
っ
た
旧
体
制
と
は
ち
が
っ
て
、
個
人
の
努
力
と
適
正
が
新
し
い
進
路
へ
の
道
を
ひ
ら
き
、
親
の

世
代
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
人
生
を
歩
む
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
、
職
業
選
択
は
格
段
に
重
要
な
問
題
に
な
っ
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。



一
一

一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
「
銀
行
家
」
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
（
一
）（
柏
木
）

　
『
マ
ガ
ザ
ン
・
ピ
ト
レ
ス
ク
』（M

agasin pittoresque

）
を
発
刊
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
シ
ャ
ル
ト
ン
（Edouard 

Charton 

一
八
〇
七
〜
九
〇
）
に
『
職
業
選
択
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』（G
uide pour le choix d'un état

）
と
い
う
興
味
深
い
著

作
が
あ
る
。
一
八
四
二
年
に
出
版
さ
れ
、
の
ち
に
版
が
改
め
ら
れ
て
『
辞
書
』
と
い
う
副
題
が
つ
け
ら
れ
る
が
、
一
九
世
紀
末
に
な
っ
て

も
版
を
重
ね
た
。
こ
の
書
に
よ
れ
ば
、
幸
福
に
な
る
た
め
の
職
業
は
以
下
の
三
つ
の
条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
一
に
生

活
に
必
要
な
も
の
を
獲
得
さ
せ
、
家
庭
を
築
く
こ
と
を
可
能
に
し
、
倹
約
に
よ
っ
て
老
後
の
た
め
の
十
分
な
ゆ
と
り
を
も
つ
こ
と
が
可
能

な
職
業
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
そ
の
職
業
は
個
人
の
能
力
の
行
使
を
促
し
、
精
神
の
緊
張
を
解
く
と
と
も
に
そ
の
涵
養
に
必
要
な
余
暇
を

も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
社
会
に
有
用
で
あ
る
こ
と
、
で
あ
る）

21
（

。

　

こ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
経
済
的
自
立
、
能
力
の
発
揮
、
社
会
的
有
用
性
の
三
つ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
第
一
は
い
う
ま
で
も

な
く
職
業
選
択
の
重
要
な
要
素
と
し
て
金
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
個
人
に
求
め
ら
れ
る
才
能
や
能
力
が
職
業
選
択
に
深
く
か
か

わ
り
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と

│
こ
れ
ら
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
支
配
の
重
要
な
側
面
で
あ
る
。
同
時
に
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
第
三
の
点

で
、
社
会
に
と
っ
て
有
用
か
否
か
と
い
う
価
値
観
で
あ
る
。
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
は
た
し
か
に
「
成
り
上
が
り
」
の
世

紀
で
あ
る
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
支
配
が
そ
の
ま
ま
金
銭
万
能
の
世
界
を
生
ん
だ
か
の
よ
う
に
み
る
の
は
短
絡
的
で
あ
ろ
う
。「
成
り

上
が
り
」の
な
か
に
も「
成
り
上
が
り
」の
ま
ま
と
ど
ま
る
者
と
、
そ
の
よ
う
に
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
者
が
い
る
の
だ
。
ア
ド
リ
ー
ヌ
・

ド
ー
マ
ー
ル
が
い
う
よ
う
に
、「
テ
ィ
エ
ー
ル
は
結
婚
以
来
、
財
産
の
確
固
た
る
地
盤
を
築
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ず
っ
と
成
り
上
が

り
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
、〈
申
し
分
の
な
い
人
び
と
〉
か
ら
見
下
さ
れ
て
い
た
」
の
に
対
し
、
ギ
ゾ
ー
は
「
一
八
一
四
年
に
は
上
流
階
級

か
ら
軽
蔑
を
も
っ
て
み
ら
れ
て
い
た
の
に
、
自
身
の
能
力
に
よ
っ
て
万
人
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
ま
で
な
っ
た）

22
（

」。
金
が
す
べ
て
で
あ
る

か
の
よ
う
な
振
舞
い
へ
と
駆
り
立
て
る
時
代
で
は
あ
っ
た
が
、
社
会
的
有
用
性
や
信
望
が
そ
の
よ
う
に
振
舞
い
を
規
制
す
る
部
分
も
少
な

く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン=

バ
テ
ィ
ス
ト
・
セ
ー
（Jean

-Baptiste Say 
一
七
六
七
〜
一
八
三
二
）
が
「
ひ
と
つ
の
職
業
の
魅
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力
と
不
快
さ
の
な
か
に
、
そ
の
職
業
に
付
随
す
る
尊
敬
と
軽
蔑
を
数
え
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
望
は
い
く
つ
か
の
職
業
に
と
っ
て

利
得
の
一
部
と
な
る
一
種
の
給
与
で
あ
る）

23
（

。」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
市
場
経
済
に
支
え
ら
れ
た
資
本
主
義
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
支
配
の
時
代
に

お
い
て
、
職
業
に
直
接
結
び
つ
い
た
新
た
な
倫
理
と
価
値
観
が
芽
生
え
、
旧
来
の
貴
族
性
と
は
異
な
る
職
業
よ
る
階
層
的
秩
序
と
価
値
が

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
意
識
の
な
か
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
だ
。
生
ま
れ
の
高
貴
さ
と
は
別
の
、
し
か
し
ま
た
、
金
そ
の
も
の
と
も
違
う
次

元
で
の
個
人
の
徳
性
に
よ
る
信
望
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
い
わ
ゆ
る
給
与
生
活
者
の
位
置
づ
け
は
芳
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
世
紀
前
半
に
は

ま
だ
中
間
管
理
職
の
概
念
が
成
立
し
て
お
ら
ず
、「
給
料
取
り
」（salaire

）の
な
か
に
は
か
な
り
の
給
与
を
得
て
い
る
者
も
存
在
し
た
が
、

こ
の
呼
び
方
自
体
に
「
金
」
を
匂
わ
せ
る
部
分
が
あ
る
の
に
く
わ
え
て
、「
雇
わ
れ
」
と
い
う
従
属
性
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
と

し
て
下
位
に
置
か
れ
て
い
た
。
あ
る
い
は
自
営
に
先
立
つ
修
行
期
間
と
み
な
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
上
位
に
位
置
し
て

い
た
の
は
、
技
師
、
企
業
や
銀
行
、
さ
ら
に
は
保
険
会
社
の
経
営
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
職
種
が
評
価
さ
れ
た
の
は
、
一
定
水
準
の
教
育

が
必
要
で
あ
り
、
教
養
と
尊
敬
が
相
伴
う
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
自
由
業
と
混
同
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る）

24
（

。
な
か
で
も
も
っ
と
も
信

用
の
置
か
れ
て
い
た
職
業
は
、
弁
護
士
、
銀
行
家
、
医
師
で
あ
っ
た
。
サ
ン=

マ
ル
ク
・
ジ
ラ
ル
ダ
ン
は
一
八
三
四
年
の
時
点
で
、「
弁

護
士
業
、
銀
行
業
、
医
師
業
、
こ
れ
が
信
用
さ
れ
る
三
つ
の
職
業
で
、
た
し
か
に
社
会
の
精
神
と
慣
習
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
民
衆
は

こ
れ
ら
三
つ
の
職
業
を
追
い
か
け
て
い
る）

25
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
の
職
業
も
歴
史
的
は
古
い
が
、
職
業
倫
理
や
信
望
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
の
は
弁
護
士
と
医
師
で
あ
る）

26
（

。
こ
れ
に
対
し
て「
金

貸
し
業
」で
あ
る
銀
行
家
は
、
本
来
信
用
が
基
本
と
な
る
は
ず
だ
が
、
尊
敬
や
信
望
と
い
っ
た
観
念
か
ら
は
ず
っ
と
遠
い
存
在
で
あ
っ
た
。

一
二
世
紀
以
降
、
十
字
軍
遠
征
に
よ
る
国
際
交
易
の
発
達
や
為
替
手
形
の
開
発
に
よ
っ
て
飛
躍
的
に
発
展
す
る
も
の
の
、
文
化
的
環
境
は

総
じ
て
こ
の
職
業
に
敵
対
的
で
、
こ
の
の
ち
も
長
ら
く
ユ
ダ
ヤ
人
の
職
業
と
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
は
繰
り
返
す
ま
で



一
三

一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
「
銀
行
家
」
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
（
一
）（
柏
木
）

も
な
い
だ
ろ
う
。
土
地
所
有
を
基
礎
と
し
た
経
済
の
な
か
で
は
、「
貨
幣
、
資
本
お
よ
び
信
用
は
、
物
々
交
換
と
《
現
物
》
支
払
い
に
対

し
副
次
的
な
役
割
し
か
果
た
さ
な
い
時
代
が
長
く
続
い
た）

27
（

」
た
め
で
あ
り
、
何
よ
り
も
教
会
が
「
金
で
金
を
生
む
こ
と
」
を
固
く
禁
じ
、

厳
し
く
そ
の
罪
を
咎
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
銀
行
家
が
目
覚
ま
し
い
社
会
的
上
昇
を
遂
げ
た
の
は
一
九
世
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
地
位
や
生
活
は
、
吝
嗇
や
貪

欲
と
い
っ
た
文
化
的
メ
タ
フ
ァ
ー
を
大
き
く
超
え
て
、
文
学
の
世
界
の
な
か
で
確
固
た
る
地
位
を
し
め
る
よ
う
に
な
る
。
別
の
言
い
方
を

す
れ
ば
、
こ
れ
は
社
会
が
資
本
主
義
的
市
場
経
済
の
原
理
を
理
解
せ
ず
に
説
明
で
き
な
く
な
っ
た
の
と
同
様
、
同
時
代
の
人
間
模
様
を
描

く
に
あ
た
っ
て
も
銀
行
家
の
存
在
を
無
視
し
て
は
著
し
く
リ
ア
リ
テ
ィ
を
欠
く
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
の
証
で
あ
る
。
資
本
主
義
経
済
を
基

盤
と
し
た
社
会
へ
の
大
き
な
変
化
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
産
業
革
命
に
よ
る
の
だ
が
、
一
般
に
産
業
革
命
と
い
え
ば
生
産
と
流
通
の
効
率

を
飛
躍
的
に
上
昇
さ
せ
た
製
造
、
器
械
、
技
術
な
ど
の
側
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
が
ち
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
モ
ー
リ
ス
・
レ
ヴ
ィ=

ル

ボ
ワ
イ
エ
ら
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
社
会
の
近
代
化
過
程
に
お
い
て
銀
行
制
度
が
果
た
し
た
役
割
は
決
定
的
で
あ
っ
た）

28
（

。
そ
の
結
果
、
銀

行
や
銀
行
家
の
存
在
は
、
た
ん
に
経
済
的
因
子
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
・
文
化
的
な
視
線
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。市
民
の
見
方
が
ど
う
で
あ
れ
、銀
行
家
が
少
な
く
と
も
文
学
の
中
で
そ
の
地
位
を
大
き
く
上
昇
さ
せ
る
の
は
、

文
学
が
リ
ア
リ
ズ
ム
を
標
榜
す
る
時
代
に
あ
っ
て
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
。

　

で
は
、
具
体
的
に
銀
行
家
は
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
と
く
に
一
九
世
紀
前
半
の
小
説
空
間
の
な
か
で

銀
行
家
の
台
頭
と
と
も
に
特
権
的
な
場
と
な
る
パ
リ
の
一
地
区
に
光
を
あ
て
て
み
よ
う
。

銀
行
家
た
ち
の
居
住
区

　

ま
だ
エ
ッ
フ
ェ
ル
塔
も
ガ
ル
ニ
エ
宮
も
な
い
一
九
世
紀
前
半
の
パ
リ
を
想
起
す
る
場
合
、
人
び
と
は
ど
の
界
隈
を
起
点
に
想
像
力
を
は



一
四

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
七
巻
第
三
号

ば
た
か
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
の
シ
テ
島
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
ヴ
ォ
ー
ジ
ュ
広
場
の
あ
る
マ
レ
地
区
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
ま
た
、
サ
ン=

ジ
ェ
ル
マ
ン
・
デ
・
プ
レ
教
会
の
周
囲
、
カ
ル
チ
エ
・
ラ
タ
ン
、
は
た
ま
た
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン=

ジ
ェ

ル
マ
ン
界
隈
だ
ろ
う
か
。

　

ど
ん
な
都
市
で
も
地
区
ご
と
に
異
な
る
相
貌
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
都
市
の
歴
史
的
発
展
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に

多
く
、
個
々
の
地
区
の
優
位
性
は
時
代
と
と
も
に
移
り
変
わ
る
。
パ
リ
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
歴
史
的
起
源
は
古
い
と
は
い
え
、
街
区
ご

と
に
多
様
性
を
も
ち
、
特
徴
と
個
性
に
彩
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
パ
リ
が
都
市
と
し
て
一
定
の
広
が
り
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
今
日
、「
パ
リ
案
内
」
の
類
の
書
で
は
、
二
〇
に
分
か
た
れ
た
行
政
区
を
基
本
に
、
そ
こ
に
位
置
す
る
歴
史
的
建
造
物
等
の
文
化

資
源
や
観
光
施
設
を
重
ね
て
紹
介
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
行
政
区
な
る
も
の
が
出
現
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
さ
な
か
、
一
七
九

〇
年
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い）

29
（

。
も
ち
ろ
ん
、
中
世
以
来
、
た
と
え
ば
殷
賑
な
商
業
活
動
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
街
角
や
特
定
の
職
人
が
多
く
住

む
地
域
と
い
っ
た
、
あ
る
種
の
佇
ま
い
は
場
所
ご
と
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
個
々
の
街
区
が
特
定
の
ま
と

ま
り
と
し
て
意
識
さ
れ
、
内
か
ら
も
外
か
ら
も
そ
の
よ
う
な
括
り
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
都
市
の
人
口
的
拡
大
と

そ
れ
に
と
も
な
う
近
代
的
な
都
市
構
造
の
形
成
の
結
果
で
あ
る
。
ど
の
国
で
も
産
業
構
造
の
変
遷
と
と
も
に
首
都
へ
と
押
し
寄
せ
る
人
口

の
動
態
が
変
化
し
、
城
壁
に
囲
ま
れ
て
い
た
中
世
都
市
の
名
残
を
し
だ
い
に
消
し
去
っ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
パ
リ
と
い
う
都
市
も
幾
度
に

も
わ
た
っ
て
城
壁
を
建
造
し
て
は
破
壊
し
な
が
ら
拡
張
を
繰
り
返
し
、
そ
の
た
び
に
人
口
が
大
幅
に
増
加
す
る
と
い
う
歴
史
を
繰
り
返
し

て
き
た
。
こ
の
都
市
が
今
日
の
よ
う
な
象
徴
性
を
獲
得
し
、
神
話
的
な
輝
き
を
は
な
っ
て
世
界
に
君
臨
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
八

世
紀
末
以
降
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
九
世
紀
の
パ
リ
の
有
閑
階
級
を
語
る
と
き
に
か
な
ら
ず
も
ち
だ
さ
れ
る
地
区
と
い
え
ば
、
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン=

ジ
ェ
ル
マ
ン
（Faubourg Saint-Germ

ain

）
界
隈
と
シ
ョ
セ
・
ダ
ン
タ
ン
（Chaussée d

'A
ntin

）
地
区
で
、
こ
れ
に
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・



一
五

一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
「
銀
行
家
」
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
（
一
）（
柏
木
）

サ
ン
＝
ト
ノ
レ
（Faubourg Saint-H

onoré

）
を
加
え
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
を
動
か
し
て
い
た
上
層
階
級
の
だ
い
た
い
の
勢
力
図
を
描
き

だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン=

ジ
ェ
ル
マ
ン
が
王
党
派
、
と
く
に
正
統
王
朝
派
の
貴
族
の
住
む
界
隈
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
の
に
対
し
、
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン
＝
ト
ノ
レ
は
、
貴
族
の
な
か
で
も
リ
ベ
ラ
ル
で
七
月
王
政
の
政
権
に
近
い
貴
族
階
級
、
そ
し

て
金
融
関
係
の
大
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
住
居
が
集
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
銀

行
家
、
女
優
、
新
し
い
邸
宅
と
い
う
、
い
か
に
も
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
華
や
か

な
生
活
が
も
っ
と
も
似
合
う
の
は
シ
ョ
セ=

ダ
ン
タ
ン
で
あ
る
。
古
典
的
な

宮
廷
の
豪
奢
で
も
な
く
、
貴
族
的
な
品
位
の
漂
う
端
正
な
優
美
で
も
な
い
、
金

銭
と
華
美
な
新
し
い
装
飾
、
そ
し
て
肉
感
的
な
艶
麗
と
妖
美
に
彩
ら
れ
た
、
ど

こ
か
成
り
上
が
り
者
の
余
臭
を
と
ど
め
る
空
気
で
あ
る
。

　

さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
、
パ
リ
の
行
政
区
が
あ
ら
わ
れ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
革

命
の
時
代
だ
が
、
現
在
の
よ
う
に
二
〇
区
に
分
け
ら
れ
た
の
は
第
二
帝
政
期
の

一
八
六
〇
年
の
こ
と
で
あ
り
（
一
八
五
九
年
六
月
一
六
日
の
法
令
に
よ
る）

30
（

）、

そ
れ
以
前
は
革
命
期
に
決
め
ら
れ
た
一
二
区
制
で
あ
っ
た）

31
（

。
一
二
の
区
の
面
積

は
ま
ち
ま
ち
で
、
右
岸
に
一
区
か
ら
九
区
、
左
岸
に
一
〇
区
か
ら
一
二
区
が
、

概
ね
西
か
ら
東
へ
と
並
ん
で
い
た
。
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン=

ト
ノ
レ
と
シ

ョ
セ=

ダ
ン
タ
ン
地
区
は
右
岸
の
一
区
と
二
区
に
、
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン

=

ジ
ェ
ル
マ
ン
地
区
は
左
岸
の
一
〇
区
に
位
置
す
る
。
一
九
世
紀
パ
リ
の
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
社
会
を
実
証
的
に
研
究
し
た
ア
ド
リ
ー
ヌ
・
ド
ー
マ
ー
ル
が
、一
、二
、

図１　12区のパリ（19世紀前半）
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一
〇
区
、
つ
い
で
一
一
区
を
「
ゆ
と
り
の
パ
リ
」（Paris de l'aisance

）
と
し
、
八
、
九
、
一
二
区
を
「
貧
困
の
パ
リ
」（Paris de la 

pauvreté

）
と
呼
ん
で
区
別
し
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
よ
い）

32
（

。
た
と
え
ば
納
税
有
権
者
（censitaire

）
の
人
口
を
み
て
も
そ
れ
は
あ
き

ら
か
だ
ろ
う
。
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
革
命
期
に
第
三
身
分
か
ら
三
部
会
（États généraux

）
へ
送
り
出
す
代
表
を

納
税
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
し
た
が
、
こ
の
制
度
は
そ
の
後
も
引
き
継
が
れ
た
。
王
政
復
古
期
（
一
八
一
五
〜
三
〇
）
に
選
挙
権
を
得
る
に

は
納
税
額
が
三
〇
〇
フ
ラ
ン
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
七
月
王
政
に
は
い
っ
て
減
額
さ
れ
た
も
の
の
（
一
八
三
一
年
四
月
以
降
）、
や

は
り
二
〇
〇
フ
ラ
ン
以
上
の
納
税
者
に
限
ら
れ
て
い
た）

33
（

。
彼
女
の
研
究
が
示
し
て
い
る
よ
う
に）

34
（

、
一
八
四
二
年
に
お
け
る
人
口
千
人
当
た

り
の
有
権
者
の
割
合
は
二
区
が
い
ち
ば
ん
多
く
、
つ
づ
い
て
三
区
、
四
区
が
三
〇
人
を
超
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
区
と
右
岸
の
一
〇
区
、

一
一
区
が
二
〇
名
を
超
え
て
い
る
。
一
定
以
上
の
税
額
を
納
め
る
者
、
す
な
わ
ち
相
対
的
に
富
裕
な
者
が
パ
リ
の
西
側
半
分
に
集
中
し
て

い
た
こ
と
が
、
こ
れ
を
み
て
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
一
二
区
の
数
値
は
際
立
っ
て
低
い
。『
ゴ
リ
オ
爺
さ
ん
』
で
ヴ
ォ
ー
ト
ラ
ン

や
ラ
ス
テ
ィ
ニ
ャ
ッ
ク
が
生
活
し
て
い
た
ヴ
ォ
ー
ケ
ー
ル
館
は
、
ま
さ
に
一
二
区
に
あ
っ
た
。

　

一
八
世
紀
以
降
、
裕
福
な
金
融
業
者
が
住
居
を
も
と
め
た
の
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
右
岸
の
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン=

ト
ノ
レ
を
含

む
旧
一
区
で
あ
り
、
そ
の
後
、
一
八
世
紀
末
か
ら
二
区
の
シ
ョ
セ=

ダ
ン
タ
ン
を
中
心
と
す
る
地
域
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の

地
名
は
銀
行
家
や
金
融
資
本
家
の
地
理
的
象
徴
と
な
っ
て
い
く
。
以
下
、
シ
ョ
セ=

ダ
ン
タ
ン
地
区
に
焦
点
を
絞
り
な
が
ら
、
銀
行
家

と
パ
リ
の
地
理
的
関
係
を
描
い
て
み
よ
う
。

ギ
マ
ー
ル
邸

　

両
大
戦
の
あ
い
だ
に
、
一
九
世
紀
の
パ
リ
、
と
く
に
グ
ラ
ン
・
ブ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
ル
周
辺
の
賑
わ
い
を
活
写
し
た
ジ
ュ
ー
ル
・
ベ
ル
ト
ー

（Jules Bertaut 

一
八
八
七
〜
一
九
五
九
）
も
一
九
世
紀
初
め
の
こ
ろ
の
シ
ョ
セ=
ダ
ン
タ
ン
通
り
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い



一
七

一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
「
銀
行
家
」
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
（
一
）（
柏
木
）

る
。　

﹇
…
…
﹈
金
融
家
、
銀
行
家
は
だ
れ
彼
な
し
に
供
応
し
、
絶
え
ず
客
を
も
て
な
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
宝
石
で
身
を
飾
ら
せ
、

モ
ン
・
ブ
ラ
ン
通
り（
今
日
の
シ
ョ
セ
＝
ダ
ン
タ
ン
通
り
）の
ほ
う
に
そ
び
え
る
新
し
い
家
々
に
豪
奢
に
住
ま
わ
せ
て
い
る
愛
人
を
、

み
な
見
せ
び
ら
か
す
の
だ
。
こ
の
界
隈
は
高
級
な
色
事
の
中
心
地
に
な
っ
て
い
て
、
今
日
な
ら
「
高
等
娼
婦
」（dem

i-castors

）

と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
女
性
た
ち
が
住
ん
で
い
た）

35
（

。

　

ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
っ
て
大
革
命
の
混
乱
が
か
た
ち
の
う
え
で
終
息
し
た
と
は
い
え
、
革
命
の
あ
と
に
残
さ
れ
た
人
び
と
の
心
は
と
い
え

ば
、
自
分
の
居
場
所
を
み
つ
け
ら
れ
な
い
、
平
衡
を
失
っ
た
よ
う
な
感
覚
の
な
か
に
あ
っ
た
。
た
ま
さ
か
大
胆
さ
と
運
で
つ
か
ん
だ
地
位

を
わ
が
物
と
し
、
不
安
定
な
「
い
ま
」
を
目
い
っ
ぱ
い
生
き
る
│
戦
争
の
合
間
に
も
ど
っ
て
き
た
軍
人
た
ち
は
パ
リ
に
そ
の
よ
う
な
空
気

を
も
ち
込
ん
だ
。
七
面
倒
く
さ
い
礼
儀
や
作
法
や
形
式
は
省
略
し
て
目
の
前
の
実じ
つ

を
と
る
。
明
日
の
幸
せ
で
は
な
く
今
日
の
快
楽
に
身
を

ゆ
だ
ね
る
の
だ
。
第
一
帝
政
ほ
ど
腐
敗
し
て
い
た
時
代
は
な
い）

36
（

、
と
い
わ
れ
る
の
は
、
革
命
と
そ
れ
に
続
く
戦
争
の
な
か
で
、
急
に
成
り

上
が
っ
た
金
満
家
や
か
れ
ら
に
囲
わ
れ
る
娼
婦
、
財
産
を
失
っ
た
亡
命
貴
族
や
臆
面
も
な
く
振
る
舞
う
軍
人
た
ち
が
互
い
に
入
り
乱
れ
、

享
楽
の
刹
那
を
生
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
っ
と
も
し
っ
か
り
し
た
基
盤
を
も
っ
て
い
の
は
銀
行
家
で
あ
っ
た
。
以
後
、

銀
行
家
と
娼
婦
の
関
係
は
、
こ
の
界
隈
を
中
心
に
一
九
世
紀
文
学
を
通
じ
て
繰
り
返
し
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
グ
ラ
ン
・
ブ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
ル
の
外
に
位
置
す
る
こ
の
地
区
は
、
一
八
世
紀
に
大
き
く
変
貌
を
遂
げ
る
。
当
時
の
地
図
を
み

れ
ば
あ
き
ら
か
だ
が
、
世
紀
後
半
に
目
を
瞠
目
す
る
よ
う
な
勢
い
で
都
市
化
が
進
み
、
あ
た
ら
し
い
道
が
つ
く
ら
れ
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
邸
宅

が
建
て
ら
れ
た
。
も
と
も
と
こ
の
地
区
の
大
部
分
は
、
三
位
一
体
修
道
会
（
マ
ト
ゥ
リ
ヌ
ス
修
道
会
）
が
所
有
し
て
い
た
菜
園
で
あ
っ
た
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図３　1850年のショセ=ダンタン



一
九

一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
「
銀
行
家
」
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
（
一
）（
柏
木
）

が
、
一
八
世
紀
半
ば
ご
ろ
か
ら
大
々
的
に
不
動
産
投
資
の
対
象
と
な
り
、
多
く
の
私
邸
が
新
古
典
主
義
建
築
の
筆
頭
で
あ
る
ニ
コ
ラ
・
ル

ド
ゥ
ー
（Claude-N

icolas Ledoux 

一
七
三
六
〜
一
八
〇
六
）
を
は
じ
め
、
パ
リ
の
証
券
取
引
所
を
設
計
し
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ブ

ロ
ン
ニ
ヤ
ー
ル
（A

lexandre-T
héodore Brongniart 

一
七
三
九
〜
一
八
一
三
）、
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
森
に
建
つ
シ
ャ
ト
ー
・
ド
・
バ
ガ

テ
ル
で
有
名
な
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
（François-Joseph Bélanger 

一
七
四
四
〜
一
八
一
八
）、
オ
デ
オ
ン
座
の
設
計
者
の
ひ

と
り
で
あ
る
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
ヴ
ァ
イ
イ
（Charles de W

ailly 

一
七
三
〇
〜
九
八
）
と
い
っ
た
名
だ
た
る
建
築
家
に
よ
っ
て
建
設
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

旧
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム

体
制
の
崩
壊
ま
で
レ
・
ポ
ル
シ
ュ
ロ
ン
（Les Porcherons

）
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
の
地
域
は
、
一
八
世
紀
半
ば
ま
で
は
ほ
と
ん
ど

何
も
な
い
農
地
で
、
名
称
も
レ
・
ポ
ル
シ
ュ
ロ
ン
と
い
う
一
家
が
所
有
し
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る）

37
（

。
東
西
で
い
え
ば
、
今
日
の
サ
ン
＝

ラ
ザ
ー
ル
駅
の
東
側
か
ら
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
モ
ン
マ
ル
ト
ル
通
り
あ
た
り
ま
で
、
南
北
で
い
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
オ
ペ
ラ
座（
ガ
ル
ニ
エ
宮
）

の
背
後
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
通
り
よ
り
北
側
で
、
ト
リ
ニ
テ
教
会
と
ノ
ー
ト
ル=

ダ
ム
・
ド
・
ロ
レ
ッ
ト
教
会
を
結
ぶ
線
の
南
側
に
位
置

す
る
一
帯
で
あ
る
。
一
四
世
紀
初
め
に
は
、
一
家
は
当
時
の
ポ
ル
シ
ュ
ロ
ン
通
り
（
ほ
ぼ
現
在
の
サ
ン
＝
ラ
ザ
ー
ル
通
り
に
あ
た
る
）
に

面
し
て
城
館
を
建
設
し
て
い
た
（
一
三
一
〇
年
）
が
、
一
八
世
紀
の
半
ば
に
な
っ
て
も
「
広
大
な
野
菜
畑
し
か
み
え
ず
、
遠
く
距
離
を
お

い
て
田
園
風
の
建
物
と
宗
教
的
建
造
物
が
ま
ば
ら
に
あ
っ
た）

38
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」
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
世
紀
後
半
に
な
っ
て
急
速
に
発
展
し
始
め
る
の
で

あ
る
。
一
八
世
紀
末
か
ら
王
政
復
古
に
か
け
て
、
こ
れ
ら
の
土
地
や
建
築
物
を
取
得
し
た
の
は
新
た
に
富
を
得
た
も
の
た
ち
、
多
く
は
金

融
関
係
者
、
売
れ
っ
子
の
女
優
、
オ
ペ
ラ
座
の
踊
り
子
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
こ
の
地
区
の
そ
の
よ
う
な
特
性
を
象
徴
的
に
示
す
建
造
物
が
あ
る
。
ギ
マ
ー
ル
館
と
よ
ば
れ
て
い
た
邸
宅
で
、
ニ
コ
ラ
・
ル
ド

ゥ
ー
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
名
の
と
お
り
、
一
八
世
紀
後
半
を
代
表
す
る
オ
ペ
ラ
座
の
踊
り
子
、
マ
リ
ー=

マ
ド
レ
ー
ヌ
・

ギ
マ
ー
ル
嬢
（M

arie-M
adeleine Guim

ard 

一
七
四
三
〜
一
八
一
六
）
の
た
め
に
一
七
七
〇
年
か
ら
七
三
年
に
か
け
て
建
築
さ
れ
た
。
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場
所
は
シ
ョ
セ=

ダ
ン
タ
ン
通
り
に
あ
り
、「
テ
ル
プ
シ
コ
ラ
の
神
殿
」（T

em
ple de 

T
erpsichore

）
と
も
呼
ば
れ
（
ち
な
み
に
テ
ル
プ
シ
コ
ラ
と
は
ギ
リ
シ
ャ
語
で
「
舞
踊

の
楽
し
み
」
を
意
味
し
、
ミ
ュ
ー
ズ
の
ひ
と
り
で
踊
り
の
女
神
）、
当
時
パ
リ
で
も
っ
と

も
有
名
な
建
物
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
画
家
フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
（Jean

-H
onoré 

Fragonard 

一
七
三
二
〜
一
八
〇
六
）
が
装
飾
し
、
庭
に
は
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
捧
げ
ら
れ

た
神
殿
が
設
え
ら
れ
て
い
た
。
館
の
正
面
円
柱
（
ペ
リ
ス
タ
イ
ル
）
に
は
ア
ポ
ロ
ン
が
テ

ル
プ
シ
コ
ラ
に
冠
を
授
け
る
彫
刻
が
あ
り
、
建
物
の
名
も
こ
れ
に
由
来
す
る
。
踊
り
子
ギ

マ
ー
ル
嬢
を
テ
ル
プ
シ
コ
ラ
に
擬
し
て
の
意
匠
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

ギ
マ
ー
ル
嬢
と
い
え
ば
、
踊
り
の
才
能
の
み
な
ら
ず
奔
放
か
つ
放
蕩
な
生
活
で
も
知
ら

れ
、
多
く
の
男
性
が
彼
女
と
関
係
を
も
っ
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
革
命
を
率
い
る
こ
と
に

な
る
著
名
な
政
治
家
ミ
ラ
ボ
ー
伯
（Com

te de M
irabeau 

一
七
四
九
〜
九
一
）、
オ
ル

レ
ア
ン
公
（Louis-Philippe d

'O
rléans 

一
七
四
七
〜
九
三
）、
ロ
コ
コ
芸
術
を
代
表
す

る
画
家
の
フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
な
ど
も
い
る
。
こ
の
フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
に
館
の
装
飾
を
命
じ
た
の

が
彼
女
の
パ
ト
ロ
ン
の
ひ
と
り
、
ス
ー
ビ
ー
ズ
公
、
す
な
わ
ち
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
ロ
ア
ン

（Charles de Rohan, prince de Soubise 

一
七
一
五
〜
八
七
）
で
、
当
時
、
遊
蕩
と
道
楽
で
つ
と
に
知
ら
れ
て
い
た
人
物
で
あ
る
。

一
時
は
閣
僚
を
つ
と
め
る
な
ど
、
君
寵
を
欲
し
い
ま
ま
に
し
た
が
、
娘
婿
の
破
産
に
よ
っ
て
、
政
権
中
枢
か
ら
身
を
引
か
ざ
る
を
得
な
く

な
り）

39
（

、
ギ
マ
ー
ル
嬢
と
の
関
係
も
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
そ
の
結
果
、
彼
女
は
経
済
的
困
窮
に
陥
り
、
つ
い
に
は
こ
の
館
を
手
放
す
決
意

に
い
た
る
の
で
あ
る
。

図４　ギマール邸
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ギ
マ
ー
ル
嬢
に
つ
い
て
は
エ
ド
モ
ン
・
ゴ
ン
ク
ー
ル
が
評
伝
を
残
し
て
い
て
、こ
の
館
に
つ
い
て
も
か
な
り
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
「
テ
ル
プ
シ
コ
ラ
の
神
殿
」
の
開
館
は
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
館
の
二
階
に
は
五
〇
〇
名
収
容

で
き
る
劇
場
が
備
え
ら
れ
て
い
て
、
一
七
七
二
年
一
二
月
の
初
旬
と
予
告
さ
れ
た
開
館
の
日
に
は
、
そ
こ
で『
ア
ン
リ
四
世
の
狩
り
遊
び
』

（La Partie de chasse de H
enri IV

）
と
『
酒
に
真
実
あ
り
』（La V

érité dans le vin

））
40
（

が
上
演
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
券
を
も
と
め
て
大
騒
ぎ
に
な
っ
た
の
だ）

41
（

。
結
局
、
一
二
月
八
日
の
開
館
の
日
に
は
、
錚
々
た
る
面
々
が
集
ま
り
、
オ
ル
レ

ア
ン
公
（Philippe d

'O
rléans

）、
ラ
・
マ
ル
シ
ュ
伯
（
コ
ン
テ
ィ
公
））

42
（

ら
の
顔
も
あ
っ
た
。
女
性
も
当
時
の
パ
リ
の
第
一
級
の
美
女
た

ち
が
集
っ
た
と
い
う）

43
（

。

　

さ
て
、
ス
ー
ビ
ー
ズ
公
が
経
済
的
困
窮
に
陥
り
、
ギ
マ
ー
ル
嬢
を
捨
て
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
こ
の
と
き
、
す
で
に

彼
女
も
齢
四
〇
を
超
え
て
お
り
、
こ
の
年
齢
で
後
ろ
盾
を
な
く
し
た
踊
り
子
に
と
っ
て
と
る
べ
き
道
は
邸
宅
を
売
り
に
出
す
こ
と
し
か
な

か
っ
た
。
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
彼
女
が
と
っ
た
の
は
「
籤
」
に
よ
る
競
売
と
い
う
方
式
で
、
籤
を
二
五
〇
〇
本
発
行
し
（
一
本
あ
た
り

一
二
〇
フ
ラ
ン
）、
合
計
額
が
三
〇
万
フ
ラ
ン
と
な
る
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
を
販
売
し
た
の
で
あ
る
。
た
っ
た
一
本
の
籤
で
こ
れ
を
引
き

当
て
た
の
は
ロ
ー
伯
爵
夫
人
（com

tesse de Lau
）
と
い
う
女
性
で
あ
っ
た
が
、
館
は
す
ぐ
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
出
身
の
銀
行
家
ジ
ャ
ン=

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ペ
レ
ゴ
ー（Jean Frédéric Perrégaux 
一
七
四
四
〜
一
八
〇
八
）に
転
売
さ
れ
た
。
ペ
レ
ゴ
ー
の
も
と
で
修
業
を
し
、

一
九
世
紀
の
大
銀
行
家
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
フ
ィ
ッ
ト
は
ま
さ
に
こ
の
建
物
か
ら
ス
タ
ー
ト
を
切
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
も
象
徴
的
な

館
と
い
え
よ
う
。

　

ペ
レ
ゴ
ー
に
つ
い
て
は
、
次
稿
で
詳
し
く
述
べ
る
と
し
て
、
こ
の
邸
宅
の
周
辺
に
は
、
ま
さ
に
金
融
界
の
巨
頭
た
ち
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
自

宅
を
築
造
し
た
。
す
ぐ
隣
の
邸
宅
は
当
時
財
務
長
官
で
あ
り
ス
タ
ー
ル
夫
人
の
父
で
も
あ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ケ
ル
（Jacques N

ecker 

一
七
三
二
〜
一
八
〇
四
）
が
建
て
た
も
の
。
か
れ
も
ま
た
、
も
と
も
と
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
出
身
の
銀
行
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
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い
。
若
く
し
て
パ
リ
に
出
る
や
頭
角
を
あ
ら
わ
し
、
テ
リ
ュ
ソ
ン=

ヴ
ェ
ル
ネ
銀
行
に
入
り
、
そ
の
の
ち
共
同
経
営
者
と
な
っ
て
、
七

年
戦
争
の
終
結
と
と
も
に
莫
大
な
財
産
を
築
い
て
い
た
の
で
あ
る）

44
（

。
新
興
住
宅
地
シ
ョ
セ=

ダ
ン
タ
ン
地
区
は
こ
の
よ
う
に
、
ス
イ
ス

出
身
の
銀
行
家
た
ち
が
多
く
住
ん
で
お
り
、
パ
リ
の
な
か
で
も
ス
イ
ス
系
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
精
神
の
漲
る
ト
ポ
ス
を
形
成
し
て
い
た
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。

文
学
空
間
を
拓
く
銀
行
家
た
ち

　

シ
ョ
セ=

ダ
ン
タ
ン
通
り
の
あ
た
り
は
、
こ
の
よ
う
に
金
融
界
の
大
物
た
ち
が
邸
宅
を
建
て
る
地
区
に
変
貌
し
て
い
っ
た
。
一
九
世

紀
前
半
、
王
政
復
古
期
か
ら
本
格
的
に
開
発
さ
れ
て
く
る
こ
の
界
隈
は
当
然
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
『
人
間
喜
劇
』
の
世
界
に
お
い
て
も
重
要

な
ト
ポ
ス
と
な
っ
て
い
る
。
銀
行
家
を
中
心
と
す
る
新
し
い
資
産
家
、
経
済
の
主
役
が
土
地
か
ら
金
に
変
わ
り
、
信
用
と
投
機
を
手
玉
に

と
っ
て
か
た
ち
の
な
い
株
式
や
為
替
の
操
作
で
巨
万
の
富
を
積
み
上
げ
る
金
融
家
の
ま
わ
り
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
人
物
た
ち

│
そ
の
よ

う
な
人
間
模
様
を
描
く
小
説
世
界
に
は
欠
か
せ
ぬ
存
在
で
あ
る
娼
婦
や
女
優
た
ち
も
ま
た
、
こ
の
地
域
を
足
場
に
す
る
よ
う
に
な
る
の
で

あ
る
。

　
『
人
間
喜
劇
』
で
有
名
な
銀
行
家
と
い
え
ば
ニ
ュ
シ
ン
ゲ
ン
男
爵
で
あ
ろ
う
。
王
政
復
古
の
一
八
二
〇
年
代
、
男
爵
の
館
が
建
っ
て
い

た
の
は
サ
ン
＝
ラ
ザ
ー
ル
通
り
（rue Sait-Lazare

）
で
あ
る
。『
ゴ
リ
オ
爺
さ
ん
』
に
こ
の
街
並
み
の
簡
単
な
記
述
が
あ
る
。

　

ラ
ス
テ
ィ
ニ
ャ
ッ
ク
は
サ
ン
＝
ラ
ザ
ー
ル
通
り
に
着
い
た
。
そ
こ
は
、
パ
リ
の
綺
麗
さ

0

0

0

を
な
し
て
い
る
細
い
円
柱
と
狭
い
柱
廊
の

あ
る
あ
の
軽
妙
な
家
々
の
ひ
と
つ
、
ス
タ
ッ
コ
や
大
理
石
の
モ
ザ
イ
ク
を
敷
か
れ
た
階
段
の
踊
り
場
な
ど
高
価
な
意
匠
を
ふ
ん
だ
ん

に
取
り
入
れ
た
、
ま
さ
し
く
銀
行
家
の
家
で
あ
っ
た）

45
（

。
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こ
の
街
区
に
並
ん
で
い
た
の
は
、
プ
レ
イ
ヤ
ッ
ド
版
の
注
釈
者
も
記
し
て
い
る
と
お
り
、「
パ
ッ
ラ
ー
デ
ィ
オ
様
式
を
フ
ラ
ン
ス
に
適

用
し
た
建
築
家
た
ち
に
よ
っ
て
一
八
世
紀
の
末
に
建
て
ら
れ
た
瀟
洒
な
家
）々
46
（

」
で
あ
る
。
こ
こ
で
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
こ
の
家
を
「
ま
さ
し
く

銀
行
家
の
家
」（une véritable m

aison de banquier

）
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
み
た
ギ
マ

ー
ル
嬢
邸
と
同
種
の
こ
う
し
た
様
式
は
、
一
八
二
〇
年
前
後
の
人
び
と
の
眼
に
は
銀
行
家
が
住
む
典
型
的
で
モ
ダ
ン
な
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
『
ゴ
リ
オ
爺
さ
ん
』
で
ゴ
リ
オ
の
娘
と
結
婚
し
た
銀
行
家
ニ
ュ
シ
ン
ゲ
ン
男
爵
だ
が
、『
娼
婦
の
栄
光
と
悲
惨
』
で
は
娼
婦
エ
ス
テ
ル
・

ゴ
プ
セ
ッ
ク
に
恋
の
炎
を
燃
や
す
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
エ
ス
テ
ル
が
住
ん
で
い
た
の
も
や
は
り
旧
二
区
、
サ
ン
＝
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
通

り
だ
。
こ
の
街
区
は
、
ノ
ー
ト
ル=
ダ
ム
・
ド
・
ロ
レ
ッ
ト
通
り
と
と
も
に
、
王
政
復
古
期
に
造
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
エ
ス
テ
ル
は
最
初
か
ら
サ
ン
＝
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
通
り
に
住
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
。『
娼
婦
の
栄
光
と
悲
惨
』
の
「
娼

婦
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
恋
を
す
る
か
」
と
題
さ
れ
た
第
一
部
冒
頭
、
オ
ペ
ラ
座
の
舞
踏
会
に
仮
面
を
つ
け
て
リ
ュ
シ
ア
ン
・
ド
・
リ
ュ
バ

ン
プ
レ
に
連
れ
ら
れ
て
あ
ら
わ
れ
た
エ
ス
テ
ル
で
あ
っ
た
が
、「
し
び
れ
え
い
」（La T

orpille

）
の
異
名
を
と
る
娼
婦
で
あ
る
こ
と
が
見

破
ら
れ
、
傷
心
の
う
ち
に
自
宅
に
戻
っ
て
自
殺
を
図
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
と
き
、
彼
女
の
自
宅
が
あ
っ
た
の
は
ラ
ン
グ
ラ
ー
ド
通
り（rue 

de Langlade

）
で
あ
る
。
こ
の
通
り
は
パ
レ
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
の
西
側
、
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
通
り
と
サ
ン=

ト
ノ
レ
通
り
と
ヌ
ー
ヴ=

デ=

プ
テ
ィ=

シ
ャ
ン
通
り
（
現
在
の
プ
テ
ィ=

シ
ャ
ン
通
り
）
に
囲
ま
れ
た
部
分
に
あ
り
、
こ
れ
ら
華
や
か
な
通
り
の
雰
囲
気
と
対
照
を

な
す
陰
鬱
な
一
角
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
オ
ペ
ラ
通
り
の
開
削
に
よ
っ
て
消
失
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
狭
く
暗
い
泥
だ
ら
け
の
小
路
で
は
、
外
観
に
ほ
と
ん
ど
意
を
払
わ
な
い
生
業
（industries

）
が
営
ま
れ
て
い
る
が
、

夜
に
な
る
と
謎
め
い
た
、
大
い
に
対
照
を
な
す
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
の
で
あ
っ
た
。
産
業
（Industrie

）
や
モ
ー
ド
（M

ode

）
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や
芸
術
工
芸
（A

rts

）
の
さ
ま
ざ
ま
な
傑
作
が
光
を
放
ち
、
群
集
が
ひ
き
も
切
ら
ず
ひ
し
め
く
サ
ン=

ト
ノ
レ
や
ヌ
ー
ヴ=

デ=
プ
テ
ィ=

シ
ャ
ン
や
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
と
い
っ
た
通
り
の
、
光
に
満
ち
た
場
所
か
ら
戻
っ
て
く
る
と
、
宵
の
パ
リ
を
知
ら
な
い
人
間

な
ら
、
空
に
ま
で
反
射
し
て
い
る
あ
の
微
光
を
取
り
巻
く
迷
路
の
よ
う
な
小
路
の
な
か
に
落
ち
て
、
陰
鬱
な
恐
怖
の
よ
う
な
も
の
に

と
ら
れ
え
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い）

47
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こ
こ
で
バ
ル
ザ
ッ
ク
は«industrie»

と
い
う
語
を
二
度
使
っ
て
い
る
。
一
方
は
複
数
形
で
語
頭
は
小
文
字
で
あ
る
の
に
対
し
、
他
方
は
、

続
く
「
モ
ー
ド
」
と
「
芸
術
工
芸
」
の
語
と
と
も
に
単
数
か
つ
大
文
字
で
始
め
ら
れ
て
い
る
。
前
者
が
古
い
時
代
か
ら
続
く
小
規
模
の
稼

業
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
後
者
は
一
九
世
紀
が
う
み
だ
し
た
近
代
の
「
産
業
」
で
あ
ろ
う
。
王
政
復
古
の
時
代
か
ら
最

新
流
行
を
売
る
店
が
街
に
彩
り
を
添
え
は
じ
め
る
こ
と
は
繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
販
売
さ
れ
る
商
品
は
、
最
新
の
工
芸
技
術
と

流
行
と
産
業
が
合
体
し
て
こ
そ
得
ら
れ
る
「
傑
作
」
で
あ
り
、
新
旧
を
も
っ
と
も
対
照
的
に
映
し
出
す
品
で
あ
っ
た
。
小
説
の
作
者
は
お

そ
ら
く
こ
れ
ら
を
こ
の
世
紀
の
象
徴
と
し
て
大
文
字
で
並
べ
、
そ
れ
ら
が
照
ら
す
輝
き
と
華
や
か
さ
に
満
ち
た
街
区
の
あ
い
だ
に
忘
れ
去

ら
れ
た
よ
う
に
佇
む
小
路
で
営
ま
れ
る
旧
態
の
稼
業
を
小
文
字
で
示
し
た
の
だ
ろ
う
。
賑
や
か
な
街
の
「
ガ
ス
灯
の
奔
流
」
も
こ
う
し
た

迷
路
ま
で
は
届
か
ず
、
人
通
り
は
ま
れ
だ
。「
店
は
閉
ま
っ
て
い
て
、
開
い
て
い
る
と
す
れ
ば
怪
し
げ
な
と
こ
ろ
で
、
汚
ら
し
く
、
灯
も

ろ
く
に
つ
い
て
い
な
い
キ
ャ
バ
レ
と
か
、
オ
ー
・
デ
・
コ
ロ
ン
も
売
っ
て
い
る
下
着
屋
な
ど
で
あ
る
。﹇
…
…
﹈
う
ら
ぶ
れ
た
な
街
角
が

い
く
つ
も
あ
る
が
、
な
か
で
も
際
立
っ
て
い
る
の
が
ラ
ン
グ
ラ
ー
ド
通
り
と
サ
ン=

ギ
ヨ
ー
ム
の
抜
け
道
を
出
た
と
こ
ろ
、
そ
し
て
い

く
つ
か
の
曲
が
り
角
だ
っ
た）

48
（

。」
さ
ら
に
、
こ
の
一
角
は
「
巨
大
な
ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
病
院
」（grande léproserie

）
に
擬
せ
ら
れ
、
売

春
の
「
本
拠
」（quartier général

）
で
も
あ
り
、
市
当
局
も
ほ
と
ん
ど
野
放
し
に
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た）

49
（

。

　

物
語
冒
頭
で
描
か
れ
る
「
し
び
れ
え
い
」
の
住
所
の
あ
っ
た
こ
の
界
隈
は
、
の
ち
に
彼
女
が
住
む
こ
と
に
な
る
新
興
住
宅
地
と
明
瞭
な



二
五

一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
「
銀
行
家
」
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
（
一
）（
柏
木
）

対
照
を
み
せ
る
。
ま
ず
、
謎
の
ス
ペ
イ
ン
人
の
僧
、
カ
ル
ロ
ス
・
エ
レ
ー
ラ
（
ヴ
ォ
ー
ト
ラ
ン
）
が
エ
ス
テ
ル
に
準
備
し
た
の
は
テ
ブ
ー

通
り
（rue T

aitbout

）
の
住
居
で
あ
っ
た）

50
（

。
シ
ョ
セ=

ダ
ン
タ
ン
通
り
の
東
側
に
南
北
に
延
び
る
テ
ブ
ー
通
り
は
、
一
九
世
紀
、
裕
福

な
金
融
業
者
た
ち
が
高
級
娼
婦
を
住
ま
わ
せ
る
場
所
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
彼
女
は
こ
こ
で
リ
ュ
シ
ア
ン
と
秘
か
に
会
う
こ
と
に
な
る
。
さ

ら
に
物
語
は
進
み
、
ニ
ュ
シ
ン
ゲ
ン
男
爵
の
公
然
た
る
愛
人
に
な
る
と
き
に
は
、
こ
の
銀
行
家
が
サ
ン=

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
通
り
に
彼
女
の

た
め
に
用
意
し
た
「
小
さ
な
館
」
に
移
り
住
む
こ
と
に
な
る）

51
（

。
ニ
ュ
シ
ン
ゲ
ン
は
四
〇
日
か
け
て
買
収
し
た
館
の
手
入
れ
を
し
た
の
で
あ

っ
た
。
か
れ
は
「
す
べ
て
が
ニ
ュ
シ
ン
ゲ
ン
の
財
産
と
釣
り
合
い
が
と
れ
て
い
る
か
」、「
鳥
か
ご
を
鳥
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
す
る
よ
う

託
さ
れ
た
工ア
ル
テ
ィ
ス
ト

芸
家
た
ち
に
よ
っ
て
」
こ
の
館
が
そ
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
て
い
る
か
を
確
か
め
さ
せ
る
。

一
八
三
〇
年
の
七
月
革
命
以
前
の
贅
沢
と
名
の
つ
く
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
創
意
の
品
々
が
、こ
の
家
を
よ
き
趣
味
の
見
本
に
し
て
い
た
。

建
築
家
グ
ラ
ン
ド
ー
は
そ
こ
に
み
ず
か
ら
の
装
飾
家
と
し
て
の
才
能
の
傑
作
を
み
て
い
た
。
大
理
石
で
造
り
な
お
さ
れ
た
階
段
、
ス

タ
ッ
コ
、
布
生
地
、
暗
め
に
塗
ら
れ
た
金
泥
、
は
っ
き
り
と
印
象
を
与
え
る
も
の
と
同
様
に
ご
く
些
細
な
部
分
で
さ
え
も
、
パ
リ
に

な
お
残
る
ル
イ
一
五
世
時
代
の
同
種
の
も
の
の
ど
れ
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
た）

52
（

。

こ
こ
で
装
飾
を
担
当
し
た
グ
ラ
ン
ド
ー
と
い
う
人
物
は
、『
人
間
喜
劇
』
の
な
か
で
何
度
か
登
場
す
る
架
空
の
建
築
家
で
、
一
八
二
〇
年

代
以
降
、人
気
を
誇
っ
て
い
た
。ロ
ー
マ
賞
を
得
て
イ
タ
リ
ア
留
学
を
終
え
た
あ
と
、す
で
に
サ
ン=

ト
ノ
レ
通
り
の
香
水
商
セ
ザ
ー
ル
・

ビ
ロ
ト
ー
の
ア
パ
ル
ト
マ
ン
を
改
築
し
て
い
た
し）

53
（

、
こ
の
あ
と
も
『
従
妹
ベ
ッ
ト
』
で
セ
レ
ス
タ
ン
・
ク
ル
ヴ
ェ
ル
か
ら
ア
パ
ル
ト
マ
ン

の
装
飾
を
ま
か
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う）

54
（

。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
エ
ス
テ
ル
が
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
っ
た
場
所
は
、
商
業
活
動
や
金
融
操
作
に
よ
っ
て
急
速
に
蓄
財
し
た
成
金
の
住
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關
西
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居
の
並
ぶ
街
区
で
あ
っ
た
。
一
七
四
〇
年
こ
ろ
に
生
ま
れ
、
こ
の
時
期
に
は
最
晩
年
に
達
し
て
い
た
ゴ
プ
セ
ッ
ク
が
、
や
は
り
近
い
世
代

の
ゴ
リ
オ
（
一
七
五
〇
年
ご
ろ
の
生
ま
れ
）
住
ん
で
い
た
カ
ル
テ
ィ
エ
・
ラ
タ
ン
界
隈
に
ず
っ
と
と
ど
ま
る
の
と
対
照
的
に
、
一
七
六
〇

年
代
以
降
に
生
を
受
け
た
銀
行
家
た
ち
は
こ
の
新
し
い
地
区
を
拠
点
に
富
と
贅
沢
を
見
せ
つ
け
る
よ
う
な
生
活
を
す
る
の
で
あ
る
。

　

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
、
現
実
の
金
融
家
を
地
理
的
に
も
リ
ア
ル
に
小
説
空
間
の
な
か
に
住
ま
わ
せ
、
パ
リ
の
日
常
生
活
に
欠
か
せ
ぬ
存
在
と

な
っ
た
銀
行
家
と
そ
の
周
囲
に
鋭
い
ま
な
ざ
し
を
向
け
た
の
で
あ
る
。 

（
続
く
）

註（
１
）M

aurice Lévy
-Leboyer, Les banques européennes et l'industrialisation internationale dans la prem

ière m
oitié du X

IX
e siècle, 

PU
F, 1964, p.15. 

（
２
）M

arie-H
élène H

uet, Le héros et son double. E
ssai sur le rom

an d'ascension sociale au m
ilieu du X

V
IIIe siècle, José Corti, 1975, 

pp.163-171.

一
八
世
紀
に
お
い
て
身
分
が
上
昇
す
る
の
に
は
数
代
か
か
り
、
一
代
で
成
り
上
が
る
の
は
極
め
て
難
し
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ユ
エ
も

参
照
し
て
い
る
ア
ト
リ
ー
ヌ
・
ド
ー
マ
ー
ル
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ュ
レ
の
研
究
が
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。Cf. A

deline D
aum

ard, 
François Furet, Structures et R

elations sociales à Paris au dix-huitièm
e siècle, Cahiers des A

nnales, n. 18, A
. Colin, 1961. 

（
３
）
植
田
祐
次
編
『
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
三
年
、
四
五
頁
。

（
４
）
こ
れ
ら
の
言
葉
が
社
会
的
意
味
を
つ
よ
く
ま
と
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
世
紀
か
ら
で
あ
る
。«nouveau riche»

を
例
に
と
っ
て
い
え
ば
、
一
八

世
紀
に
は
た
ん
に
「
最
近
金
持
ち
に
な
り
、
そ
の
富
を
こ
れ
見
よ
が
し
に
、
趣
味
悪
く
見
せ
び
ら
か
す
人
」
の
こ
と
を
い
っ
て
い
た
の
が
、
一
九
世
紀

に
な
る
と
、「
低
い
身
分
の
出
で
、
既
成
の
資
産
家
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
一
般
か
ら
警
戒
と
軽
蔑
を
も
っ
て
み
ら
れ
る
金
持
ち
」
と
い
う
意
味
で
も
ち
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。Cf. A

lain Rey 

（sous. la dir. de), D
ictionnaire culturel en langue française, Le Robert, 2005, 4

vols, entrées 
«riche», «parvenu».

（
５
）
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
『
国
富
論
Ⅰ
』（
大
河
内
一
男
訳
）、
中
公
文
庫
、
一
九
七
八
年
、
五
二
〜
五
四
頁
。

（
６
）
カ
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
『
経
済
の
文
明
史
』（
玉
野
井
芳
郎
、
平
野
健
一
郎
編
訳
）、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
、
三
五
頁
。



二
七

一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
「
銀
行
家
」
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
（
一
）（
柏
木
）

（
７
）
同
右
。

（
８
）
同
書
、
三
六
頁
。

（
９
）
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル=

ゴ
フ
『
中
世
と
貨
幣　

歴
史
人
類
学
的
考
察
』（
井
上
櫻
子
訳
）、
藤
原
書
店
、
二
〇
一
五
年
、
二
五
三
頁
。

（
10
）
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
『
い
と
高
き
貧
し
さ　

修
道
院
規
則
と
生
の
形
式
』（
上
村
忠
男
、
太
田
綾
子
訳
）、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
一
六

三
〜
一
九
三
頁
。
ア
ガ
ン
ベ
ン
が
こ
の
よ
う
な
生
の
形
式
の
な
か
に
大
量
消
費
社
会
の
超
克
を
模
索
す
る
糸
口
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

近
代
の
資
本
主
義
社
会
は
、
清
貧
の
思
想
を
遠
景
へ
と
押
し
や
り
つ
つ
発
展
し
て
き
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
11
）
一
般
に
は
ギ
ゾ
ー
の
言
葉
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
。

（
12
）A

gricol Perdiguier, M
ém

oires d'un com
pagnon, Éditions D

ucham
p, 1854-1855, «Le tour de France», p.301. 

ペ
ル
デ
ィ
ギ
エ
に
つ
い

て
は
、
喜
安
朗
『
近
代
フ
ラ
ン
ス
民
衆
の
「
個
と
共
同
性
」』
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
九
四
年
、
第
一
章
「
近
代
民
衆
の
〈
個
と
共
同
性
〉
―
ア
グ
リ
コ

ル
・
ペ
ル
デ
ィ
ギ
エ
『
職
人
組
合
の
書
』
を
め
ぐ
る
問
題
」
を
参
照
。

（
13
）T

héophile Gautier, L'O
rient, G. Charpentier, 1882, t. I, p.300.

（
14
）V

irginie M
onnier, Jacques Laffitte. R

oi des banquiers et banquier des rois, P.I.E. Peter Lang, 2013, p.15.

（
15
）H

onoré de Balzac, U
rsule M

irouët, in La Com
édie hum

aine III, édition publiée sous la direction de Pierre-Georges Castex, 
Gallim

ard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», 1976, pp.876-877.

（
16
）Journal des débats, 28 m
ars 1837.

（
17
）Journal des D

ébats, 28 m
ars 1837.

（
18
）H

onoré de Balzac, Béatrix, in La Com
édie hum

aine II, édition publiée sous la direction de Pierre-Georges Castex, Gallim
ard, 

coll.

《Bibliothèque de la Pléiade

》, 1976, p.585.

（
19
）Frédéric Soulié, Paris ou le livre des cent et un, Paris, 1831-1834, t. V

III, p.2.

（
20
）Stendhal, Lucien Leuw

en, in Œ
uvres rom

anesques com
plètes II, édition établie par Y

ves A
nsel, Philippe Berthier et X

avier 
Bourdenet, Gallim

ard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», 2007, p.447.

（
21
）Édouard Charton, G

uide pour le choix d'un état, Paris, F. Cham
erot, 1851 

（2e éd.

）, p.V
II.

（
22
）A

deline D
aum

ard, «L
'argent et le rang dans la société française du X

IX
e siècle», in R

om
antism

e, n

° 40, 1983, p.29.
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（
23
）Jean

-Baptiste Say, Cours com
plet d'économ

ie politique pratique, t. II, Paris, 1830, p.73.
（
24
）A

deline D
aum

ard, La bourgeoisie parisienne de 1815 à 1848, A
lbin M

ichel, 1996, p.26.
（
25
）Saint-M

arc Girardin, «D
e la profession d

'hom
m

e de lettres», in E
ssais de littérature et de m

oral, t. II, Charpentier, 1845, p.169. 
こ
の
記
事
は
最
初
、Journal des D

ébats

（28 octobre 1834

）
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
26
）
医
師
に
つ
い
て
は
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
に
は
じ
ま
る
長
い
伝
統
が
あ
る
し
、
弁
護
の
法
的
基
盤
に
つ
い
て
も
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
の
時
代
に
整
備
さ
れ
て

い
る
。

（
27
）
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
グ
リ
ー
ン
（
石
川
通
達
監
訳
）『
図
説　

銀
行
の
歴
史
』、
原
書
房
、
一
九
九
四
年
、
七
頁
。

（
28
）Fernand Braudel, Ernest Labrousse 

（dir.), H
istoire économ

ique et sociale de la France, PU
F, «Q

uadrige», t. III, 1993, p.347.

（
29
）
一
七
九
〇
年
六
月
二
七
日
の
法
で
四
八
の
街
区
（sections révolutionnaires

）
に
分
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
の
ち
に«quartiers»

と
い
う
名
称
に
変

わ
る
。
ま
た
、
そ
の
上
位
区
分
で
あ
る
「
区
」（arrondissem

ents

）
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
一
七
九
五
年
か
ら
で
あ
る
。

（
30
）
共
和
暦
四
年
葡
萄
月
一
九
日
（
一
七
九
五
年
一
〇
月
一
一
日
）
法
に
よ
る
。

（
31
）
一
二
区
の
そ
れ
ぞ
れ
は
い
ず
れ
も
四
つ
の
地
区
に
分
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
一
七
九
〇
年
六
月
に
定
め
ら
れ
た
四
八
地
区
制
度
の
名
残
で
あ
る
。

（
32
）A

deline D
aum

ard, La bourgeoisie parisienne de 1815 à 1848, op. cit. pp.184-200.

（
33
）
被
選
挙
権
に
つ
い
て
は
、
王
政
復
古
期
に
は
一
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
上
、
七
月
王
政
期
に
は
五
〇
〇
フ
ラ
ン
以
上
の
納
税
者
が
対
象
と
な
っ
た
。
一
八
四

八
年
の
第
二
共
和
政
と
と
も
に
こ
の
制
度
は
廃
止
さ
れ
、
普
通
選
挙
（
た
だ
し
男
性
の
み
）
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。

（
34
）A

deline D
aum

ard, La bourgeoisie parisienne de 1815 à 1848, pp.191-192.

（
35
）Jules Bertaut, Les Belles N

uits de Paris, Flam
m

arion, 1927. Cité par Gilles D
urieux dans Le rom

an de Paris à travers les siècles 
et la littérature, A

lbin M
ichel, 2000, p.272

（
36
）Ibid., p.271.

（
37
）A

lfred Fierro, H
istoire et m

ém
oire du nom

 des rues de Paris, Parigram
m

e, 1999, p.104.

（
38
）Edm

ond Goncourt, La G
uim

ard: d'après les registres des m
enu-plaisirs de la Bibliothèque de l'O

péra, etc., etc, p.1893, p.87.

（
39
）
さ
ら
に
一
八
世
紀
の
一
大
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
、「
首
飾
り
事
件
」
に
連
座
し
た
ロ
ア
ン
枢
機
卿
（Louis-René-édouard, prince de Rohan 

一
七
三
四

〜
一
八
〇
三
）
の
従
兄
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
契
機
に
国
王
の
贔
屓
を
失
う
こ
と
に
な
る
。



二
九

一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
「
銀
行
家
」
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
（
一
）（
柏
木
）

（
40
）
両
作
品
と
も
シ
ャ
ル
ル
・
コ
レ
（Charles Collé 

一
七
〇
九
〜
八
三
）
の
喜
劇
（
三
幕
）
で
、『
社
会
劇
』（T

héâtre de société

）
と
題
さ
れ
た
コ

レ
の
喜
劇
集
成
（
二
巻
、
一
七
六
八
年
）
に
含
ま
れ
る
。
前
者
の
初
演
は
一
七
六
四
年
（
出
版
は
六
六
年
）。
第
一
幕
で
シ
ュ
リ
に
対
す
る
宮
廷
で
の
陰

謀
の
結
末
が
語
ら
れ
、
二
幕
、
三
幕
で
は
狩
り
の
途
中
、
雨
に
た
た
ら
れ
て
立
ち
寄
っ
た
農
民
の
家
で
ア
ン
リ
四
世
が
民
衆
の
素
朴
な
生
活
を
観
察
し

た
り
、
大
貴
族
に
さ
ら
わ
れ
た
娘
を
助
け
た
り
す
る
内
容
だ
が
、
ル
イ
一
五
世
は
、
こ
の
芝
居
を
観
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
民
衆
に
立
脚
す
る
王
制
の
讃

美
と
、
現
体
制
に
対
す
る
批
判
の
種
を
撒
く
危
険
性
を
嗅
ぎ
と
っ
て
、
コ
メ
デ
ィ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
で
の
上
演
は
け
っ
し
て
許
可
し
な
か
っ
た
。
国
王

の
死
後
、
コ
メ
デ
ィ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
で
も
上
演
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
革
命
期
を
と
お
し
て
『
フ
ィ
ガ
ロ
の
結
婚
』
と
並
ん
で
も
っ
と
も
人
気
を
博

す
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、『
酒
に
真
実
あ
り
』
は
一
七
四
七
年
の
作
品
で
、
度
を
過
ご
さ
な
い
陽
気
さ
が
讃
え
ら
れ
て
お
り
、
集
成
の
な
か
の
傑
作
と

い
え
る
が
、
こ
の
開
館
に
際
し
て
パ
リ
大
司
教
と
の
悶
着
が
あ
り
、『
酒
に
真
実
あ
り
』
に
代
え
て
『
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
』
と
い
う
パ
ン
ト
マ
イ
ム
を
上
演

す
る
こ
と
で
落
ち
着
い
た
。

（
41
）Edm

ond Goncourt, op. cit., p.
et suiv.

（
42
）
ル
イ
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ド
・
ブ
ル
ボ
ン=

コ
ン
テ
ィ
（Louis-François de Bourbon

-Conti 

一
七
一
七
〜
一
七
七
六
）。
ル
イ
一
五
世
と
対
立
し
、

多
く
の
哲
学
者
や
著
述
家
の
後
ろ
盾
と
な
っ
た
。
ル
ソ
ー
を
庇
護
し
、
ボ
ー
マ
ル
シ
ェ
に
年
金
を
与
え
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
迎
え
た
こ
と
で
も
有
名
で

あ
る
。
一
七
六
〇
年
に
ヴ
ォ
ー
ヌ=

ロ
マ
ネ
に
ブ
ド
ウ
畑
を
買
い
、「
ロ
マ
ネ=

コ
ン
テ
ィ
」
の
名
の
由
来
と
も
な
っ
た
。

（
43
）Edm

ond Goncourt, op. cit., p.99.

（
44
）
七
年
戦
争
の
終
結
を
見
越
し
て
、
か
れ
ら
は
国
債
の
み
な
ら
ず
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
株
券
や
麦
市
場
に
も
投
資
し
、
短
期
の
う
ち
に
富
を
築
く
こ
と
が

で
き
た
。

（
45
）H

onoré de Balzac, Le Père G
oriot, in La Com

édie hum
aine III, édition publiée sous la direction de Pierre-Georges Castex, 

Gallim
ard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», 1976, p.168.

（
46
）Ibid., p.1282, note 2. 

こ
の
註
に
は
、
こ
う
し
た
様
式
の
建
築
家
な
か
で
も
っ
と
も
有
名
な
の
が
ク
ロ
ー
ド=

ニ
コ
ラ
・
ル
ド
ゥ
ー
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
か
れ
が
シ
ョ
セ=

ダ
ン
タ
ン
の
ギ
マ
ー
ル
嬢
邸
と
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
ポ
ワ
ソ
ニ
エ
ー
ル
の
タ
バ
リ
邸
（M

aison T
abary

）
を
設
計
し
た
こ
と

に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
47

）H
onoré de Balzac, Splendeurs et m

isères des courtisanes, in La Com
édie hum

aine IV
, édition publiée sous la direction de 

Pierre-Georges Castex, Gallim
ard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», 1977, p.446. 



三
〇

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
七
巻
第
三
号

（
48
）Ibid., p.446.

（
49
）Ibid., p.447.

（
50
）Ibid., p.480. 

バ
ル
ザ
ッ
ク
は
最
初
、
原
稿
段
階
で
は
エ
ル
デ
ー
ル
通
り
（rue du H

elder

）
を
考
え
て
い
た
よ
う
だ
が
、
第
一
校
正
の
段
階
で
テ
ブ

ー
通
り
に
書
き
換
え
ら
れ
た
（Ibid., p.1350, «N

otes et variantes»de la p.480, variante b.

）。
エ
ル
デ
ー
ル
通
り
は
一
七
七
五
年
に
造
ら
れ
、
ブ

ー
ル
ヴ
ァ
ー
ル
・
デ
・
ジ
タ
リ
ア
ン
（Bd. des Italiens

）
か
ら
北
に
延
び
、
テ
ブ
ー
通
り
に
ぶ
つ
か
る
（
今
日
、
こ
の
地
点
に
は
オ
ス
マ
ン
大
通
り

が
貫
通
し
て
い
る
）。
し
た
が
っ
て
こ
の
エ
ル
デ
ー
ル
通
り
は
、
シ
ョ
セ=

ダ
ン
タ
ン
通
り
の
右
隣
に
位
置
し
て
お
り
、
一
九
世
紀
前
半
に
は
新
興
成

り
金
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
居
を
構
え
た
場
所
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
レ
ス
ト
ー
伯
と
結
婚
し
た
ゴ
リ
オ
の
娘
ア
ナ
ス
タ
ジ
ー
が
住
ん
で
い
た
の
も
こ
の
通

り
（Le Père G

oriot, op. cit., p.279

）。
な
お
、
一
九
世
紀
前
半
に
人
気
を
集
め
、
時
代
の
先
端
を
い
く
裕
福
な
上
流
社
会
の
人
間
で
あ
れ
ば
そ
の

顧
客
で
あ
る
こ
と
が
必
須
で
あ
っ
た
カ
フ
ェ
・
ト
ル
ト
ー
ニ
（T

ortoni

）
も
テ
ブ
ー
通
り
と
ブ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
ル
・
デ
・
ジ
タ
リ
ア
ン
の
交
差
す
る
地
点

に
あ
っ
た
（Cf. A

nne M
artin

-Fugier, La V
ie élégante ou la form

ation du T
out-Paris 

（1815-848

）, Éditions du Seuil, 1993, p.328

）。

（
51
）Splendeurs et m

isères des courtisanes, p.399. 

彼
女
が
こ
こ
に
住
み
始
め
る
の
は
一
八
二
九
年
の
年
末
で
あ
る
。

（
52
）Ibid., pp.599-600.

（
53
）H

onoré de Balzac, César Birotteau, in La Com
édie hum

aine V
I, édition publiée sous la direction de Pierre-Georges Castex, 

Gallim
ard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», 1977, pp.98-99.

（
54
）H

onoré de Balzac, La Cousine Bette, in La Com
édie hum

aine V
II, édition publiée sous la direction de Pierre-Georges Castex, 

Gallim
ard, coll. «Bibliothèque de la Pléiade», 1976, pp.155-156.

（
本
文
中
に
挿
入
し
た
地
図
は
、A

T
LA

S H
IST

O
RIQ

U
E D

E PA
RIS (http://paris-atlas-historique.fr/)

に
あ
る
も
の
を
借
用
し
て
い
る
。）


