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︱
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は
じ
め
に

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ペ
レ
ゴ
ー
亡
き
あ
と
︑
フ
ラ
ン
ス
金
融
界
の
中
心
を
担
う
の
は
︑
ペ
レ
ゴ
ー
の
右
腕
と
な
っ
て
実
質
的
に
こ
の
銀
行

を
動
か
し
て
い
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
フ
ィ
ッ
ト
︵
Jacques
Laffitte
一
八
六
七
～
一
八
四
四
︶
で
あ
る
︒
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
文
化
研
究
が

な
が
い
あ
い
だ
共
和
主
義
的
な
歴
史
観
に
偏
っ
て
い
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
か
︑
ペ
レ
ゴ
ー
に
せ
よ
︑
ラ
フ
ィ
ッ
ト
に
せ
よ
︑
歴
史
的
に
き

わ
め
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
か
な
ら
ず
し
も
深
く
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
ラ
フ
ィ
ッ
ト
の
場
合
︑
名
前

が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
の
は
︑
も
っ
ぱ
ら
七
月
王
政
の
最
初
の
首
相
と
し
て
で
あ
る
︒
た
し
か
に
ラ
フ
ィ
ッ
ト
は
七
月
王
政
誕
生
に
多
大
な

貢
献
を
な
し
︑
ル
イ
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
﹁
キ
ン
グ
メ
イ
カ
ー
﹂
と
も
い
わ
れ
︑
一
八
三
〇
年
一
一
月
か
ら
は
首
相
に
も
就
任
し
て
い
る
か

ら
︑
政
治
家
と
し
て
の
威
光
は
絶
大
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
か
れ
の
政
治
家
と
し
て
の
行
動
も
銀
行
家
と
し
て
の
長
い
経
験
︑
経
済
人
と

し
て
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
で
の
利
害
を
観
察
し
て
き
た
洞
察
力
に
裏
打
ち
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
点
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
に
も
か

か
わ
ら
ず
︑
か
れ
自
身
の
回
想
録
が
︑
実
業
家
的
の
そ
れ
に
あ
り
が
ち
な
自
画
自
賛
と
虚
栄
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
か
︑

近
年
ま
で
そ
の
生
涯
を
克
明
に
た
ど
る
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

︵

︶
︒
ま
た
︑
経
済
の
理
論
家
で
は
な
く
銀
行
家
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
経

1
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︱
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済
史
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
挿
話
的
に
し
か
扱
わ
れ
な
い
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
産
業
革
命
と
と
も
に
経
済
活
動
が
あ
ら
た
な
局
面
を
迎
え
︑
市
場
経
済
に
も
と
づ
く
産
業
主
義
が
活
発
に
議
論
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
第
二
次
王
政
復
古
期
︵
一
八
一
五
～
一
八
三
〇
︶
に
あ
っ
て
︑
ラ
フ
ィ
ッ
ト
と
い
う
銀
行
家
の
存
在
は
時
代
を
象
徴
す

る
存
在
で
す
ら
あ
る
︒
ピ
レ
ネ
ー
山
脈
に
近
い
バ
イ
ヨ
ン
ヌ
︵
現
在
の
ピ
レ
ネ
ー
＝
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
県
の
都
市
︶
の
大
工
の
息
子
か

ら
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
頭
取
に
ま
で
昇
り
つ
め
︑
つ
い
に
は
首
相
を
務
め
る
ま
で
に
な
る
と
い
う
の
は
︑
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
ナ
ポ
レ
オ
ン

の
出
世
物
語
に
近
い
と
も
い
え
る
︒
製
材
所
の
倅
か
ら
社
会
の
階
梯
を
駆
け
上
が
る
﹃
赤
と
黒
﹄
の
主
人
公
は
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
運
命
を

心
に
描
く
が
︑
現
実
に
は
こ
の
銀
行
家
の
運
命
の
ほ
う
が
よ
く
似
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
こ
の
小
説
を
仕
上
げ
つ

つ
あ
っ
た
の
は
ま
さ
し
く
ラ
フ
ィ
ッ
ト
が
首
相
に
な
る
こ
ろ
と
重
な
っ
て
い
た

︵

︶
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
銀
行
家
の
存
在
は
︑
社
会
の
あ
ら

2

ゆ
る
局
面
で
ペ
レ
ゴ
ー
の
時
代
以
上
に
重
要
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
︒

王
政
復
古
期
に
お
い
て
銀
行
家
が
社
会
的
に
ど
の
よ
う
な
実
際
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
︱
︱
と
い
っ
て
も
︑
一
九
世
紀
の
銀
行

家
や
金
融
資
本
家
が
影
響
を
お
よ
ぼ
す
範
囲
は
き
わ
め
て
広
範
で
あ
る
た
め
︑
本
稿
で
は
と
く
に
文
化
的
な
側
面
か
ら
そ
の
一
端
を
眺
め

て
み
た
い
︒
紙
数
の
関
係
か
ら
︑
中
心
的
な
主
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
の
は
︑
銀
行
家
と
芸
術
と
の
関
係
お
よ
び
か
れ
ら
の
博
愛
主
義
的

振
舞
い
の
二
点
で
あ
る
︒自

由
主
義
の
世
代

ラ
フ
ィ
ッ
ト
と
同
世
代
の
著
名
人
を
何
人
か
並
べ
て
み
よ
う
︒
一
七
六
七
年
の
同
年
生
ま
れ
に
は
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
︑
一

歳
年
長
に
ス
タ
ー
ル
夫
人
︑
一
歳
年
少
に
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
︑
二
歳
下
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
︱
︱
青
年
時
代
を
旧
体
制
下
で
︑
二
〇
歳
代
を

革
命
時
代
に
︑
さ
ら
に
三
〇
代
か
ら
四
〇
代
に
か
け
て
ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
の
も
と
で
︑
そ
し
て
五
〇
歳
前
後
か
ら
は
王
政
復
古
に
生
き
た
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世
代
で
あ
る
︵
七
月
王
政
ま
で
生
き
延
び
る
の
は
︑
コ
ン
ス
タ
ン
︑
ラ
フ
ィ
ッ
ト
︑
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
︶︒
歴
史
を
世
代
で
み
る
こ
と

に
あ
ま
り
意
味
は
な
か
ろ
う
が
︑
時
を
お
か
ず
し
て
頻
繁
に
政
治
体
制
が
変
わ
る
時
代
に
あ
っ
て
は
︑﹁
世
代
﹂
は
そ
の
当
事
者
た
ち
に

と
っ
て
歴
史
認
識
上
か
な
り
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
︒

実
際
︑
王
政
復
古
期
に
は
あ
る
種
の
世
代
論
的
な
見
方
が
議
論
の
契
機
を
つ
く
っ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
だ
︒
バ
ラ
ン
シ
ュ
は
︑﹁
わ

れ
わ
れ
は
心
な
ら
ず
も
︑
そ
し
て
知
ら
ぬ
間
に
︑
無
数
の
不
確
か
な
思
想
や
漠
然
と
し
た
不
安
を
呼
吸
し
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
の
な
か

に
生
き
て
い
る
︒﹇
⁝
⁝
﹈
若
者
は
こ
の
波
乱
に
満
ち
た
な
か
で
生
ま
れ
︑
揺
ら
ぐ
大
地
の
う
え
で
育
っ
た
が
た
め
に
︑
晴
朗
な
時
代
に

生
ま
れ
た
父
親
た
ち
と
同
じ
感
情
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂

︵

︶

と
い
い
︑
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
も
ま
た
ロ
マ
ン
主
義
宣
言
の
書
と
も
い
え

3

る
﹃
ラ
シ
ー
ヌ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
﹄
で
﹁
老
人
﹂
と
﹁
青
年
﹂
の
対
比
を
︑
伝
統
的
な
文
学
と
来
た
る
べ
き
あ
た
ら
し
い
文
学
の
相
違

に
重
ね
た
︵

︶
︒
そ
の
あ
と
の
世
代
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ミ
ュ
ッ
セ
も
︑﹁
い
ま
の
世
紀
病
︵
m
aldu
siècle︶
は
す
べ
て
ふ
た
つ
の
理
由
に

4

由
来
す
る
︒
九
三
年
と
一
八
一
四
年
を
通
過
し
た
人
び
と
は
心
に
ふ
た
つ
の
傷
を
負
っ
て
い
る
︱
︱
も
は
や
存
在
し
な
く
な
っ
た
も
の
す

べ
て
︑
い
ま
だ
に
存
在
し
な
い
も
の
す
べ
て
︒
わ
れ
わ
れ
の
不
幸
の
秘
密
を
他
所
に
も
と
め
て
は
な
ら
な
い
﹂

︵

︶

と
述
べ
る
︒
こ
の
よ
う

5

に
︑
ロ
マ
ン
主
義
世
代
は
﹁
若
さ
﹂
を
拠
り
所
と
し
て
世
代
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
と
い
う
意
味
で
︑
世
代
は
他
の

時
代
に
増
し
て
重
要
な
要
素
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
よ
う
な
精
神
状
況
が
︑
革
命
の
落
し
子
で
あ
る
﹁
自
由
﹂
や
﹁
個
の
解
放
﹂
と
い
う
観
念
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
は

当
然
だ
が
︑
じ
つ
は
金
銭
や
市
場
と
い
っ
た
経
済
観
念
と
も
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
︒
旧
体
制
に
お
け
る

﹁
世
襲
﹂
制
度
の
も
と
︑
相
続
さ
れ
る
﹁
血
筋
﹂
や
財
産
と
し
て
の
﹁
土
地
﹂
が
支
配
し
て
い
た
時
代
か
ら
︑
市
場
経
済
の
な
か
で
の
商

業
活
動
や
投
機
が
財
を
つ
く
る
世
の
中
へ
と
︑
社
会
構
造
が
根
本
的
に
変
化
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
ロ
マ
ン
主
義
を
標
榜
し
た
若
い
世
代

は
︑
夢
想
や
幻
想
︑
神
話
や
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
っ
た
地
平
に
誘
わ
れ
つ
つ
も
︑
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
世
紀
の
経
済
的
現
実
の
な
か
で
み
ず
か
ら

王
政
復
古
期
に
お
け
る
銀
行
家
た
ち
の
文
化
活
動

︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
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の
価
値
観
を
鍛
え
て
い
っ
た
︒
そ
の
意
味
で
︑
ラ
フ
ィ
ッ
ト
の
よ
う
な
存
在
は
︑
文
学
や
思
想
と
あ
ま
り
に
か
け
は
な
れ
て
い
る
が
ゆ
え

に
文
化
的
に
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
い
が
︑
じ
つ
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
︒
あ
と
で
も
述
べ
る
よ
う
に
︑
実
際
に
こ
の
時
代
の

さ
ま
ざ
ま
な
集
団
︱
︱
正
式
に
認
可
さ
れ
た
協
会
や
政
治
的
集
ま
り
か
ら
サ
ロ
ン
に
い
た
る
ま
で
︱
︱
を
覗
い
て
み
れ
ば
︑
そ
こ
に
は
か

な
ら
ず
銀
行
家
・
金
融
家
が
名
を
連
ね
て
い
る
︒
か
れ
ら
は
︑
経
済
活
動
の
自
由
と
そ
の
土
台
と
な
る
政
治
的
自
由
を
つ
よ
く
主
張
し
︑

そ
の
た
め
に
自
由
主
義
の
台
頭
を
後
押
し
し
た
わ
け
だ
が
︑
自
由
主
義
的
振
舞
い
の
な
か
に
金
融
家
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も

と
め
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
ロ
マ
ン
主
義
の
思
潮
に
欠
か
せ
な
い
要
素
で
あ
る
自
由
は
︑
他
方
で
経
済
活
動
と
産
業
の
発
展
を
推
進

す
る
原
動
力
で
も
あ
っ
た
︒
こ
こ
に
お
い
て
︑﹁
自
由
﹂
は
政
治
︑
経
済
︑
文
芸
を
共
通
の
場
に
引
き
寄
せ
る
磁
力
を
帯
び
た
言
葉
に
な
っ

た
の
で
あ
る
︒
今
日
わ
れ
わ
れ
が
文
学
者
や
芸
術
家
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
人
物
と
金
融
家
・
銀
行
家
の
距
離
は
想
像
以
上
に
近
か
っ
た

と
い
っ
て
も
よ
い
︒
作
家
が
作
家
と
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
な
基
盤
が
ま
だ
整
っ
て
お
ら
ず
︑
政
治
家
や
外
交
官
を
兼
ね
て
い
る
の
は
あ

た
り
ま
え
で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
よ
う
な
交
流
は
当
然
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
︒﹁
象
牙
の
塔
﹂
に
籠
る
狷
介
孤
高
の
芸
術
家

像
が
で
き
あ
が
る
の
は
︑
も
う
少
し
の
ち
の
こ
と
で
あ
る
︒

﹁
レ
ユ
ニ
オ
ン
﹂
と
い
う
集
ま
り

さ
て
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
失
墜
し
︑
ふ
た
た
び
王
政
が
復
活
し
て
の
ち
︑
人
び
と
が
参
集
し
語
り
合
う
場
に
も
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
︒
一
八

一
六
年
以
降
︑
政
治
サ
ロ
ン
に
は
あ
ら
た
な
か
た
ち
が
生
ま
れ
て
い
た
︒
党
派
ご
と
に
特
定
の
有
力
者
の
邸
宅
に
集
ま
り
︑
議
会
で
の
議

論
の
情
報
交
換
を
し
た
り
︑
つ
ぎ
の
議
会
に
臨
む
準
備
を
し
た
り
と
い
う
習
慣
が
一
般
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
旧
来
の
サ
ロ
ン
に
あ
っ

た
堅
苦
し
い
社
交
儀
礼
か
ら
い
く
ぶ
ん
離
れ
て
︑
政
治
的
親
近
性
に
よ
っ
て
集
ま
り
を
つ
く
り
︑
そ
こ
で
自
由
に
議
論
す
る
よ
う
な
集
会

で
︑
こ
れ
を
﹁
レ
ユ
ニ
オ
ン
﹂︵
réunion︶
と
い
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
活
発
な
議
論
が
あ
ち
こ
ち
で
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
︑
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ナ
ポ
レ
オ
ン
体
制
の
崩
壊
後
︑
す
な
わ
ち
王
政
復
古
初
期
の
政
治
情
勢
は
︑
新
し
い
体
制
の
骨
格
を
ど
の
よ
う
に
つ
く
る
か
を
め
ぐ
っ
て

複
雑
に
意
見
が
分
か
れ
︑
議
論
が
さ
ま
ざ
ま
に
紛
糾
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
︒﹁
憲
章
﹂︵
la
C
harte︶
を
も
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の

よ
う
な
政
治
体
制
を
フ
ラ
ン
ス
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
際
︑
そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
る
議
会
制
の
原
理
に
つ
い
て
さ
え
︑
い
ま
だ
に
政

治
的
・
法
的
に
み
て
し
っ
か
り
し
た
理
論
が
構
築
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
当
時
︑
き
わ
め
て
特
殊
な
政
治
状
況
に
あ
っ
た
フ

ラ
ン
ス
で
は
︑
多
数
派
か
ら
内
閣
を
選
ぼ
う
と
し
な
い
国
王
に
対
す
る
不
満
か
ら
︑
右
派
に
よ
っ
て
過
半
数
の
原
理
が
擁
護
さ
れ
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
も
起
き
た

︵

︶
︒
過
激
王
党
派
の
代
表
格
と
目
さ
れ
て
い
た
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
で
さ
え
︑﹃
憲
章
に
よ
る
君
主
制
に
つ
い
て
﹄

6

の
な
か
で
︑﹁﹇
⁝
⁝
﹈
立
憲
君
主
制
の
も
と
で
は
︑
世
論
こ
そ
が
内
閣
の
本
源
で
あ
り
根
本
︑
基
本
で
あ
り
源
泉
︵
principium
etfons︶

な
の
だ
︒
そ
し
て
︑
こ
の
世
論
に
由
来
す
る
帰
結
に
よ
っ
て
︑
内
閣
は
下
院
の
多
数
派
か
ら
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
下
院

議
員
が
民
衆
の
意
見
の
主
要
な
機
関
だ
か
ら
で
あ
る
﹇
⁝
⁝
﹈﹂

︵

︶

と
︑
ま
る
で
政
治
的
左
派
で
あ
る
か
の
よ
う
な
主
張
を
展
開
し
て
い
る
︒

7

こ
の
よ
う
に
政
治
議
論
が
活
況
を
呈
す
る
な
か
︑
パ
リ
に
は
十
指
に
余
る
レ
ユ
ニ
オ
ン
が
つ
く
ら
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
集
会
の
場
を
提
供

す
る
人
物
の
名
前
が
つ
い
た
︒
た
と
え
ば
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
は
︑﹃
墓
の
彼
方
か
ら
の
回
想
﹄
で
﹁
ピ
エ
・
レ
ユ
ニ
オ
ン
﹂︵
réunion

Piet︶
に
触
れ
て
い
る
︒

当
時
諸
々
の
意
見
が
と
て
も
活
発
に
交
わ
さ
れ
て
い
た
が
︑
そ
れ
が
類
似
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
︑
両
院
の
少
数
派
の
あ
い

だ
に
仲
間
意
識
が
形
成
さ
れ
て
い
た
︒
フ
ラ
ン
ス
は
代
議
制
政
府
を
学
習
し
て
い
る
と
き
だ
っ
た
︒
わ
た
し
は
愚
か
に
も
そ
れ
を
文

字
ど
お
り
に
受
け
取
り
︑
大
損
に
な
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
心
底
熱
中
し
て
︑
こ
れ
を
採
用
し
よ
う
す
る
人
た
ち
を
支
援
し
た
︒
か

れ
ら
の
対
立
の
な
か
に
︑
わ
た
し
が
憲
章
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
よ
う
な
純
粋
な
愛
情
よ
り
も
っ
と
俗
人
的
な
動
機
が
入
っ
て
い
な

い
か
ど
う
か
も
気
に
す
る
こ
と
な
し
に
︒
わ
た
し
は
馬
鹿
で
は
な
か
っ
た
が
︑
わ
が
愛
の
対
象

マ

ダ

ム

の
偶
像
崇
拝
者
で
あ
っ
た
か
ら
︑
そ

王
政
復
古
期
に
お
け
る
銀
行
家
た
ち
の
文
化
活
動

︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
三
︶
︱
︱
︵
柏
木
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れ
を
腕
に
抱
え
て
持
ち
去
る
た
め
に
は
炎
さ
え
飛
び
越
え
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
一
八
一
六
年
︑
わ
た
し
が
ド
・
ヴ
ィ
レ
ー
ル
氏
を
知
っ

た
の
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
憲
法
熱
の
発
作
の
渦
中
で
あ
っ
た
︒﹇
⁝
⁝
﹈
野
党
の
他
の
メ
ン
バ
ー
と
と
も
に
︑
わ
れ
わ
れ
は
か
な

り
頻
繁
に
テ
レ
ー
ズ
通
り
に
行
き
︑
ピ
エ
氏
の
家
で
討
議
し
て
夕
べ
を
す
ご
し
た
︒﹇
⁝
⁝
﹈
わ
れ
わ
れ
は
提
案
さ
れ
た
法
律
︑
出

す
べ
き
動
議
︑
秘
書
や
財
務
担
当
や
さ
ま
ざ
ま
な
委
員
会
に
つ
け
る
仲
間
に
つ
い
て
話
し
た
︒

︵

︶
8

ピ
エ
と
い
う
人
物
︵

︶
は
︑
そ
の
才
能
よ
り
も
テ
レ
ー
ズ
通
り
八
番
地
に
あ
っ
た
広
い
住
居
で
有
名
だ
っ
た
よ
う
で
︑
そ
こ
で
は
仲
間
に
ご

9

馳
走
が
ふ
る
ま
わ
れ
︑﹁
王
政
の
レ
ス
ト
ラ
ン
﹂︵
restaurantde
la
M
onarchie︶
と
も
よ
ば
れ
て
い
た
ら
し
く
︑
集
ま
る
者
た
ち
も
﹁
ピ

エ
テ
ィ
ス
ト
﹂︵
い
う
ま
で
も
な
く
Piet
と
い
う
名
と
敬
虔
派
piétiste
が
か
け
ら
れ
て
い
る
︶
と
綽
名
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︵

︶
︒
こ

10

の
よ
う
に
当
時
の
議
員
た
ち
は
︑
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
公
一
派
な
ら
ロ
ワ
伯
の
︑
ボ
ナ
パ
ル
テ
ィ
ス
ト
な
ら
ヴ
ォ
ワ
イ
エ
・
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ソ
ン

の
︑
極
右
王
党
派
な
ら
ピ
エ
の
︑
自
由
主
義
派
な
ら
実
業
家
テ
ル
ノ
ー
︵
G
uillaum
e
T
ernaux
一
七
六
三
～
一
八
三
三
︶
の
レ
ユ
ニ

オ
ン
に
︑
と
い
う
具
合
に
︑
そ
の
政
治
的
立
場
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
集
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︵

︶
︒
11

﹁
ラ
フ
ィ
ッ
ト
・
レ
ユ
ニ
オ
ン
﹂
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
︒
集
ま
っ
て
い
た
の
は
︑
か
れ
の
兄
弟
︑
大
勢
の
法
曹
関
係
者
︑﹃
立
憲
派
﹄

︵
L
e
C
onstitutionnel︶
や
﹃
ラ
・
ミ
ネ
ル
ヴ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
﹄︵
L
a
M
inerve
française︶
の
創
刊
に
も
加
わ
っ
た
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・

ジ
ェ
ー
︵
A
ntoine
Jay
一
七
七
〇
～
一
八
五
三
︶
の
よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
時
代
に
外
交
官
も
務
め
た
セ
バ
ス
テ
ィ

ア
ー
ニ
将
軍
︵
H
orace
F
rançois
B
astien
Sébastiani
一
七
七
二
～
一
八
五
一
︶︑
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
の
義
弟
に
あ
た
る
テ
オ
デ
ュ
ー

ル
・
ド
・
グ
ラ
モ
ン
侯
︵
T
héodule
de
G
ram
m
ont
一
七
六
六
～
一
八
四
一
︶︑
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
︵
一
七
六
七
～
一
八

三
〇
︶︑
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
ド
レ
セ
ー
ル
︵
B
enjam
in
D
elessert
一
七
七
三
か
ら
一
八
四
七
︶
と
い
っ
た
面
々
で
あ
っ
た
︒
左
派
の
下

院
議
員
で
憲
章
擁
護
の
立
憲
派
自
由
主
義
を
奉
ず
る
人
物
が
目
立
つ
︒
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
レ
ミ
ュ
ザ
︵
一
七
九
七
～
一
八
七
五
︶
に
よ
れ
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ば
︑
そ
こ
で
の
遣
り
取
り
は
﹁
あ
か
ら
さ
ま
に
革
命
的
で
は
な
い
﹂
に
し
て
も
︑
と
て
も
﹁
活
気
が
あ
っ
た
﹂
︵

︶

と
い
う
︒
さ
ら
に
そ
の
場

12

の
ラ
フ
ィ
ッ
ト
の
肖
像
に
つ
い
て
も
以
下
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒

ラ
フ
ィ
ッ
ト
は
お
喋
り
だ
っ
た
︒
自
分
が
話
す
の
に
少
し
酔
い
な
が
ら
︑
上
品
ぶ
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
話
し
た
︒
感
じ
の
よ
い
︑
ほ
っ

そ
り
し
た
顔
立
ち
︑
素
朴
な
仕
草
︑
気
さ
く
な
話
し
方
︑
品
位
の
あ
る
微
か
な
ア
ク
セ
ン
ト
︑
こ
れ
ら
が
か
れ
の
会
話
に
実
質
以
上

の
見
か
け
の
価
値
を
与
え
て
い
た
︒
と
は
い
え
︑
か
れ
は
好
感
の
も
て
る
人
物
で
︑
心
の
奥
に
あ
る
大
き
な
︑
そ
し
て
か
れ
を
滅
ぼ

し
た
虚
栄
心
は
セ
ン
ス
の
よ
い
外
面
の
し
た
に
隠
さ
れ
て
い
た
︒
人
の
よ
さ
︑
愛
想
の
よ
さ
︑
協
調
性
︑
気
持
ち
の
よ
い
自
信
の
風

情
が
あ
っ
た
か
ら
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
騙
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た

︵

︶
︒
13

こ
の
よ
う
な
サ
ロ
ン
の
派
生
的
存
在
は
︑
こ
れ
以
降
も
重
要
な
政
治
的
・
文
化
的
位
置
を
占
め
る
︒
と
い
う
の
も
︑
ア
ン
ヌ
・
マ
ル
タ

ン
＝
フ
ュ
ジ
エ
の
い
う
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
の
レ
ユ
ニ
オ
ン
は
﹁
政
治
的
共
感
﹂
を
も
と
に
集
ま
っ
た
男
た
ち
の
集
団
で
あ
り
︑
そ
こ
か
ら

﹁
す
べ
て
社
交
空
間
へ
と
道
が
通
じ
て
い
た
﹂
か
ら
だ

︵

︶
︒
一
般
の
サ
ロ
ン
と
異
な
る
の
は
︑
こ
の
集
ま
り
が
ほ
ぼ
男
性
の
み
で
構
成
さ
れ

14

て
い
た
点
で
あ
る
︒
一
九
世
紀
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
い
て
︑
政
治
経
済
的
な
主
体
が
つ
ね
に
男
性
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
レ
ユ
ニ
オ
ン
に
も
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
七
月
王
政
に
下
院
議
員
と

な
る
若
者
た
ち
は
︑
多
か
れ
少
な
か
れ
︑
こ
う
し
た
政
治
的
集
ま
り
と
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

銀
行
家
と
芸
術
庇
護

ペ
レ
ゴ
ー
に
文
化
的
庇
護
者
の
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
前
稿
で
も
み
た
と
お
り
だ
が
︵

︶
︑
一
九
世
紀
の
金
融
界
の
第
一
人
者
と
し
て
ラ

15

王
政
復
古
期
に
お
け
る
銀
行
家
た
ち
の
文
化
活
動

︱
︱
一
九
世
紀
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半
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お
け
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フ
ィ
ッ
ト
に
も
そ
の
よ
う
な
側
面
は
あ
っ
た
︒

銀
行
家
や
実
業
家
が
そ
の
財
力
に
見
合
っ
た
地
位
を
社
会
的
に
認
知
し
て
も
ら
う
た
め
に
芸
術
保
護
と
い
う
手
段
を
と
り
は
じ
め
る
の

も
︑
一
九
世
紀
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒
世
紀
初
頭
︑
上
流
社
交
界
に
社
会
的
エ
リ
ー
ト
と
し
て
迎
え
入
れ
ら
れ
る

に
は
︑
経
済
的
成
功
だ
け
で
は
足
り
な
か
っ
た
︒
い
ま
だ
に
旧
体
制
下
で
の
階
級
意
識
︑
す
な
わ
ち
血
筋
︵
生
ま
れ
と
爵
位
︶︑
王
家
と

の
関
係
な
ど
の
要
素
を
重
ん
じ
る
風
潮
や
慣
行
が
上
流
階
級
の
あ
い
だ
に
根
強
く
残
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
あ
と
か
ら

貴
族
を
追
い
か
け
る
か
た
ち
で
社
交
界
に
入
ろ
う
と
す
る
者
は
︑
金
と
は
ち
が
う
次
元
の
し﹅

る﹅

し﹅

を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
万
人
が

認
め
る
社
会
的
地
位
や
爵
位
を
得
る
こ
と
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
が
︑
さ
ら
に
有
効
な
方
法
︑
そ
れ
が
芸
術
の
活
用
で
あ
っ
た
︒

一
般
に
品
物
と
し
て
の
有
用
性
に
よ
っ
て
消
費
さ
れ
る
物
理
的
な
﹁
モ
ノ
﹂︵
choses︶
に
対
し
て
︑
あ
る
種
の
特
別
な
意
味
作
用
を

付
与
さ
れ
︑
そ
の
抽
象
的
価
値
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
も
の
を
﹁
セ
ミ
オ
フ
ォ
ー
ル
﹂︵
sém
iophores︶
と
よ
ん
だ
の
は
ク
シ
シ
ト
フ
・

ポ
ミ
ア
ン
で
あ
る

︵

︶
︒
か
れ
に
よ
れ
ば
芸
術
作
品
も
そ
の
ひ
と
つ
で
︑
一
五
世
紀
以
降
︑
そ
れ
ま
で
も
っ
て
い
な
か
っ
た
威
光
を
獲
得
す
る

16

に
い
た
っ
た
と
い
う
︒
時
と
と
も
に
移
ろ
い
消
滅
し
て
い
く
自
然
に
対
し
て
︑
そ
れ
を
時
間
の
な
か
に
固
定
し
持
続
さ
せ
る
も
の
︑
そ
れ

が
芸
術
で
あ
っ
て
︑
い
わ
ば
世
界
を
永
遠
の
相
の
も
と
に
︑
さ
ら
に
い
え
ば
未
来
の
相
の
も
と
に
描
き
だ
す
そ
う
し
た
芸
術
を
保
護
す
る

こ
と
は
︑﹁
真
に
栄
光
に
到
達
し
た
い
と
願
う
あ
ら
ゆ
る
君
主
の
義
務
﹂
と
な
っ
た
︒
こ
う
し
て
﹁
君
主
は
︑
文
芸
の
庇
護
者
と
な
り
蒐

集
家
と
な
る
﹂
わ
け
だ
が
︑
こ
れ
は
君
主
に
と
ど
ま
ら
ず
︑﹁
権
力
の
階
級
制
の
上
位
に
位
置
す
る
す
べ
て
の
人
々
は
︑
同
じ
役
割
を
演

じ
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
る
﹂︱
︱
そ
う
ポ
ミ
ア
ン
は
述
べ
て
い
る

︵

︶
︒
17

事
情
は
一
九
世
紀
前
半
の
銀
行
家
に
と
っ
て
も
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
︒
セ
ミ
オ
フ
ォ
ー
ル
の
獲
得
︑
す
な
わ
ち
芸
術
作
品
の
購
入
や

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
は
︑﹁
有
用
性
を
意
味
作
用
に
変
容
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
富
の
階
級
制
に
お
い
て
上
位
に
位
置
し
て
い
る
人

が
︑
趣
味
や
知
の
階
級
制
に
お
い
て
も
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
活
動
の
ひ
と
つ
﹂
︵

︶

な
の
で
あ
る
︒

18
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こ
の
よ
う
に
金
銭
を
﹁
有
用
性
の
流
通
回
路
﹂
か
ら
引
き
離
す
こ
と
︑
そ
し
て
そ
れ
を
趣
味
や
教
養
と
い
う
象
徴
的
な
記
号
に
置
き
換
え

る
こ
と
は
︑
と
く
に
金
に
よ
っ
て
富
を
得
る
銀
行
家
に
は
必
要
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒

銀
行
家
や
実
業
家
と
芸
術
の
結
び
つ
き
は
︑
芸
術
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
さ
ら
に
密
に
な
る
︒
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ナ
ポ
レ

オ
ン
体
制
は
芸
術
の
市
場
を
拡
大
し
た
か
ら
︑
前
世
紀
に
く
ら
べ
る
と
︑
名
の
あ
る
芸
術
家
を
﹁
消
費
﹂
す
る
も
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体

に
広
が
っ
た
︒
こ
の
間
︑
政
治
的
理
由
に
よ
っ
て
外
国
に
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
芸
術
家
も
い
れ
ば
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
に
よ
っ
て
い

く
つ
も
の
芸
術
品
が
国
境
を
越
え
︑
結
果
的
に
流
通
を
促
す
こ
と
と
と
な
り
︑
多
く
の
作
品
や
芸
術
家
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
広
く
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
芸
術
作
品
を
投
機
対
象
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
八
世
紀
か
ら
だ
が
︑
産
業
革
命
と
と
も
に
経
済
活
動
が
活

発
に
な
り
︑
裕
福
な
実
業
家
が
出
て
く
る
に
つ
れ
て
美
術
商
は
ま
す
ま
す
幅
を
利
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
︑
蒐
集
家
の
助
言
者
と
し
て
振

る
舞
い
は
じ
め
る

︵

︶
︒
王
政
復
古
と
と
も
に
こ
う
し
た
現
象
は
さ
ら
に
加
速
化
し
た
︒
美
術
商
は
も
は
や
愛
好
家
の
延
長
で
は
な
く
︑
積
極

19

的
に
美
術
作
品
を
商
品
に
し
︑
経
済
活
動
へ
と
引
き
込
ん
で
い
く
役
回
り
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
︒
の
ち
に
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
小
説
﹃
ピ

エ
ー
ル
・
グ
ラ
ッ
ス
ー
﹄
で
画
商
と
高
利
貸
し
を
結
び
つ
け
た
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
人
エ
リ
ア
ス
・
マ
ギ
ュ
ス
と
い
う
人
物
を
創
造
し

︵

︶
︑
こ
の

20

悪
魔
的
な
人
物
と
勤
勉
か
つ
凡
庸
な
市
民
画
家
ピ
エ
ー
ル
・
グ
ラ
ッ
ス
ー
を
通
じ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
に
お
い
て
芸
術
ま
で
侵
食
す
る
経

済
過
程
を
皮
肉
り
︑
芸
術
的
価
値
の
平
板
化
を
推
し
進
め
る
民
主
主
義
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
ち
な
み
に
グ
ラ
ッ
ス
ー
を
婿

と
し
て
迎
え
る
成
功
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
商
人
ヴ
ェ
ル
ヴ
ェ
ル
は
︑
別
荘
に
立
派
な
絵
画
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
も
っ
て
い
る
︒
ス
タ
ン
ダ
ー
ル

も
ま
た
︑
よ
く
似
た
時
期
に
同
じ
よ
う
な
主
題
で
﹃
フ
ェ
デ
ー
ル
﹄
を
書
い
て
い
る

︵

︶
︒
小
説
は
い
ず
れ
も
王
政
復
古
か
ら
七
月
王
政
に
か

21

け
て
の
時
代
が
舞
台
と
な
っ
て
お
り
︑
芸
術
が
悲
劇
的
に
資
本
主
義
経
済
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
状
況
が
現
出
し
て

い
た
こ
と
の
証
左
と
な
ろ
う
︒
ピ
エ
ー
ル
・
グ
ラ
ッ
ス
ー
と
﹃
知
ら
れ
ざ
る
傑
作
﹄
の
フ
レ
ノ
フ
ェ
ー
ル
の
ち
が
い
は
︑
芸
術
を
取
り
巻

く
環
境
の
︑
一
九
世
紀
と
一
七
世
紀
の
あ
い
だ
の
差
で
も
あ
る
︒

王
政
復
古
期
に
お
け
る
銀
行
家
た
ち
の
文
化
活
動

︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
三
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶

九



と
こ
ろ
で
︑
こ
の
よ
う
な
状
況
と
は
裏
腹
に
︑
い
や
︑
こ
う
し
た
状
況
だ
か
ら
こ
そ
と
い
う
べ
き
か
︑
芸
術
家
の
社
会
的
地
位
も
大
き

く
変
容
し
た
︒﹃
百
科
全
書
﹄
で
は
工
芸
職
人
も
﹁
ア
ル
テ
ィ
ス
ト
﹂︵
artiste︶
と
よ
ば
れ
て
い
た
が
︑
一
八
世
紀
末
に
な
る
と
こ
の
語

の
価
値
が
急
速
に
高
ま
っ
て
く
る
︒
そ
し
て
一
九
世
紀
の
初
め
︑
そ
の
意
味
は
し
だ
い
に
﹁
芸
術
家
﹂
に
限
定
さ
れ
て
い
く
と
と
も
に
︑

芸
術
の
表
現
者
︵
演
奏
家
・
演
技
者
︶
を
も
含
む
よ
う
に
な
っ
た

︵

︶
︒
こ
う
し
て
芸
術
家
の
神
格
化
が
は
じ
ま
る
︒
芸
術
家
は
特
別
な
存
在

22

で
あ
り
︑
一
般
人
に
は
近
づ
け
な
い
何
か
を
実
現
す
る
神
に
選
ば
れ
し
者
と
し
て
象
徴
的
に
君
臨
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
︒
ロ
マ
ン
主
義

の
時
代
の
芸
術
家
像
と
は
︑
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
運
命
的
で
神
々
し
い
輝
き
に
包
ま
れ
た
精
神
的
存
在
と
し
て
屹
立
す
る
も
の
で
あ
っ

た
︵

︶
︒
天
才
的
芸
術
家
は
俗
塵
か
ら
は
る
か
遠
く
︑
清
澄
な
天
空
の
極
北
に
輝
く
孤
高
の
巨
星
で
あ
る
こ
と
を
ロ
マ
ン
主
義
的
魂
は
望
む
︒

23一
方
で
そ
の
よ
う
な
社
会
は
天
才
を
夢
見
て
脱
落
し
て
い
く
数
多
の
凡
人
芸
術
家
を
生
む
︒
凡
庸
な
芸
術
家
は
売
る
た
め
に
︑
す
な
わ
ち

生
き
る
た
め
に
作
品
を
生
産
・
供
給
し
︑
需
要
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
も
︑
芸
術
の
真
の
価
値
を
理
解
す
る
地
平
か
ら
は
遠
く
︑
も
っ
ぱ
ら
名

声
と
評
判
が
判
断
の
基
準
で
あ
る
︒
模
写
の
技
術
で
名
声
を
勝
ち
得
︑
勲
章
に
ま
で
手
の
届
い
た
ピ
エ
ー
ル
・
グ
ラ
ッ
ス
ー
は
︑
や
は
り

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
価
値
観
し
か
も
ち
あ
わ
せ
な
い
ヴ
ェ
ル
ヴ
ェ
ル
氏
の
目
に
か
な
う
条
件
を
完
全
に
満
た
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
︒﹁
何
事

に
お
い
て
も
創
案
す
る
こ
と
︵
inventer︶﹂
は
︑
弱
火
で
焼
か
れ
る
が
ご
と
く
﹁
少
し
ず
つ
衰
弱
し
死
ぬ
こ
と
﹂
を
意
味
す
る
の
に
対

し
て
︑﹁
ま
ね
る
こ
と
︵
copier︶﹂
は
﹁
生
き
る
こ
と
﹂
で
あ
る
︒
命
を
削
っ
て
芸
術
に
身
を
捧
げ
る
創
造
的
行
為
と
模
倣
に
よ
っ
て
生

活
の
資
を
稼
ぐ
商
業
的
行
為
︒
つ
い
に
金
鉱
脈
を
発
見
し
て
か
ら
と
い
う
も
の
︑
グ
ラ
ッ
ス
ー
は
﹁
ま
ね
る
こ
と
﹂
を
実
践
し
つ
づ
け
る
︒

こ
の
よ
う
な
自
己
の
判
断
基
準
を
も
た
ぬ
階
級
に
お
い
て
︑
模
倣
が
専
横
を
極
め
る
こ
と
に
な
る
の
は
必
然
で
あ
る
︒
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
よ

れ
ば
︑
創
造
的
行
為
よ
り
も
模
倣
が
富
を
築
い
て
し
ま
う
よ
う
に
︑
世
論
に
み
な
が
流
さ
れ
︑
過
半
数
に
よ
っ
て
政
治
を
つ
く
っ
て
し
ま

う
の
が
民
主
主
義
で
あ
る
︒﹁
自
分
よ
り
も
上
位
の
者
を
す
べ
て
の
社
会
階
層
か
ら
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
今
日
の
﹁
社
会

の
不
名
誉
な
凡
庸
さ
﹂︵
選
挙
を
指
す
︶
も
︑
ま
さ
に
同
根
な
の
で
あ
る

︵

︶
︒
24
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こ
の
よ
う
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
凡
庸
さ
を
代
表
す
る
か
の
よ
う
に
﹁
国
王
ル
イ
＝
フ
イ
リ
ッ
プ
︑
そ
し
て
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー

と
張
り
合
お
う
と
し
た
か
の
よ
う
な
﹂

︵

︶

瓶
商
人
ヴ
ェ
ル
ヴ
ェ
ル
氏
さ
な
が
ら
に
︑
同
時
代
の
銀
行
家
た
ち
も
自
邸
に
芸
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

25

を
も
と
う
と
し
た
︒
ラ
フ
ィ
ッ
ト
よ
り
も
一
〇
歳
ほ
ど
年
下
の
ス
イ
ス
生
ま
れ
の
銀
行
家
︑
ジ
ャ
ム
・
ド
・
プ
ル
タ
レ
ス
︵
Jam
es
de

Pourtalès
一
七
七
六
～
一
八
五
五
︶
は
父
の
莫
大
な
資
産
を
元
手
に
︵

︶
︑
す
で
に
一
八
世
紀
末
に
蒐
集
を
は
じ
め
︑
王
政
復
古
と
と
も
に

26

パ
リ
の
ト
ロ
ン
シ
ェ
通
り
︵
現
在
の
マ
ド
レ
ー
ヌ
寺
院
の
裏
手
︶
に
邸
宅
を
建
て
て
住
ん
だ
︒
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
︑

レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
︑
ア
ン
グ
ル
な
ど
の
作
品
を
含
み
︑
プ
ロ
イ
セ
ン
国
王
や
ベ
リ
ー
公
夫
妻
に
も
見
せ
て
い
る

︵

︶
︒
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
ド
レ

27

セ
ー
ル
も
や
は
り
革
命
時
代
に
父
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ド
レ
セ
ー
ル
が
は
じ
め
た
蒐
集
を
受
け
継
ぎ
︑
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
増
や
し
つ
つ
あ
っ

た
︒
数
の
上
で
は
︑
オ
ラ
ン
ダ
︑
フ
ラ
ン
ド
ル
の
画
家
の
作
品
が
多
く
︑
ル
ー
ベ
ン
ス
︑
フ
ァ
ン
・
ダ
イ
ク
︑
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
︑
バ
ッ
ク

ホ
イ
ゼ
ン
な
ど
が
あ
っ
た
︒
続
い
て
多
か
っ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
で
︑
ク
ロ
ー
ド
・
ロ
ラ
ン
︑
ミ
ニ
ャ
ー
ル
︑
オ
ラ
ー
ス
・
ヴ
ェ
ル

ネ
︑
ジ
ロ
デ
︑
ジ
ェ
リ
コ
ー
な
ど
の
作
品
が
あ
っ
た
こ
と
を
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
ド
レ
セ
ー
ル
の
死
亡
記
事
は
語
っ
て
い
る

︵

︶
︒
銀
行
家
で
ラ

28

フ
ィ
ッ
ト
の
あ
と
に
首
相
を
務
め
た
カ
ジ
ミ
ー
ル
・
ペ
リ
エ
も
や
は
り
絵
画
蒐
集
を
行
っ
て
い
た
︒

文
化
的
教
養
が
露
骨
な
金
銭
の
臭
い
を
消
す
の
だ
と
す
れ
ば
︑
成
り
上
が
り
の
条
件
を
も
っ
と
も
よ
く
具
え
て
い
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ

フ
ィ
ッ
ト
に
と
っ
て
︑
こ
れ
は
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
ド
レ
セ
ー
ル
や
プ
ル
タ
レ
ス
と
ち
が
い
︑
か
れ
の
場
合
は
父
か

ら
受
け
継
ぐ
も
の
は
何
も
な
く
︑
ま
さ
に
一
代
で
築
い
た
地
位
で
あ
っ
た
だ
け
に
︑
そ
の
よ
う
な
思
い
入
れ
は
よ
け
い
に
強
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
︒
後
発
の
者
が
と
っ
た
方
針
は
︑
買
う
美
術
品
を
自
分
と
同
時
代
の
も
の
に
絞
り
︑
い
ま
生
き
て
い
る
芸
術
家
を
助
け
る
こ
と
で

あ
っ
た
︒
こ
れ
は
当
時
︑
シ
ョ
セ
＝
ダ
ン
タ
ン
地
区
に
あ
っ
た
モ
ン
モ
ラ
ン
シ
ー
館
︵
H
ôtelde
M
ontm
orency︶
の
所
有
者
と
な
っ
た

ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ソ
ン
マ
リ
ー
ヴ
ァ
︵
G
iovanniB
attista
Som
m
ariva
一
七
六
〇
～
一
八
二
六
︶
に
習
っ
た
結
果

で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る

︵

︶
︒
イ
タ
リ
ア
に
生
ま
れ
︑
の
ち
に
フ
ラ
ン
ス
に
帰
化
し
た
こ
の
男
は
ま
さ
に
出
世
の
た
め
に
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

29

王
政
復
古
期
に
お
け
る
銀
行
家
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活
動

︱
︱
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﹁
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を
活
用
し
た
人
物
で
︑
王
政
復
古
時
代
︑
フ
ラ
ン
ス
の
美
術
愛
好
家
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
︒﹁
た
し
か
に
美
術
に
勤
し
む
の
は
金
の

か
か
る
こ
と
だ
︒
し
か
し
︑
こ
の
財
産
は
つ
ね
に
残
る
し
︑
と
き
に
は
増
え
さ
え
す
る
︒
さ
ら
に
︑
多
大
な
名
誉
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る

の
だ
﹂
︵

︶

と
い
っ
て
憚
ら
ず
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
妻
ジ
ョ
ゼ
フ
ィ
ー
ヌ
に
ダ
イ
ヤ
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
贈
っ
て
拒
否
さ
れ
た
り
︑
タ
レ
ラ
ン
に
高

30

価
な
腕
時
計
を
献
上
し
た
り
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
金
銭
的
資
産
は
築
い
た
と
し
て
も
︑
と
く
に
後
盾
の
な
い
地
方
出
身
者
や
外
国

31

人
の
場
合
︑
上
流
社
交
界
で
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
こ
の
よ
う
な
文
化
的
記
号
を
手
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
︒
革
命
以
降
︑
王
侯

や
貴
族
階
級
の
囲
い
か
ら
拡
散
し
た
美
術
品
が
出
回
り
︑
市
民
に
開
放
さ
れ
た
美
術
館
が
建
設
さ
れ
︑
美
術
の
享
受
が
民
主
化
さ
れ
て
い

く
の
と
並
行
し
て
︑
作
品
が
資
本
主
義
経
済
の
流
通
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
︑
商
品
化
し
て
い
く
の
は
必
然
で
あ
っ
た
︒
短
期
に
富
を
蓄

積
し
︑
新
し
く
拓
か
れ
た
モ
ダ
ン
な
地
区
に
瀟
洒
な
邸
宅
を
か
ま
え
る
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
に
と
っ
て
︑
そ
こ
に
自
前
の
美
術
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
を
も
ち
︑
サ
ロ
ン
を
開
い
て
招
い
た
貴
顕
の
士
に
絵
を
見
せ
る
こ
と
は
︑
経
済
的
の
み
な
ら
ず
文
化
的
に
も
か
れ
ら
に
肩
を
並
べ

る
た
め
の
必
須
条
件
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

芸
術
を
見
る
目
は
な
か
っ
た
も
の
の
︑
ラ
フ
ィ
ッ
ト
も
美
術
を
栄
達
の
手
段
の
ひ
と
つ
と
す
る
こ
と
に
躊
躇
は
な
か
っ
た
︒
か
れ
の
絵

画
蒐
集
は
︑
い
か
に
も
合
理
的
な
近
代
人
ら
し
く
︑
ま
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
銀
行
家
ら
し
い
も
の
で
︑
損
を
し
な
い
こ
と
が
第
一
で
あ
っ
た
よ

う
だ
︒
絵
は
必
ず
サ
ロ
ン
展
で
︑
も
し
く
は
画
家
か
ら
直
接
買
う
こ
と
に
し
て
い
た
︒
そ
の
ほ
う
が
安
く
仕
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
し
︑

偽
作
を
つ
か
ま
さ
れ
る
心
配
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
サ
ロ
ン
に
出
展
さ
れ
る
画
家
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
な
り
の
評
価
も
あ
る
︒

し
か
も
サ
ロ
ン
で
買
う
こ
と
は
買
い
手
の
宣
伝
に
も
な
っ
た
︒
も
っ
と
も
︑
世
間
は
い
ま
だ
古
典
作
品
が
基
準
と
な
っ
て
い
た
か
ら
︑
ラ

フ
ィ
ッ
ト
の
よ
う
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
そ
れ
ほ
ど
評
価
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

︵

︶
︒
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
八
二
〇
年
代
か
ら
美
術
愛
好
家
向
け

32

の
美
術
作
品
案
内
が
出
版
さ
れ
は
じ
め
る
の
だ
が
︵
こ
の
点
か
ら
も
美
術
の
ひ
ろ
が
り
の
度
合
い
が
見
て
と
れ
る
︶︑
そ
の
ひ
と
つ
﹃
一

八
二
四
年
版

パ
リ
芸
術
愛
好
家
手
引
き
﹄︵
M
anuelde
l’am
ateur
des
arts
dans
P
aris,pour
1824
︶

︵

︶

を
開
い
て
も
︑
ド
レ
セ
ー
ル

33
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や
ペ
リ
エ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
ラ
フ
ィ
ッ
ト
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
言
及
が
な
い
︒
か
れ
に
と
っ
て

重
要
だ
っ
た
の
は
︑
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
内
容
よ
り
も
絵
画
を
蒐
集
し
て
い
る
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
芸
術
活
動
へ
理
解
を
示

し
︑
そ
の
普
及
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
姿
勢
を
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
を
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
観
察
で
き
る
現
象
は
︑
そ
れ
ま
で
芸
術
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
い
た
階
級
が
︑
い
わ
ば
﹁
経
済
の
回
路
﹂
を
通
じ
て
そ
れ
に
接
触

す
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
︒
ど
ん
な
手
段
で
あ
れ
︑
新
し
く
参
入
し
て
き
た
者
に
対
し
て
︑
も
と
か
ら
そ
こ
に
い
る
者
た
ち
は
み
ず
か
ら

を
差
異
化
し
よ
う
と
す
る
︒
オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
ガ
ゼ
ッ
ト
は
新
し
い
芸
術
に
つ
い
て
︑﹁
本
質
的
に
非
大
衆
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
︑

反
大
衆
的
で
さ
え
あ
る
﹂
と
い
っ
た
が

︵

︶
︑
芸
術
を
理
解
で
き
る
者
と
理
解
で
き
な
い
者
と
に
分
け
︑
対
立
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
こ
と
は
芸

34

術
の
ひ
と
つ
の
真
理
で
あ
り
︑
と
く
に
市
民
社
会
の
成
立
以
降
︑
そ
の
真
理
は
い
ち
だ
ん
と
見
え
や
す
い
も
の
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ

う
︒
金
融
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
美
術
品
を
買
い
漁
り
︑
自
邸
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
つ
く
る
よ
う
に
な
る
と
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
ま

で
芸
術
を
占
有
し
て
い
た
階
級
は
芸
術
的
感
受
性
に
す
ぐ
れ
た
特
権
的
少
数
者
と
し
て
み
ず
か
ら
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
︒
少
数
者
と

し
て
大
衆
と
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
自
分
の
使
命
を
自
覚

︵

︶
さ
せ
る
の
も
芸
術
な
の
だ
︒
こ
の
よ
う
な
﹁
幸
福
な
る
少
数
者

ハ

ッ

ピ

ー

フ

ュ

ー

の
自

35

己
正
当
化
的
想
像
力
に
は
際
限
が
な
い
﹂
︵

︶
︒
一
九
世
紀
前
半
に
生
じ
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
急
速
な
台
頭
︑
資
本
主
義
経
済
体
制
の
確
立
︑

36

そ
し
て
ほ
ぼ
同
時
期
に
起
こ
っ
た
ロ
マ
ン
主
義
運
動
の
根
は
同
じ
土
壌
か
ら
養
分
を
得
て
い
る
︒
天
啓
︑
孤
高
の
天
才
︑
カ
リ
ス
マ
な
ど
︑

ロ
マ
ン
主
義
が
神
格
化
さ
れ
た
芸
術
家
像
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
の
も
︑
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
資
本
主
義
社
会
の
浸
透
に
よ
っ
て
芸
術
の
裾
野

が
大
き
く
広
が
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
︑
孤
独
な
夢
想
や
霊
感
︑
自
我
や
理
想
と
い
っ
た
個
人
に
局
限
さ
れ
た
特
異
な
世
界
ば
か
り
を
考
え

て
い
て
は
足
を
す
く
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
︒
ロ
マ
ン
主
義
と
は
︑
少
数
選
良
の
純
粋
美
学
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
に
も
享
受
さ
れ
う
る
中

間
美
学
の
相
克
に
お
い
て
こ
そ
生
ま
れ
る
運
動
な
の
で
あ
る
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
︑
ラ
フ
ィ
ッ
ト
は
芸
術
に
対
し
て
の
向
き
あ
い
方
に
お
い
て
も
典
型
的
な
こ
の
時
代
の
銀
行
家
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

王
政
復
古
期
に
お
け
る
銀
行
家
た
ち
の
文
化
活
動

︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
三
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶

一
三



博
愛
精
神
と
慈
善
活
動

と
こ
ろ
で
︑
こ
う
し
た
絵
画
蒐
集
は
︑
も
う
ひ
と
つ
別
の
次
元
の
活
動
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
︒
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
︑
一
八
二
〇

年
代
の
国
際
的
な
政
治
問
題
の
ひ
と
つ
に
ギ
リ
シ
ャ
独
立
戦
争
が
あ
っ
た
︒
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
八
二
〇
年
代
の
は
じ
め
か
ら
︑
自
由
主
義

陣
営
を
中
心
に
親
ギ
リ
シ
ャ
運
動
が
活
発
に
展
開
さ
れ
て
く
る
︒
ド
ラ
ク
ロ
ワ
は
﹃
墓
場
の
孤
児
﹄︵
Jeune
orpheline
au
cim
etière︶

を
大
作
﹃
キ
オ
ス
島
の
虐
殺
﹄︵
Scène
des
m
asacres
à
Scio︶
の
準
備
と
し
て
描
き
︑
両
作
品
を
二
四
年
の
サ
ロ
ン
に
出
展
す
る
︒
こ

の
年
は
バ
イ
ロ
ン
卿
が
ミ
ソ
ロ
ン
ギ
で
死
ん
だ
年
で
も
あ
り
︑
文
学
者
や
画
家
た
ち
が
積
極
的
に
ギ
リ
シ
ャ
独
立
運
動
に
加
担
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
︒
バ
イ
ロ
ン
の
﹃
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
﹄
と
﹃
ギ
リ
シ
ャ
頌
歌
﹄
が
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
さ
れ
︑
ス
タ
ン
ダ
ー

ル
の
事
実
上
の
処
女
小
説
﹃
ア
ル
マ
ン
ス
﹄
の
主
人
公
オ
ク
タ
ー
ヴ
・
ド
・
マ
リ
ヴ
ェ
ー
ル
も
バ
イ
ロ
ン
さ
な
が
ら
に
ギ
リ
シ
ャ
に
向
か

う
船
上
で
最
期
を
迎
え
る
︒
ま
た
︑
カ
ジ
ミ
ー
ル
・
ド
ラ
ヴ
ィ
ー
ニ
ュ
︵
C
asim
ir
D
elavigne
一
七
九
三
～
一
八
四
三
︶
も
い
く
つ
か

の
詩
編
を
ギ
リ
シ
ャ
に
捧
げ
︑
独
立
戦
争
に
フ
ラ
ン
ス
が
積
極
的
に
介
入
す
る
こ
と
を
促
し
た
︱
︱
﹁
世
界
の
強
者
た
る
汝
ら
よ
︑
平
和

と
戦
を
手
の
う
ち
に
も
つ
陸
の
王
た
る
汝
ら
よ
︑
苦
し
み
に
疲
れ
た
ギ
リ
シ
ャ
の
人
び
と
が
武
器
を
と
っ
た
の
は
打
ち
勝
つ
た
め
な
の

か
︑
は
た
ま
た
死
ぬ
た
め
な
の
か
︑
こ
れ
を
決
す
る
の
は
汝
ら
な
の
だ
︒﹂

︵

︶
37

こ
の
よ
う
に
︑
画
家
や
作
家
が
ギ
リ
シ
ャ
を
主
題
化
す
る
な
か
︑
実
業
家
た
ち
の
あ
い
だ
で
も
問
題
は
共
有
さ
れ
た
︒
独
立
に
立
ち
あ

が
る
ギ
リ
シ
ャ
へ
の
経
済
的
支
援
は
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
銀
行
家
や
フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
の
貴
族
に
と
っ
て
は
キ
リ

ス
ト
教
擁
護
の
意
思
表
明
に
︑
ま
た
︑
自
由
主
義
者
に
と
っ
て
は
民
族
自
決
の
原
則
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
思
想
の
あ
ら
わ
れ
と
な
っ
た
︒

﹁
パ
リ
親
ギ
リ
シ
ャ
委
員
会
﹂︵
C
om
ité
philhellène
de
Paris︶
︵

︶

の
設
立
は
そ
う
し
た
活
動
の
中
核
を
な
す
も
の
で
︑
こ
こ
に
は
信
条

38

を
越
え
て
多
く
の
有
力
者
が
参
集
し
た
︒
当
初
︑
自
由
主
義
派
と
オ
ル
レ
ア
ン
派
が
中
心
と
な
っ
た
が
︑
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
が
加
わ
る

關
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こ
と
に
よ
っ
て
︑
ま
さ
に
共
和
主
義
︑
自
由
主
義
︑
王
党
派
と
い
っ
た
政
治
的
立
場
を
超
越
す
る
組
織
と
な
っ
た
︒
シ
ョ
ワ
ズ
ー
ル
公

︵
C
laude‒A
ntoine‒G
abrielde
C
hoiseul
一
七
六
〇
～
一
八
三
八
︶︑
ブ
ロ
イ
公
︵
V
ictor
de
B
roglie
一
七
八
五
～
一
八
七
〇
︶︑

フ
イ
ッ
ツ
ジ
ャ
ム
公
︵
É
douard
de
F
itz‒Jam
es
一
七
七
六
～
一
八
三
八
︶︑
ラ
ボ
ル
ド
伯
︵
A
lexandre
de
Laborde
一
七
七
三
～

一
八
四
二
︶︑
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ー
ニ
将
軍
︵
H
orace
F
rançois
B
astien
Sébastiani
一
七
七
二
～
一
八
五
一
︶︑
テ
ル
ノ
ー
︑
ラ
フ
ィ
ッ

ト
︑
フ
ィ
ル
マ
ン
・
デ
ィ
ド
︵
F
irm
in
D
idot
一
七
六
四
～
一
八
三
六
︶︑
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
な
ど
︑
そ
の
メ
ン
バ
ー
を
み

て
も
そ
れ
は
あ
き
ら
か
だ
ろ
う

︵

︶
︒
39

こ
の
親
ギ
リ
シ
ャ
熱
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
広
が
り
を
み
せ
た
も
の
で
︑
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
︑
フ
ラ
ン
ス
を
含
め
て
は
じ
め
て
の

汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
運
動
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒﹁
親
ギ
リ
シ
ャ
委
員
会
﹂
な
る
も
の
も
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
複
数
の
国
で
組
織
さ

れ
︑
一
八
二
一
年
八
月
に
第
一
号
が
シ
ュ
ト
ッ
ト
ガ
ル
ト
に
︑
つ
い
で
一
八
二
三
年
二
月
に
ロ
ン
ド
ン
に
︑
パ
リ
の
そ
れ
は
少
し
遅
れ
て

一
八
二
五
年
の
初
め
に
設
立
さ
れ
た
︒
発
足
こ
そ
ド
イ
ツ
︑
イ
ギ
リ
ス
に
後
れ
を
と
っ
た
も
の
の
︑
パ
リ
の
委
員
会
は
も
っ
と
も
積
極
的

な
活
動
を
展
開
し
︑
三
年
間
で
ギ
リ
シ
ャ
基
金
と
し
て
一
五
〇
万
フ
ラ
ン
を
集
め
た
と
い
う

︵

︶
︒
資
金
集
め
の
一
環
と
し
て
︑
一
八
二
六
年

40

に
﹁
ギ
リ
シ
ャ
の
た
め
の
展
覧
会
﹂︵
E
xposition
au
profit
des
G
recs︶
と
銘
打
っ
た
有
料
の
絵
画
展
を
ギ
ャ
ラ
リ
ー
・
ル
ブ
ラ
ン

︵
G
alerie
Lebrun︶
で
大
々
的
に
開
催
す
る
︒
こ
の
展
覧
会
は
大
成
功
を
収
め
る
の
だ
が
︑
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
︑
グ
ロ
︑
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
︑

ジ
ェ
リ
コ
ー
︑
ヴ
ェ
ル
ネ
︑
ア
ン
グ
ル
︑
ド
ラ
ク
ロ
ワ
と
い
っ
た
画
家
の
絵
が
並
ん
だ
か
ら
だ
が
︑
そ
れ
と
あ
わ
せ
て
︑
自
前
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
か
ら
絵
を
貸
し
出
し
た
名
だ
た
る
庇
護
者
た
ち
の
名
前
が
発
表
さ
れ
た
か
ら
で
も
あ
る
︒
プ
ル
タ
レ
ス
や
ド
レ
セ
ー
ル
兄
弟
︑
カ

ジ
ミ
ー
ル
・
ペ
リ
エ
の
名
前
と
と
も
に
ラ
フ
ィ
ッ
ト
の
名
も
並
ん
で
い
た

︵

︶
︒
41

社
会
階
層
や
政
治
的
党
派
性
を
突
き
抜
け
る
契
機
が
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
り
え
た
と
い
う
こ
と
は
歴
史
的
に
も
重
要
で
あ
る
︒
外

部
の
敵
が
内
部
の
凝
集
力
を
高
め
る
の
は
い
つ
の
時
代
に
も
観
察
さ
れ
る
こ
と
だ
が
︑
現
実
に
は
互
い
に
鋭
く
対
立
し
な
が
ら
も
︵
政
治

王
政
復
古
期
に
お
け
る
銀
行
家
た
ち
の
文
化
活
動

︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
三
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶
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的
に
︑
宗
教
的
に
︑
社
会
階
級
的
に
︶︑
ギ
リ
シ
ャ
独
立
の
大
義
に
お
い
て
合
意
し
︑
顔
を
合
わ
せ
る
場
を
も
ち
え
た
と
い
う
の
は
大
き

な
意
味
を
も
つ
︒
一
八
二
〇
年
代
の
ギ
リ
シ
ャ
独
立
戦
争
は
︑
多
く
の
場
合
︑﹃
キ
オ
ス
島
の
虐
殺
﹄
の
よ
う
な
強
烈
な
絵
画
的
イ
メ
ー

ジ
や
バ
イ
ロ
ン
と
い
う
あ
ま
り
に
英
雄
的
な
像
と
と
も
に
語
ら
れ
る
︒
自
由
と
独
立
と
い
う
近
代
的
理
想
に
燃
え
︑
義
勇
兵
と
し
て
参
加

す
る
姿
︵
バ
イ
ロ
ン
だ
け
で
は
な
い
︶
は
い
か
に
も
﹁
個
﹂
の
熱
い
意
思
を
炸
裂
さ
せ
る
よ
う
で
︑
ロ
マ
ン
主
義
的
欲
求
を
満
た
す
も
の

だ
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
た
し
か
に
こ
の
運
動
は
︑
初
期
に
お
い
て
個
人
の
自
発
性
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
が
目
立
ち
︑
一
八
二
三
年
に
ボ
レ
ル

︵
B
orel︶
偽
名
を
つ
か
っ
て
ギ
リ
シ
ャ
に
赴
い
た
フ
ァ
ヴ
ィ
エ
大
佐
︵
le
C
olonelF
abvier︶
は
︑
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
ギ
リ

シ
ャ
愛
の
象
徴
的
存
在
と
し
て
突
出
し
た
姿
だ
っ
た

︵

︶
︒
フ
ァ
ヴ
ィ
エ
と
い
う
名
前
は
︑﹁
ひ
と
り
の
人
間
の
な
か
に
あ
れ
ば
よ
い
と
思
わ
れ

42

る
す
べ
て
の
美
点
﹂
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
︵

︶
︒
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
も
﹃
産
業
者
に
対
す
る
新
た
な
陰
謀
に
つ
い
て
﹄
と
い
う
サ
ン
＝

43

シ
モ
ン
派
へ
の
攻
撃
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
ギ
リ
シ
ャ
独
立
戦
争
を
そ
の
よ
う
な
英
雄
的
相
の
も
と
に
み
て
い
る
︒
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ル
や
リ

エ
ゴ
︑
ボ
リ
ヴ
ル
と
い
っ
た
人
び
と
に
体
現
さ
れ
る
よ
う
な
︑﹁
何
ら
か
の
高
貴
な
目
標
の
た
め
に
利
得
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
︵

︶
44

高
邁
な
精
神
︑
こ
れ
こ
そ
が
ギ
リ
シ
ャ
独
立
戦
争
に
み
る
英
雄
的
形
象
で
あ
り
︑
ロ
マ
ン
主
義
的
感
性
を
熱
狂
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
そ
の
一
方
で
︑
ギ
リ
シ
ャ
救
済
熱
は
広
く
国
民
に
も
浸
透
し
︑
社
会
全
体
を
動
か
し
た
情
熱
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
︑
そ
れ
ま

で
あ
ま
り
例
の
な
い
運
動
で
も
あ
っ
た
︒
階
層
を
超
え
て
フ
ラ
ン
ス
全
土
に
ひ
ろ
が
る
社
会
現
象
に
な
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
︑
あ
る
種

の
﹁
社
会
﹂
的
理
想
を
み
る
者
が
出
て
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
︒
実
際
︑
こ
の
基
金
に
寄
附
を
し
た
人
び
と
は
あ
ら
ゆ
る
階
級
に
属
し

て
い
る
︒
一
〇
フ
ラ
ン
寄
附
し
た
仕
立
屋
︑
三
フ
ラ
ン
出
し
た
革
な
め
し
工
︑
客
か
ら
一
六
〇
フ
ラ
ン
の
拠
金
を
集
め
た
美
容
師
︑
さ
ら

に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
ア
ピ
ー
ル
広
告
を
刷
る
印
刷
屋
な
ど

︵

︶
︑
小
口
の
寄
附
・
義
捐
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
寄
附
運
動
は
子

45

ど
も
に
ま
で
広
が
っ
た
︒

興
味
深
い
の
は
︑
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
問
題
が
そ
の
英
雄
主
義
的
な
理
想
と
行
動
に
よ
っ
て
惹
き
つ
け
ら
れ
た
人
び
と
ば
か
り
で
は
な
く
︑
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人
道
的
博
愛
主
義
の
視
点
か
ら
共
鳴
し
た
人
び
と
を
動
員
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
前
者
に
は
︑
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
が
そ
の
典
型
で
あ
る
よ
う

に
︑
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
支
配
の
社
会
に
は
消
失
し
て
し
ま
っ
た
精
神
的
貴
族
性
を
も
と
め
る
傾
向
︱
︱
そ
の
意
味
で
ロ
マ
ン
主
義
と
通
じ
る

︱
︱
が
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
後
者
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
支
配
を
代
表
す
る
銀
行
家
や
実
業
家
が
多
く
を
占
め
て
い
た
︒
そ
も
そ
も
﹁
親
ギ
リ

シ
ャ
委
員
会
﹂
の
集
ま
り
は
実
業
家
テ
ル
ノ
ー
の
邸
宅
で
開
か
れ
て
お
り
︑
さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
︑
そ
こ
に
貴
族
や
軍
人
︑
実
業
に
い

た
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
が
集
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

構
成
員
を
み
る
か
ぎ
り
︑
い
か
に
も
雑
多
な
集
団
だ
が
︑
か
れ
ら
を
束
ね
て
い
た
の
は
博
愛
精
神
で
あ
る
︒
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
に
と
っ
て
芸

術
の
嗜
み
が
栄
達
の
手
段
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
博
愛
主
義
的
行
動
に
も
同
じ
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
︒
元
来
︑
キ
リ
ス
ト
教
的
な
慈
善
活

動
で
あ
っ
た
博
愛
主
義
が
社
会
的
・
政
治
的
運
動
の
様
相
を
帯
び
て
く
る
の
は
一
八
世
紀
以
降
で
あ
る
︒
一
九
世
紀
初
頭
︑
王
政
復
古
と

と
も
に
︑
革
命
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
キ
リ
ス
ト
教
組
織
の
再
建
運
動
が
は
じ
ま
る
が
︑
そ
の
な
か
で
宗
教
的
な
立
場
か
ら
の
慈
善
事
業
も

活
発
化
す
る
︒
他
方
︑
啓
蒙
思
想
や
革
命
の
な
か
で
育
ま
れ
て
き
た
平
等
主
義
や
人
権
思
想
が
教
会
と
は
離
れ
た
世
俗
の
運
動
と
し
て
社

会
的
弱
者
の
救
済
活
動
に
結
び
つ
い
て

︵

︶
︑
あ
ら
た
な
人
道
的
博
愛
の
実
践
を
生
み
だ
し
て
い
く
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
興
隆
し
て
き
た
ブ
ル

46

ジ
ョ
ワ
勢
力
︑
と
り
わ
け
銀
行
家
や
実
業
家
が
そ
の
よ
う
な
活
動
に
参
入
し
︑
自
分
た
ち
の
美
点
と
し
て
取
り
込
も
う
と
す
る
の
は
理
解

し
や
す
い
だ
ろ
う
︒
ポ
ー
ル
・
ベ
ニ
シ
ュ
ー
も
い
う
よ
う
に
︑
フ
ラ
ン
ス
で
は
い
く
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
が
勝
利
し
︑
思
想
上
の
進
化
を
経
験

し
て
も
︑﹁
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
思
索
す
る
人
び
と
の
目
に
と
っ
て
︑
し
た
が
っ
て
世
論
一
般
に
と
っ
て
も
︑
威
信
を
獲
得
す
る
も
の
に

は
け
っ
し
て
至
ら
な
か
っ
た
﹂

︵

︶
︒
そ
れ
ゆ
え
か
れ
ら
が
︑
多
分
に
宗
教
的
な
響
き
の
あ
る

«
charité
»︵
慈
善
・
慈
悲
︶
や

47

«
bienfaisance
»︵
慈
善
・
善
行
︶
と
い
う
語
を
使
う
に
せ
よ
︑
あ
る
い
は
よ
り
近
代
的
な
意
味
を
込
め
て

«
philanthrophie
»︵
博
愛
︶

と
よ
ぶ
に
せ
よ

︵

︶
︑
こ
の
よ
う
な
篤
志
家
的
振
舞
い
に
参
入
し
︑
み
ず
か
ら
の
実
践
を
喧
伝
す
る
こ
と
は
︑
芸
術
的
教
養
を
身
に
ま
と
う
パ

48

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
同
様
に
賢
明
な
選
択
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

王
政
復
古
期
に
お
け
る
銀
行
家
た
ち
の
文
化
活
動

︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
三
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶

一
七



繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
が
︑
一
八
二
一
年
末
に
進
歩
主
義
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
集
ま
っ
て
結
成
し
た
﹁
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
協
会
﹂

︵
Société
de
la
m
orale
chrétienne︶
は
︑
博
愛
主
義
的
な
理
念
の
も
と
に
設
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
︒
そ
の
定
款
に
は
団
体
の
目
的

と
し
て
︑﹁
社
会
の
諸
関
係
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
適
用
す
る
こ
と
﹂
︵

︶

と
あ
り
︑
取
り
組
む
べ
き
重
要
な
社
会
問
題
と
し
て
あ
げ
た
の

49

が
︑
奴
隷
制
お
よ
び
黒
人
売
買
の
廃
止
︑
監
獄
の
環
境
改
善
︑
孤
児
の
救
援
︑
死
刑
廃
止
︑
賭
博
・
富
籤
へ
の
反
対
運
動
な
ど
で
あ
っ
た
︵

︶
︒
50

圧
政
に
苦
し
む
ギ
リ
シ
ャ
に
つ
い
て
も
大
き
な
関
心
を
寄
せ
た
の
は
︑
当
然
の
成
り
行
き
だ
ろ
う
︒
会
の
発
足
後
ま
も
な
く
︑
会
員
の
ひ

と
り
で
あ
っ
た
シ
ャ
ル
ル
・
ド
・
レ
ミ
ュ
ザ
が
声
を
上
げ
︑﹁
キ
リ
ス
ト
教
と
正
義
に
よ
っ
て
心
動
か
さ
れ
る
す
べ
て
の
人
間
に
当
然
の

こ
と
と
し
て
利
益
を
も
た
ら
す
よ
う
な
大
義
が
こ
の
世
に
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
ま
さ
し
く
ギ
リ
シ
ャ
解
放
の
大
義
で
あ
る
﹂

︵

︶

と
述
べ

51

て
い
る
︒
こ
の
団
体
は
﹁
親
ギ
リ
シ
ャ
委
員
会
﹂
と
歩
み
を
と
も
に
し
て
そ
の
独
立
を
支
援
す
る
の
だ
が
︑
か
な
り
の
メ
ン
バ
ー
が
両
団

体
に
属
し
て
い
る
︒

一
八
二
〇
年
代
は
国
家
の
立
て
直
し
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
・
宗
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
対
立
し
た
時
代
で
あ
る
が

︵

︶
︑
以
上
に
み

52

た
よ
う
に
︑
宗
教
色
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
︑
ま
た
政
治
的
党
派
を
超
え
て
︑
互
い
に
目
標
を
共
有
す
る
よ
う
な
契
機
も
あ
っ
た
︒

全
体
と
し
て
み
れ
ば
︑
た
し
か
に
過
激
王
党
派
と
自
由
主
義
的
王
党
派
が
政
権
の
中
心
を
占
め
て
い
た
が
︑
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
成
熟
と

と
も
に
シ
ャ
ル
ル
一
〇
世
の
反
動
政
策
へ
の
不
満
は
し
だ
い
に
肥
大
し
て
い
く
な
か
︑
王
政
と
自
由
の
理
念
と
を
調
和
さ
せ
る
中
道
的
志

向
が
強
ま
っ
て
い
く
︒
第
二
次
王
政
復
古
が
成
立
し
た
当
初
に
多
数
派
を
占
め
て
い
た
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
︵
D
octrinaires︶
は
︑
や
が

て
七
月
王
政
の
中
心
と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
︒
か
れ
ら
は
政
治
的
に
は
自
由
主
義
的
王
党
派
︑
す
な
わ
ち
中
道
右
派
を
形
成
し
︑
一
定
額

以
上
の
納
税
者
に
選
挙
権
を
与
え
る
制
限
選
挙
を
土
台
と
し
た
立
憲
君
主
制
を
目
指
し
た
が
︑
唱
導
し
た
ロ
ワ
イ
エ
＝
コ
ラ
ー
ル

︵
Pierre‒PaulR
oyer‒C
ollard
一
七
六
三
～
一
八
四
五
︶︑
ギ
ゾ
ー
︵
F
ançois
G
uizot
一
七
八
七
～
一
八
七
四
︶︑
レ
ミ
ュ
ザ
︑
ク
ー

ザ
ン
︵
V
ictor
C
ousin
一
八
九
二
～
一
八
六
七
︶︑
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
エ
・
ド
・
オ
ー
ラ
ン
ヌ
︵
Prosper
D
uvergier
de
H
auranne
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一
七
九
八
～
一
八
八
一
︶︑
ヴ
ィ
ル
マ
ン
︵
A
belF
rançois
V
illem
in
一
七
九
〇
～
一
八
七
〇
︶
と
い
っ
た
顔
ぶ
れ
か
ら
も
︑
銀
行
家

や
産
業
実
業
家
の
利
害
を
代
表
す
る
勢
力
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
か
れ
ら
を
互
い
に
結
び
つ
け
る
﹁
場
﹂
を
提

供
し
て
い
た
の
が
ま
さ
に
銀
行
家
や
実
業
家
た
ち
で
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
場
は
今
日
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
﹁
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
﹂
と
み

な
せ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
同
時
に
︑
こ
の
場
は
上
昇
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
た
ち
の
文
化
的
憧
憬
を
実
現
す
る
空
間
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

銀
行
家
た
ち
の
文
化
活
動
的
な
側
面
が
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
︑
た
し
か

に
一
九
世
紀
前
半
に
生
き
た
多
く
の
銀
行
家
・
実
業
家
に
と
っ
て
芸
術
は
活
用
す
べ
き
﹁
道
具
﹂
で
あ
っ
た
し
︑
博
愛
主
義
的
な
活
動
も

あ
る
種
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
顕
示
す
る
た
め
の
振
舞
い
で
あ
る
部
分
が
大
き
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
芸
術
至
上
主
義
的
な
視
点
か
ら
は
俗
悪
の

誹
り
を
免
れ
な
い
し
︑
過
酷
な
状
況
に
お
か
れ
た
労
働
者
の
側
に
立
っ
て
純
粋
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
説
く
思
想
家
た
ち
の
目
に
は
偽
善

と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

と
は
い
え
︑
か
れ
ら
の
提
供
し
た
場
は
︑
政
治
的
の
み
な
ら
ず
︑
文
化
的
に
も
か
な
り
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
︒
政
治
的
な
意
図

か
ら
で
あ
っ
た
に
せ
よ
︑
そ
の
よ
う
な
場
が
あ
る
意
味
で
文
化
的
生
成
を
促
す
力
に
な
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
︒
か
れ
ら
が
絵
を
買

い
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
育
っ
た
芸
術
家
も
少
な
く
な
い
︒
ま
た
︑
こ
の
時
代
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
新
聞
・
雑
誌
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
︑

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
出
資
金
を
募
り
︑
そ
の
資
金
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
際
︑
出
資
の
中
心
に
な
っ
た
の

も
や
は
り
か
れ
ら
で
あ
る
︒
ラ
フ
ィ
ッ
ト
も
﹃
国
民
派
﹄︵
L
e
N
ational︶
や
﹃
ラ
・
ミ
ネ
ル
ヴ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
﹄︵
L
a
M
inerve

française︶
の
重
要
な
出
資
者
で
あ
っ
た
︒
世
紀
半
ば
以
降
︑
実
業
家
の
多
く
は
み
ず
か
ら
の
野
心
と
利
害
の
た
め
だ
け
に
新
聞
の
買
収

合
戦
に
参
画
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒
そ
れ
が
ゆ
え
に
︑
王
政
復
古
期
の
銀
行
家
た
ち
も
同
じ
よ
う
な
捉
え
方
を
さ
れ
が
ち
だ
が
︑
時

は
ま
さ
に
芸
術
の
商
業
化
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
議
論
が
開
始
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
︑
銀
行
家
と
い

王
政
復
古
期
に
お
け
る
銀
行
家
た
ち
の
文
化
活
動

︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
三
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶

一
九



う
存
在
が
あ
ら
た
な
文
化
的
表
象
を
与
え
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
も
あ
る
︒
ア
ン
ヌ
・
マ
ル
タ
ン
＝
フ
ュ
ジ
エ
の
言
葉
を
借
り
て
︑﹁
銀

行
︑
行
政
︑
新
聞
お
よ
び
演
壇
の
貴
族
階
級

パ

ト

リ

キ

﹂
︵

︶

が
か
つ
て
の
貴
族
階
級

ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー

に
代
わ
り
︑
そ
の
貴
族
性
を
模
倣
し
て
同
じ
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
と

53

の
あ
い
だ
に
文
化
的
な
差
異
化
を
図
ろ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
と
い
っ
て
も
よ
い
︒
そ
の
た
め
の
手
立
て
の
な
か
で
︑
文﹅

化﹅

的﹅

洗﹅

練﹅

を
見
せ
つ
け
る
こ
と
が
も
っ
と
も
効
果
的
な
手
段
で
あ
っ
た
︒﹁
特
権
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
精
神
の
優
越
性
か
ら
生

ま
れ
る
の
だ
﹂
と
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
い
う

︵

︶
︒﹁
み
ず
か
ら
の
優
越
性
と
︑
国
家
の
政
治
的
運
営
に
お
い
て
で
は
な
く
自
分
た
ち
の

文

明

シ
ヴ
ィ
リ
ザ
シ
オ
ン

の

54

発
展
に
お
い
て
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
確
信
﹂
︵

︶

の
感
情
形
成
は
︑
こ
の
時
代
の
銀
行
家
や
実
業
家
に
と
っ
て
も
っ

55

と
も
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
以
降
︑
芸
術
は
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
文
化
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
新
興
勢
力
と
微
妙
な
関

係
を
保
ち
つ
つ
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

︵
以
下
︑
次
稿
︶

註
︵
q
︶
よ
う
や
く
数
年
前
に
生
涯
全
体
を
追
っ
た
ま
と
ま
っ
た
著
作
と
し
て
︑
V
irginie
M
onnier,Jacques
L
affitte.R
oides
banquier
etbanquier
du
roi,

P.I.E
.Peter
Lang,2013
が
刊
行
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
以
前
に
は
M
aurice
B
run,L
e
banquier
L
affitte,F
.Paillart,1997
が
あ
る
の
み
︒

︵
�
︶
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
自
身
は
ラ
フ
ィ
ッ
ト
を
む
し
ろ
嫌
っ
て
い
た
か
ら
︑
こ
の
人
物
を
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ソ
レ
ル
の
モ
デ
ル
に
し
た
と
は
い
え
な
い
が
︑
そ
の

出
世
主
義
的
側
面
に
つ
い
て
は
い
く
ら
か
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

︵
�
︶P

ierre‒Sim
on

B
allanche,

L
e
V
ieillard

et
le
jeune

hom
m
e,
in
Œ
uvres

de
M
.
B
allanche

de
l’A
cadém

ie
de
L
yon

,
L
ibrairie

de
J.

B
arbezat,1830,p.48.

︵
�
︶Stendhal,R

acine
et
Shakespeare,in

Œ
uvres

com
plètes,C

ercle
du

B
ibliophile,1967-1974,t.X

X
X
V
II,p.51.

︵
 
︶A

lfred
de

M
usset,C

onfession
d’un

enfant
du
siècle,in

Œ
uvres

com
plètes

d’A
lfred,

de
M
usset,C

harpentier,1888,t.V
III,p.24.

︵
¤
︶Joseph

B
arthélem

y,
L
’introduction

du
régim

e
parlem

entaire
en
France

sous
L
ouis

X
V
III
et
C
harles

X
,
M
égariotis

R
eprints

關
西
大
學
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
十
八
巻
第
三
号

二
〇



(reproduction
de

lʼédition
de

P
aris),1904,p.14

et
suiv.

︵
©
︶
F
rançois
R
ené
de
C
hateaubriand,D
e
la
M
onarchie
selon
la
C
harte,in
Œ
uvres
com
plètes
de
M
.le
V
icom
te
de
C
hateaubriand,Paris,

F
irm
in
D
idot
F
rères,1840,t.II,ch.X
X
IV
,p.230.

︵
°
︶
F
rançois
R
ené
de
C
hateaubriand,M
ém
oires
d’outre‒tom
be,Livre
X
X
V
,chap.V
III.

︵
²
︶
Jean‒Pierre
Piet︵
一
七
六
三
～
一
八
四
八
︶
の
こ
と
で
︑
弁
護
士
︑
政
治
家
︒

︵

︶
G
hislain
de
D
iesbach,C
hateaubriand,Perrin,1995,p.313.
た
だ
し
︑
ア
ン
ヌ
・
マ
ル
タ
ン
＝
フ
ュ
ジ
エ
は
︑
ピ
エ
邸
で
の
夕
食
の
資
金
に
つ
い

10

て
は
招
待
客
の
間
で
募
金
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
ミ
ュ
ッ
セ
＝
パ
テ
の
文
章
を
引
用
し
て
い
る
︒
A
nne
M
artin‒F
ugier,L
a
vie
élégante,
ou
la

form
ation
du
T
out‒P
aris
1815-1848,É
ditions
du
Seuil,coll.«
Points
H
istoire
»,1993,p.245.
ア
ン
ヌ
・
マ
ル
タ
ン
＝
フ
ュ
ジ
エ
﹃
優
雅
な

生
活

︿
ト
ゥ
＝
パ
リ
﹀︑
パ
リ
社
交
集
団
の
成
立
q
°
q
 
～
q
°
�
°
﹄
前
田
祝
一
監
訳
︑
前
田
清
子
︑
八
木
淳
︑
八
木
明
美
︑
矢
野
道
子
訳
︑
新
評
論
︑

二
〇
〇
一
年
︑
二
八
六
頁
︒

︵

︶
A
nne
M
artin‒F
ugier,op.
cit.,p.226.
前
掲
邦
訳
書
︑
二
八
五
頁
︒

11
︵

︶
12

C
harles

de
R
ém

usat,M
ém
oires

de
m
a
vie,présentés

et
annotés

par
C
h.H

.P
outhas,P

lon,5
vols,1956-67,t.II,p.83.

︵

︶
13

Ibid.,t.II,p.83.

︵

︶
A
nne
M
artin‒F
ugier,op.
cit.,p.228.
前
掲
邦
訳
書
︑
二
八
七
頁
︒

14
︵

︶
拙
稿
﹁
革
命
か
ら
第
一
帝
政
時
代
の
金
融
界
と
そ
の
周
辺
︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
二
︶
︱
︱
﹂︑
関

15

西
大
学
﹃
文
學
論
集
﹄
第
六
八
巻
第
二
号
︑
二
〇
一
八
年
九
月
︒

︵

︶
ク
シ
シ
ト
フ
・
ポ
ミ
ア
ン
﹃
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

趣
味
と
好
奇
心
の
歴
史
人
類
学
﹄
吉
田
城
︑
吉
田
典
子
訳
︑
平
凡
社
︑
一
九
九
二
年
︑
五
二
頁
︒﹁
セ
ミ

16

オ
フ
ォ
ー
ル
﹂
は
﹁
記
号
保
持
物
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
る
︒

︵

︶
同
書
︑
六
一
～
六
二
頁
︒

17
︵

︶
同
書
︑
六
五
頁
︒

18
︵

︶
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
︑
同
書
第
五
章
を
参
照
︒

19
︵

︶
作
品
の
な
か
で
か
れ
は
﹁
芸
術
の
高
利
貸
し
﹂
と
呼
ば
れ
︑
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
的
な
雰
囲
気
を
湛
え
る
︒
H
onoré
de
B
alzac,P
ierre
G
rassou,

20

in
L
a
C
om
édie
hum
aine,G
allim
ard,coll.«
B
ibliothèque
de
la
Pléiade
»,t.V
I,1977
,p.1094,1098.

王
政
復
古
期
に
お
け
る
銀
行
家
た
ち
の
文
化
活
動

︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
三
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶

二
一



︵

︶
Stendhal,Féder
ou
le
m
arid’argent,in
Œ
uvres
rom
anesques
com
plètes,G
allim
ard,coll.«
B
ibliothèque
de
la
Pléiade
»,t.III,2014,pp.

21

747-828.
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
両
作
品
の
類
似
性
に
つ
い
て
はG

érald
R
annaud,«

Féder
et
P
ierre

G
rassou

,un
com

pagnonnage

littéraire
?
»,in

L
ittérature,n

o
47,autom

ne
2002

pp.137-153.

︵

︶
N
atalie
H
einich,D
u
peintre
à
l’artiste,
artisans
et
académ
iciens
à
l’âge
classique,É
ditions
de
M
inuit,1993,pp.203-204.

22
︵

︶
23

C
f.
Jean‒P

hilippe
L
uis,

«
L
ʼartiste,

le
prince

et
lʼam
ateur

dʼart.
A
rt
et

pouvoir
dans

lʼE
urope

du
début

du
X
IX
e
siècle

»,
in
L
es

divertissem
ents

utiles
des
am
ateurs

au
X
V
III
esiècle,É

tudes
rassem

blées
par

Jean‒L
ouis

Jam
,P
resses

universitaires
B
laise‒P

ascal,

2000,pp.201-2015.

︵

︶
H
onoré
de
B
alzac,P
ierre
G
rassou,p.1101.
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
﹁
選
挙
の
原
理
は
︑
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
適
用
さ
れ
る
と
︑
ひ
と
を
欺
く
も
の
に
な
る
﹂

24

と
い
う
︒
な
お
︑
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
お
け
る
芸
術
と
模
倣
の
問
題
に
つ
い
て
は
︑
デ
ル
フ
ィ
ー
ヌ
・
グ
レ
ー
ズ
が
詳
し
く
論
じ
て
い
る
︒C

f.
D
elphine

G
leizes,«

«
C
opier,cʼest

vivre
».D
es
valeurs

de
lʼœ

uvre
dʼart

dans
le
rom
an

balzacien
»,in

L
’A
nnée

B
alzacienne,2004/1

(n
o
5),pp.

151-167.

︵

︶
H
onoré
de
B
alzac,P
ierre
G
rassou,p.1109.

25
︵

︶
父
ジ
ャ
ッ
ク
＝
ル
イ
は
ナ
ポ
リ
で
銀
行
業
を
営
み
︑
巨
万
の
富
を
得
た
︒

26
︵

︶
27

C
f.
L
aurent

L
anger,«

L
es

tableaux
italiens

de
Jam
es‒A

lexandre
com

te
de

P
ourtalès‒G

orgier
»,in

P
hilippe

C
ostam

agna
et
al.,L

e

goûtpour
la
peinture

italienne
autour

de
1800,prédécesseurs,m

odèles
etconcurrents

du
cardinalFesch.A

ctes
du
colloque,A

jaccio,

1
er-4

m
ars
2005,

M
usée

F
esch,2006,pp.261-275.

︵

︶
28

Journal
des
économ

istes.
R
evue

m
ensuelle

d’économ
ie
politique

et
des
questions

agricoles,
m
anufacturières

et
com
m
erciales,t.17

(avril
à
juillet

1847),P
aris,G

uillaum
in
et

C
ie,1847,p.306.

︵

︶
V
irginie
M
onnier,op.
cit.,p.140.

29
︵

︶
F
rancis
H
askell,D
e
l’art
et
du
goût,
jadis
et
naguère,G
allim
ard,1989,p.127.

30
︵

︶
ソ
ン
マ
リ
ー
ヴ
ァ
に
つ
い
て
は
F
rancis
H
askell,op.
cit.,pp.107-144
を
参
照
︒

31
︵

︶
V
irginie
M
onnier,op.
cit.,p.142.

32
︵

︶
C
.H
arm
and,M
anuelde
l’am
ateur
des
arts
dans
P
aris,pour
1824,contenantla
description
com
plète
des
M
usées
royaux,etG
aleries

33

關
西
大
學
﹃
文
學
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集
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etC
ollections
publiques
etparticulières,etde
toutce
quia
rapportaux
arts
du
dessin,Paris,H
esse
et
Ce,Pélicier,1824.
パ
リ
の
美
術
館

や
画
廊
︑
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
の
作
品
を
吟
味
す
る
に
際
し
て
︑﹁
愛
好
家
を
正
し
く
導
く
こ
と
﹂
が
こ
の
著
作
の
目
的
で
あ
る
と
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
︒

︵

︶
オ
ル
テ
ガ
・
イ
・
ガ
ゼ
ッ
ト
﹁
芸
術
の
非
人
間
化
﹂
神
吉
敬
三
訳
︑﹃
オ
ル
テ
ガ
著
作
集
�
﹄
白
水
社
︑
一
九
九
八
年
︑
三
九
頁
︒

34
︵

︶
同
書
︑
四
一
頁
︒

35
︵

︶

ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
﹃
デ
ス
タ
ン
ク
シ

36

P
ierre

B
ourdieu,L

a
distinction.C

ritique
sociale

du
jugem

ent,É
dition

de
M
inuit,1979,p.48.

オ
ン
社
会
的
判
断
力
批
判
Ⅰ
﹄
石
井
洋
二
郎
訳
︑
新
評
論
︑
一
九
八
九
年
︑
五
一
頁
︒

︵

︶
37

C
asim

ir
D
elavigne,«

É
pilogue

de
la
X
II e

M
essénienne

»,in
Œ
uvres

com
plètes,B

ruxelles,J.P
.M
eline,1832,P

oésies
diverses,t.III,p.

70.

︵

︶
こ
の
委
員
会
の
呼
び
名
は
い
く
つ
か
あ
り
︑
C
om
ité
en
faveur
de
la
G
rèce
な
ど
と
も
よ
ば
れ
た
︒

38
︵

︶
W
illiam
Saint‒C
lair,T
hatG
reece
m
ightstillbe
free.T
he
P
hilhellenes
in
the
W
ar
ofIndependence,O
pen
B
ook
Publisher,2008,pp.

39

270-272.

︵

︶
Ibid.,p.267.

40
︵

︶
C
f.E
xplication
des
ouvrages
de
peinture
exposés
au
profitdes
G
recs,Im
prim
erie
F
irm
in
D
idot,1826.
ラ
フ
ィ
ッ
ト
は
フ
ォ
ル
バ
ン
の
﹃
カ

41

ス
ト
ロ
の
イ
ニ
ェ
ス
﹄
を
貸
し
て
い
る
︒

︵

︶
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
は
後
年
︑
委
員
会
が
フ
ァ
ヴ
ィ
エ
大
佐
の
華
々
し
い
活
動
の
陰
に
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
︒
C
f.

42

M
ém
oires
d’outre‒tom
be,N
ouvelle
édition,G
arnier
F
rères,1910,t.IV
,pp.321-322.

︵

︶
43

M
ichelle

A
veroff,«

L
es

P
hilhellènes

»,in
B
ulletin

de
l’A
ssociation

G
uillaum

e
B
udé,quatrièm

e
série,n

o
3,1967,p.316.

︵

︶
44

Stebdhal,D
’un
nouveau

com
plot
contre

les
industriels,éd.de

M
ichel

C
rouzet,L

a
C
hasse

au
Snark,2001,p.57.

︵

︶
W
illiam
Saint‒C
lair,op.cit.,p.271.
大
口
の
寄
附
は
も
ち
ろ
ん
政
治
家
や
実
業
家
で
︑
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
は
五
千
フ
ラ
ン
︑
カ
ジ
ミ
ー
ル
・
ペ
リ
エ

45

は
六
千
フ
ラ
ン
︑
オ
ル
レ
ア
ン
家
は
一
万
六
千
フ
ラ
ン
︑
さ
ら
に
フ
リ
ー
・
メ
イ
ソ
ン
の
ロ
ッ
ジ
か
ら
約
八
千
フ
ラ
ン
が
寄
せ
ら
れ
た
︒

︵

︶
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
色
の
な
い
最
初
の
慈
善
組
織
は
︑
革
命
前
の
一
七
八
〇
年
に
で
き
た
﹁
博
愛
教
会
﹂︵
Société
philanthropique︶
で
︑
こ

46

れ
は
今
日
も
続
い
て
い
る
︒

王
政
復
古
期
に
お
け
る
銀
行
家
た
ち
の
文
化
活
動

︱
︱
一
九
世
紀
前
半
に
お
け
る
﹁
銀
行
家
﹂
の
社
会
的
地
位
と
文
学
空
間
︵
三
︶
︱
︱
︵
柏
木
︶

二
三



︵

︶
PaulB
énichou,L
e
sacre
de
l’écrivain
1750-1830.E
ssaisur
l’avènem
entd’un
pouvoir
spirituellaïque
dans
la
France
m
oderne,José

47

C
orti,1985,p.426.
ポ
ー
ル
・
ベ
ニ
シ
ュ
ー
﹃
作
家
の
聖
別

一
七
五
〇
～
一
八
三
〇
年

近
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
世
俗
の
精
神
的
権
力
到
来
を
め

ぐ
る
試
論
﹄
片
岡
大
右
︑
原
大
地
︑
辻
川
恵
子
︑
古
城
毅
訳
︑
水
声
社
︑
二
〇
一
五
年
︑
四
六
六
頁
︒

︵

︶
«
bienfaisance
»
と
い
う
語
自
体
は
一
四
世
紀
に
遡
る
が
︑
古
典
主
義
時
代
に
は
あ
ま
り
使
わ
れ
ず
︑
一
八
世
紀
に
入
っ
て
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
師

48
︵
C
harles‒Irénée
C
astelde
Saint‒Pierre
一
六
五
八
～
一
七
四
三
︶
が
再
び
使
用
し
て
広
ま
っ
た
︒
興
味
深
い
こ
と
に
«
philanthoropie
»
の
ほ

う
も
や
は
り
一
八
世
紀
の
は
じ
め
︑
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
︵
F
rabçois
F
énelon
一
六
五
一
～
一
七
一
五
︶
が
使
い
は
じ
め
る
ま
で
は
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
で
な

か
っ
た
︒
A
lain
R
ey
(sous
la
dir.
de),
D
ictionnaire
culturel
en
langue
française,
Le
R
obert,
2005,
t.
I,
p.907.
A
lain
R
ey
et
al.,

D
ictionnaire
historique
de
la
langue
française,Le
R
obert,1992,t.II,p.1502.
ど
ち
ら
の
語
も
一
八
世
紀
に
な
っ
て
啓
蒙
思
想
の
胎
動
の
も
と
で

新
し
い
意
味
を
帯
び
︑
社
会
改
革
の
意
図
と
と
も
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒

︵

︶
49

Journal
de
la
Société

de
la
M
orale

chrétienne,t.I,1822,p.14.

︵

︶
こ
の
団
体
の
掲
げ
る
改
革
運
動
に
は
か
な
り
過
激
な
と
こ
ろ
も
あ
り
︑
保
守
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
か
ら
危
険
視
さ
れ
て
い
た
部
分
も
あ
る
︒
こ
の
点

50

に
つ
い
て
は
︑
拙
著
﹃
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
オ
イ
コ
ノ
ミ
ア
﹄
関
西
大
学
出
版
部
︑
二
〇
一
七
年
︑
第
四
章
で
も
触
れ
た
︒

︵

︶
51

Journal
de
la
Société

de
la
M
orale

chrétienne,t.II,1823,«
appendice

»,p.18.

︵

︶
王
政
復
古
期
の
政
治
情
勢
を
簡
単
に
振
り
返
る
な
ら
ば
︑
最
初
の
選
挙
で
大
多
数
を
占
め
た
過
激
王
党
派

ユ

ル

ト

ラ

が
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
内
閣
︵
A
rm
and‒

52

E
m
m
anuel
du
Plessis
de
R
ichelieu
在
位
一
八
一
五
年
九
月
～
一
八
一
八
年
一
二
月
︶
の
も
と
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
ま
た
と
見
出
し
が
た
き
議
会
﹂

︵
C
ham
bre
introuvable︶
を
つ
く
る
︒﹁
国
王
よ
り
も
王
党
派
﹂
と
い
わ
れ
た
議
会
は
ま
も
な
く
ル
イ
一
八
世
と
も
対
立
し
︑
国
王
は
一
八
一
六
年
九

月
に
議
会
を
解
散
し
た
︒
続
く
選
挙
で
は
︑
よ
り
自
由
主
義
的
な
王
党
派
︑
す
な
わ
ち
ド
ク
ト
リ
ネ
ー
ル
︵
D
octrinaires︶
と
よ
ば
れ
る
政
治
家
が
多

数
派
を
占
め
た
︒
こ
の
の
ち
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
は
︑
ジ
ャ
ン
＝
ジ
ョ
セ
フ
・
デ
ソ
ル
︵
Jean‒Joseph
D
essolles
在
位
一
八
一
八
年
一
二
月
～
一
九
年
一
一

月
︶︑
エ
リ
ー
・
ド
カ
ー
ズ
︵
É
lie
D
ecazes
在
位
一
八
一
九
年
一
一
月
～
二
〇
年
二
月
︶
を
挟
ん
で
再
び
首
相
と
な
る
︵
一
八
二
〇
年
二
月
～
二
二
年

九
月
︶︒
し
か
し
︑
あ
と
を
継
い
だ
ヴ
ィ
レ
ー
ル
︵
一
八
二
二
年
九
月
～
二
八
年
一
月
︶
の
も
と
で
再
び
ユ
ル
ト
ラ
が
勢
力
を
伸
ば
し
︑
こ
の
間
に
ル
イ

一
八
世
が
没
し
て
シ
ャ
ル
ル
一
〇
世
が
国
王
に
な
り
︑
よ
り
反
動
的
な
体
制
に
な
っ
て
い
っ
た
︒

︵

︶

前
掲
邦
訳
書
︑
三
五
頁
︒

53

A
nne

M
artin‒F

ugier,op.
cit.,p.23.

︵

︶
H
onoré
de
B
alzac,T
raité
de
la
vie
élégante,G
allim
ard,coll.«
B
ibliothèque
de
la
Pléiade
»,1981,t.X
II,p.224.

54
︵

︶

前
掲
邦
訳
書
︑
三
八
頁
︵
訳
文
は
文
脈
に
応
じ
て
若
干
の
変
更
を
加
え
た
︶︒

55

A
nne

M
artin‒F

ugier,op.
cit.,p.25.
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