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チ
ャ
ー
ル
ズ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
（Charles D

ickens, 1812-70

）
の
作
品
、
と

り
わ
け
初
期
の
作
品
に
お
い
て
は
、善
と
悪
が
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
る
。『
オ

リ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
イ
ス
ト
』（O

liver T
w
ist, 1837-39

）
と
『
骨
董
屋
』（T

he 

O
ld Curiosity Shop, 1840-41

）
の
二
作
品
で
は
、
そ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が

他
の
作
品
に
比
べ
て
、
よ
り
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に

お
い
て
は
、
主
人
公
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
善
人
た
ち
の
み
な
ら
ず
、
存
在
感
を

持
っ
た
悪
役
の
登
場
が
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
る
。『
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
イ

ス
ト
』 

に
お
け
る
フ
ェ
イ
ギ
ン
と
『
骨
董
屋
』
に
お
け
る
ク
イ
ル
プ
は
、
そ
の

代
表
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
い
て
、
主
人
公
の

オ
リ
ヴ
ァ
ー
や
ネ
ル
を
も
押
し
の
け
る
ほ
ど
の
目
覚
ま
し
い
活
躍
を
見
せ
る
際

立
っ
た
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
初
期
作
品
に
お
け
る
悪
役
を
考
察
す
る
と
き

に
避
け
て
は
通
れ
な
い
登
場
人
物
と
言
え
る
。
こ
の
た
め
、
彼
ら
悪
役
に
つ
い

て
考
え
を
巡
ら
す
こ
と
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
初
期
作
品
を
理
解
す
る
う
え
で
、

重
要
な
手
掛
か
り
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
両
者
の
悪
役
に
関
し
て
は
、
エ
ド
ガ
ー
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（Edgar 

Johnson

）
が
、
ク
イ
ル
プ
を
フ
ェ
イ
ギ
ン
の
「
グ
ロ
テ
ス
ク
な
変
転
（a 

grotesque m
utation

）」（282

）
と
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
類
似
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
両
者
を
繋
ぐ
の
は
悪
魔
の
権
化
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

フ
ェ
イ
ギ
ン
は
、
作
中
初
め
て
登
場
す
る
と
き
に
、「
年
寄
り
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
、

料
理
フ
ォ
ー
ク
を
も
っ
て
立
っ
て
い
た
が
、
そ
の
い
や
ら
し
い
悪
党
面
を
、
乱

れ
も
つ
れ
た
赤
い
髪
の
毛
が
覆
っ
て
い
た
（w

ith a toasting-fork in his 

hand, w
as a very old shriveled Jew

, w
hose villainous-looking and 

repulsive face w
as obscured by a quantity of m

atted red hair

）」

（O
T
 64

）
と
、
描
写
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
フ
ォ
ー
ク
で
自
分
の
手
下

の
子
供
た
ち
を
殴
る
。
ま
た
何
度
も
、「
陽
気
な
老
紳
士
（the m

erry old 

gentlem
an

）」
と
、
悪
魔
の
別
称
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
フ
ェ
イ
ギ
ン
は

悪
魔
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
。一
方
の
ク
イ
ル
プ
に
つ
い
て
も
、ア
ン
ガ
ス
・
ウ
ィ

ル
ソ
ン
（A

ngus W
ilson

）
が
、
主
人
公
の
清
廉
な
少
女
ネ
ル
と
の
対
比
か
ら
、

「
滑
稽
さ
の
面
で
も
恐
ろ
し
さ
の
面
で
も
悪
魔
そ
の
も
の
（Q

uilp, in both 

farce and horror, is the D
evil him

self

）」（140

）
と
形
容
し
た
。
ク
イ
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五
八

ル
プ
を
悪
魔
と
し
て
捉
え
る
傾
向
は
強
く
、
Ｇ
・
Ｋ
・
チ
ェ
ス
タ
ー
ト
ン
（G. 

K
. Chesterton

）
は
、
ク
イ
ル
プ
が
陽
気
に
悪
を
行
う
様
子
に
着
目
し
て
、「
要

す
る
に
、
ク
イ
ル
プ
は
中
世
の
悪
魔
そ
の
も
の
で
あ
る
（In a w

ord, Q
uilp 

is precisely the devil of the M
iddle A

ges

）」（208

）
と
述
べ
た
。
フ
ェ

イ
ギ
ン
と
ク
イ
ル
プ
を
悪
魔
と
し
て
捉
え
る
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
い
ず
れ
も
、

両
者
に
つ
い
て
の
誇
張
表
現
さ
れ
た
異
様
な
容
姿
や
、
純
粋
に
悪
を
為
す
行
動

そ
の
も
の
に
着
眼
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
寓
話
的
と
も
い
え

る
ほ
ど
に
人
間
離
れ
し
た
悪
役
の
人
物
造
形
に
注
目
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、

示
唆
に
富
む
発
言
で
あ
る
。
確
か
に
両
者
は
作
中
に
お
い
て
他
の
登
場
人
物
か

ら
も
「
悪
魔
（the devil

）」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
悪
魔
と
い
う
一

言
で
両
者
を
片
付
け
て
し
ま
う
の
は
、
い
さ
さ
か
説
明
不
足
の
感
が
否
め
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
フ
ェ
イ
ギ
ン
と
ク
イ
ル
プ
は
作
中
に
お
い
て
、
悪
魔
だ
け
で
は
な

く
、
人
な
ら
ざ
る
怪
物
と
し
て
表
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
こ
れ

ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ま
ず
両
者
の
外
見
的
特
徴
や
性
格
描
写
を
概

観
し
、
人
間
離
れ
し
た
怪
物
と
し
て
の
悪
役
像
を
提
示
す
る
。
そ
の
う
え
で
、

二
人
が
死
を
迎
え
る
場
面
に
注
目
し
、
見
世
物
と
し
て
の
悪
役
で
あ
る
か
否
か

に
焦
点
を
当
て
て
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
初
期
作
品
に
お
け
る
悪
役
の
特
徴
に
つ
い
て

考
察
す
る
。

　

作
中
、
フ
ェ
イ
ギ
ン
と
ク
イ
ル
プ
は
、
人
間
で
は
な
い
蟲
や
動
物
な
ど
に
し

ば
し
ば
譬
え
ら
れ
る
。『
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
イ
ス
ト
』
の
第
十
九
章
に
お
い
て
、

フ
ェ
イ
ギ
ン
が
夜
の
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
を
移
動
す
る
様
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ

る
。

T
he m

ud lay thick upon the stones, and a black m
ist hung 

over the streets; the rain fell sluggishly dow
n, and everything 

felt cold and clam
m
y to the touch. It seem

ed just the night 

w
hen it befitted such a being as the Jew

 to be abroad. A
s he 

glided stealthily along, creeping beneath the shelter of the 

w
alls and doorw

ays, the hideous old m
an seem

ed like som
e 

loathsom
e reptile, engendered in the slim

e and darkness 

through w
hich he m

oved, craw
ling forth by night in search of 

som
e rich offal for a m

eal.

（O
T
 153

）

舗
道
に
は
泥
が
厚
く
重
な
り
、
街
々
に
は
黒
い
霧
が
立
ち
込
め
て
い
た
。　

雨
は
し
と
し
と
降
っ
て
、
手
に
触
れ
る
も
の
は
何
も
か
も
冷
た
く
、
じ
っ

と
り
湿
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
フ
ェ
イ
ギ
ン
の
よ
う
な
輩
が
出

か
け
る
に
は
、
ま
さ
に
お
あ
つ
ら
え
向
き
の
夜
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
壁
や

戸
口
の
か
げ
を
こ
っ
そ
り
と
滑
る
よ
う
に
急
い
で
進
む
、
こ
の
薄
気
味
悪

い
老
人
は
、
通
っ
て
行
く
ぬ
か
る
み
や
暗
闇
の
中
に
生
ま
れ
た
、
見
る
も

い
や
ら
し
い
爬
虫
類
が
、
餌
食
に
す
る
腐
肉
を
漁
ろ
う
と
探
し
に
、
夜
陰

に
乗
じ
て
這
い
出
し
て
き
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

こ
こ
に
描
か
れ
る
フ
ェ
イ
ギ
ン
は
、
人
間
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
薄
気
味
の
悪

い
姿
で
あ
る
。「
見
る
も
い
や
ら
し
い
爬
虫
類
」
が
「
こ
っ
そ
り
滑
る
よ
う
に
」
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出
か
け
る
と
い
う
描
写
に
よ
っ
て
、
フ
ェ
イ
ギ
ン
が
近
寄
る
こ
と
も
憚
ら
れ
る

よ
う
な
害
虫
で
あ
る
と
わ
か
る
。
ま
た
背
景
と
な
っ
て
い
る
街
の
様
子
も
彼
の

薄
気
味
悪
さ
を
助
長
す
る
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
一
八
四
一
年
の
序
文
に
お
い
て
、

フ
ェ
イ
ギ
ン
た
ち
泥
棒
仲
間
の
巣
く
う
世
界
を
「
悲
惨
な
現
実
（the m

iser-

able reality
）」（O

T
 457

）
と
評
し
て
い
る
が
、「
ぬ
か
る
み
」
や
「
暗
闇
」

に
覆
わ
れ
て
底
冷
え
の
す
る
ロ
ン
ド
ン
は
、
ま
さ
に
そ
の
「
現
実
」
を
示
し
て

い
る
。
人
な
ら
ざ
る
怪
物
と
し
て
の
フ
ェ
イ
ギ
ン
の
姿
は
、
容
姿
だ
け
で
な
く
、

行
動
に
も
現
れ
る
。
フ
ェ
イ
ギ
ン
は
泥
棒
集
団
の
親
玉
と
し
て
君
臨
し
て
い
る

が
、
後
々
「
一
番
（num

ber one
）」（O

T
 360

）
が
大
事
だ
と
述
べ
る
よ
う
に
、

自
ら
に
危
険
が
迫
れ
ば
、
仲
間
で
あ
っ
て
も
容
赦
な
く
絞
首
台
に
送
る
。
そ
の

た
め
、
突
然
彼
ら
の
な
か
に
飛
び
こ
ん
で
し
ま
う
オ
リ
ヴ
ァ
ー
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
普
段
は
一
緒
に
仕
事
を
し
て
い
る
仲
間
た
ち
も
、
心
の
底
で
は
フ
ェ
イ

ギ
ン
を
恐
れ
て
い
る
。
フ
ェ
イ
ギ
ン
に
こ
れ
だ
け
の
力
を
与
え
て
い
る
の
は
、

彼
の
視
線
で
あ
る
。
第
四
十
一
章
で
フ
ェ
イ
ギ
ン
は
、
ノ
ア
・
ク
レ
イ
ポ
ー
ル

の
過
去
の
悪
事
を
見
事
に
言
い
当
て
る
が
、
こ
れ
は
「
鷹
の
よ
う
な
眼
（a 

haw
k ’s eye

）」（O
T
 355

）
と
表
現
さ
れ
る
炯
眼
で
見
抜
い
て
い
る
。
相
手

の
弱
み
を
す
ぐ
さ
ま
握
る
フ
ェ
イ
ギ
ン
は
、
そ
の
視
線
に
よ
っ
て
怪
物
と
し
て

の
自
己
を
保
っ
て
い
る
。

　

一
方
、『
骨
董
屋
』
の
悪
役
ク
イ
ル
プ
も
、
人
な
ら
ざ
る
者
と
し
て
描
か
れ
る
。

彼
は
作
中
初
め
て
姿
を
見
せ
る
と
き
か
ら
、
す
で
に
動
物
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ

を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

[A
]n elderly m

an of rem
arkably hard features and forbidding 

aspect, and so low
 in stature as to be quite a dw

arf, though 

his head and face w
ere large enough for the body of a giant... 

But w
hat added m

ost to the grotesque expression of his face, 

w
as a ghastly sm

ile, w
hich, appearing to be the m

ere result of 

habit and to have no connexion w
ith any m

irthful or com
pla-

cent feeling, constantly revealed the few
 discoloured fangs 

that w
ere yet scattered in his m

outh, and gave him
 the aspect 

of a panting dog.

（O
CS 29

）

と
て
も
人
相
が
悪
く
、
見
る
も
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
初
老
の
男
が
つ
い
て

き
た
が
、
背
は
ひ
ど
く
低
く
小
人
同
然
、
し
か
し
、
頭
と
顔
は
巨
人
の
よ

う
に
大
き
か
っ
た
。（
中
略
）
だ
が
、
何
と
い
っ
て
も
こ
の
男
の
表
情
を

グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
に
し
て
い
た
の
は
、
身
の
毛
の
よ
だ
つ
ニ
ヤ
リ
と
し

た
笑
い
だ
っ
た
。
本
人
と
し
て
は
、
た
だ
そ
う
し
て
い
る
だ
け
で
、
何
も

楽
し
い
と
か
満
足
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

そ
の
笑
い
の
せ
い
で
、
口
の
な
か
に
ま
ば
ら
に
残
っ
て
い
る
牙
の
よ
う
な

歯
が
見
え
、
彼
は
あ
え
い
で
い
る
犬
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

身
体
の
割
に
「
頭
と
顔
」
が
大
き
く
、「
身
の
毛
も
よ
だ
つ
ニ
ヤ
リ
と
し
た
笑

い
」
を
浮
か
べ
る
ク
イ
ル
プ
は
、
気
味
の
悪
い
怪
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
あ
え

い
で
い
る
犬
」
と
い
う
動
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
追
加
す
る
こ
と
で
、
ク
イ
ル
プ
が



六
〇

人
間
よ
り
も
劣
っ
た
獰
猛
な
け
だ
も
の
の
類
で
あ
る
と
わ
か
る
。
ク
イ
ル
プ
は
、

他
に
も
猿
や
イ
タ
チ
な
ど
の
動
物
に
も
譬
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
蔑

称
と
し
て
使
わ
れ
る
。
さ
ら
に
細
君
や
部
下
で
あ
る
ト
ム
・
ス
コ
ッ
ト
に
日
常

的
に
暴
力
を
加
え
る
な
ど
の
非
道
な
行
い
や
、
人
並
み
外
れ
た
食
欲
も
、
け
だ

も
の
と
し
て
の
ク
イ
ル
プ
の
イ
メ
ー
ジ
を
定
着
さ
せ
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
。

害
虫
で
あ
る
フ
ェ
イ
ギ
ン
同
様
、
ク
イ
ル
プ
も
人
な
ら
ざ
る
怪
物
の
イ
メ
ー
ジ

を
背
負
っ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
の
怪
物
と
し
て
の
両
悪
役
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
プ
ロ
ッ
ト
の
進
行
と
と
も
に
、

一
層
際
立
つ
も
の
と
な
る
。『
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
イ
ス
ト
』
で
は
、
フ
ェ
イ

ギ
ン
や
サ
イ
ク
ス
と
い
っ
た
悪
役
が
死
を
迎
え
、
オ
リ
ヴ
ァ
ー
や
そ
の
周
囲
の

善
人
に
平
穏
が
訪
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
勧
善
懲
悪
の
プ
ロ
ッ
ト
が
貫
か
れ
る
。

だ
が
、
Ｊ
・
ヒ
リ
ス
・
ミ
ラ
ー
（J. H

illis M
iller
）
が
「
オ
リ
ヴ
ァ
ー
に
は

自
発
的
な
意
志
の
力
は
ほ
と
ん
ど
な
い
（T
here is little volition in O

li-

ver

）」（42

）
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
当
の
オ
リ
ヴ
ァ
ー
は
、
消
極
的
な
行
動

を
採
る
主
人
公
で
あ
り
、
あ
ま
り
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ど
ち

ら
か
と
言
え
ば
、
そ
の
存
在
感
が
希
薄
で
あ
る
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
る
。
こ

れ
は
オ
リ
ヴ
ァ
ー
だ
け
で
な
く
、
ブ
ラ
ウ
ン
ロ
ー
や
メ
イ
リ
ー
家
の
人
々
な
ど

作
中
に
登
場
す
る
善
人
の
ほ
と
ん
ど
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
そ
の

た
め
、
必
然
的
に
悪
役
の
担
う
役
割
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・

Ｊ
・
ダ
ン
（Richard J. D

unn

）
が
、「
フ
ェ
イ
ギ
ン
は
こ
の
小
説
の
想
像
と

感
情
の
力
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
中
心
的
存
在
で
あ
る
（Fagin is the center 

of m
uch of the novel ’s im

aginative and em
otional energy

）」（75

）

と
述
べ
た
よ
う
に
、
物
語
の
後
半
、
オ
リ
ヴ
ァ
ー
が
メ
イ
リ
ー
家
に
保
護
さ
れ

て
以
降
は
、
フ
ェ
イ
ギ
ン
や
サ
イ
ク
ス
、
そ
し
て
ナ
ン
シ
ー
と
い
っ
た
人
物
た

ち
を
中
心
に
プ
ロ
ッ
ト
が
展
開
す
る
）
1
（

。
そ
の
た
め
、
サ
イ
ク
ス
と
フ
ェ
イ
ギ
ン

の
心
理
状
態
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
フ
ェ
イ
ギ
ン
の
視

線
は
一
層
鋭
く
な
る
。
ナ
ン
シ
ー
が
ロ
ー
ズ
・
メ
イ
リ
ー
と
密
会
す
る
と
き
に

も
、
ナ
ン
シ
ー
の
わ
ず
か
な
変
化
を
見
逃
さ
ず
、
彼
女
の
裏
切
り
を
突
き
止
め

る
。
自
ら
は
直
接
動
か
ず
に
、
す
べ
て
の
事
情
を
突
き
止
め
る
辺
り
は
、
怪
物

と
し
て
の
フ
ェ
イ
ギ
ン
の
真
骨
頂
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
の
『
骨
董
屋
』
で
は
、
ネ
ル
を
脅
か
す
と
き
に
、
ク
イ
ル
プ
の
怪
物
性

が
発
揮
さ
れ
る
。
骨
董
屋
が
ク
イ
ル
プ
に
差
し
押
さ
え
ら
れ
る
と
、
ネ
ル
は
ト

レ
ン
ト
老
人
と
共
に
逃
避
行
を
始
め
る
。
そ
の
逃
避
行
の
途
中
で
、
ジ
ャ
ー

リ
ー
夫
人
の
蝋
人
形
館
で
手
伝
い
を
し
て
い
た
ネ
ル
が
、
第
二
十
七
章
で
一
度

ク
イ
ル
プ
を
見
か
け
る
。
夜
に
町
中
の
古
い
門
を
見
上
げ
る
ネ
ル
は
ふ
と
、
か

つ
て
は
彫
像
が
据
え
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
、
空
の
壁
龕
に
眼
を
移
す
。
そ

こ
に
突
如
ク
イ
ル
プ
が
現
れ
る
。
そ
の
た
め
、
ネ
ル
に
は
壁
龕
に
い
た
彫
像
が

生
命
を
吹
き
込
ま
れ
て
動
き
出
し
た
か
の
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
。
ク
イ
ル
プ

の
方
で
は
全
く
気
が
付
い
て
い
な
い
の
だ
が
、
ネ
ル
は
恐
怖
に
慄
く
。
ク
イ
ル

プ
が
町
を
去
っ
て
安
全
に
な
っ
た
後
も
、
ネ
ル
は
恐
怖
に
お
び
え
続
け
、
寝
台

の
な
か
で
も
ク
イ
ル
プ
の
影
を
振
り
払
え
な
い
。
ク
イ
ル
プ
は
ネ
ル
の
夢
の
な

か
で
ジ
ャ
ー
リ
ー
夫
人
の
使
う
蝋
人
形
と
結
び
つ
き
、
彼
女
を
苦
し
め
る
。
ネ

ル
に
と
っ
て
ク
イ
ル
プ
は
常
に
怪
物
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
彼
女
に
付
き
纏
う

影
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ェ
イ
ギ
ン
と
ク
イ
ル
プ
は
人
な
ら
ざ
る
イ
メ
ー
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ジ
を
与
え
ら
れ
た
怪
物
で
あ
る
。
怪
物
は
そ
の
力
で
周
囲
の
登
場
人
物
を
支
配

す
る
。
そ
の
力
が
及
ば
な
く
な
っ
た
と
き
、
彼
ら
に
は
死
が
訪
れ
る
の
だ
が
、

死
の
場
面
に
お
け
る
語
り
手
に
よ
る
ふ
た
り
の
描
き
方
は
い
さ
さ
か
異
な
っ
た

も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
『
骨
董
屋
』
の
ク
イ
ル
プ
の
死
の
場
面
を
見
て
い
き
た
い
。
ク
イ
ル
プ

は
自
ら
の
敵
と
見
做
し
た
キ
ッ
ト
を
罠
に
か
け
、
彼
を
牢
獄
に
入
れ
よ
う
と
す

る
が
、
こ
の
計
略
は
あ
と
一
歩
の
と
こ
ろ
で
、
弁
護
士
サ
ン
プ
ソ
ン
・
ブ
ラ
ー

ス
の
裏
切
り
に
遭
い
、
失
敗
に
終
わ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
噓
の
嫌
疑
を
キ
ッ

ト
に
か
け
た
咎
で
、
今
度
は
自
分
が
官
吏
に
追
わ
れ
る
立
場
に
な
る
。
自
ら
の

仕
事
場
で
あ
る
波
止
場
に
官
吏
が
押
し
寄
せ
て
き
て
、
ク
イ
ル
プ
は
逃
亡
し
よ

う
と
し
た
と
こ
ろ
、
誤
っ
て
川
に
転
落
し
、
死
ん
で
し
ま
う
。
こ
の
場
面
で
、

ク
イ
ル
プ
は
明
ら
か
に
懲
悪
の
原
理
に
則
っ
て
死
を
与
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、

注
目
す
べ
き
は
、
ク
イ
ル
プ
の
死
の
場
面
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

第
六
十
七
章
は
、
流
れ
着
い
た
ク
イ
ル
プ
の
死
体
の
描
写
で
終
わ
る
。

A
nd there it lay, alone. T

he sky w
as red w

ith flam
e, and the 

w
ater that bore it there had been tinged w

ith the sullen light 

as it flow
ed along. T

he place the deserted carcase had left so 

recently, a living m
an, w

as now
 a blazing ruin. T

here w
as 

som
ething of the glare upon its face. T

he hair, stirred by the 

dam
p breeze, played in a kind of m

ockery of death ̶
 such 

m
ockery as the dead m

an him
self w

ould have been, reveled 

in w
hen alive ̶

 about its head, and the dress fluttered idly in 

the night w
ind.

（O
CS 512

）

死
体
は
、
た
だ
ひ
と
つ
横
た
わ
っ
て
い
た
。
空
は
炎
で
赤
く
染
ま
り
、
死

体
を
そ
こ
に
運
ん
だ
水
は
、
流
れ
て
行
き
な
が
ら
、
く
す
ん
だ
光
で
染

ま
っ
た
。
放
り
出
さ
れ
た
死
体
が
、
つ
い
さ
っ
き
、
生
き
て
い
た
人
間
と

し
て
出
て
行
っ
た
場
所
は
、
今
燃
え
上
が
る
廃
墟
と
化
し
た
。
そ
の
ギ
ラ

ギ
ラ
と
輝
く
光
の
一
部
は
、そ
の
顔
を
照
ら
し
出
し
た
。髪
の
毛
は
、湿
っ

た
微
風
に
な
ぶ
ら
れ
て
、
あ
た
か
も
死
を
あ
ざ
笑
う
か
の
よ
う
に
│
│
そ

れ
は
、
こ
の
死
ん
だ
男
が
生
き
て
い
た
時
に
楽
し
ん
で
い
た
あ
ざ
け
り
に

似
て
い
た
│
│
彼
の
頭
の
あ
た
り
で
た
わ
む
れ
、
服
は
夜
風
に
な
ぶ
ら
れ

て
意
味
も
な
く
ハ
タ
ハ
タ
と
揺
れ
て
い
た
。

デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
こ
の
場
面
で
、
ク
イ
ル
プ
の
死
を
劇
的
に
表
現
す
る
た
め
に
ど

れ
ほ
ど
心
を
砕
い
て
い
る
こ
と
か
。
川
に
呑
み
込
ま
れ
て
か
ら
も
ク
イ
ル
プ
は

も
が
き
、
足
掻
き
な
が
ら
、
必
死
に
生
き
よ
う
と
す
る
。
結
局
、
抵
抗
む
な
し

く
死
体
と
な
っ
た
ク
イ
ル
プ
は
、「
死
体
（it

）」
と
い
う
代
名
詞
が
示
す
よ
う
に
、

も
は
や
人
間
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
て
い
な
い
。
た
ど
り
着
い
た
先
が
、
か
つ

て
海
賊
た
ち
が
絞
首
刑
を
受
け
た
の
ち
に
晒
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
こ
と
も
、
ク

イ
ル
プ
が
単
な
る
物
体
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
示
す
効
果
を
助
長
す
る
。
ク
イ

ル
プ
の
死
の
場
面
は
言
わ
ば
、
ひ
と
つ
の
見
世
物
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
ク
イ
ル
プ
は
生
き
て
い
る
と
き
か
ら
、
見
世
物
と
し
て
の
要
素
を



六
二

持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
性
質
が
申
し
分
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
の
が
、
第

二
十
一
章
で
ク
イ
ル
プ
が
道
端
の
犬
と
遭
遇
す
る
場
面
で
あ
る
。
ク
イ
ル
プ
に

襲
い
か
か
ろ
う
と
す
る
が
、
鎖
に
繋
が
れ
た
た
め
に
目
的
物
に
届
か
な
い
犬
は
、

半
狂
乱
に
な
っ
て
吠
え
立
て
る
。
ク
イ
ル
プ
は
そ
の
様
子
を
面
白
が
り
、
犬
の

周
り
で
小
躍
り
す
る
。
ク
イ
ル
プ
が
犬
と
同
等
の
存
在
で
あ
る
と
感
じ
さ
せ
る

こ
の
場
面
は
、
あ
た
か
も
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
見
世
物
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。

実
際
に
、
こ
の
場
面
は
小
説
全
体
の
プ
ロ
ッ
ト
と
は
全
く
関
係
が
な
く
、
デ
ィ

ケ
ン
ズ
が
ク
イ
ル
プ
の
性
格
を
よ
り
詳
し
く
描
く
た
め
に
挟
ん
だ
一
コ
マ
と
言

え
る
。
ポ
ー
ル
・
シ
ュ
リ
ッ
ケ
（Paul Schlicke

）
は
『
骨
董
屋
』
と
い
う
小

説
そ
の
も
の
が
「
フ
リ
ー
ク
（freak

）」、
つ
ま
り
見
世
物
の
要
素
に
充
ち
て

い
る
と
指
摘
し
た
）
2
（

が
、「
一
ペ
ニ
ー
出
し
て
も
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
醜
い
小
人

（an uglier dw
arf than can be seen anyw

here for a penny

）」（O
CS 

55

）
と
キ
ッ
ト
に
形
容
さ
れ
る
ク
イ
ル
プ
も
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
見
世
物
の

一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ド
ー
ン
・
Ｐ
・
ケ
リ
ー
（D

aw
n P. 

K
elly

）
も
指
摘
す
る
よ
う
に
（140

）、
人
形
劇
の
パ
ン
チ
に
も
通
じ
る
も
の

が
あ
る
。
パ
ン
チ
劇
は
単
純
な
破
壊
の
反
復
で
あ
る
と
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
ペ
イ

ト
（George Speaight

）
が
指
摘
し
て
い
る
が
（78-9

）、
そ
の
パ
ン
チ
同
様
に
、

ク
イ
ル
プ
も
周
囲
の
物
を
壊
し
た
り
、
妻
の
ク
イ
ル
プ
夫
人
や
下
僕
の
ト
ム
・

ス
コ
ッ
ト
に
日
常
的
に
暴
力
を
繰
り
返
し
た
り
す
る
。
Ａ
・
Ｅ
・
ダ
イ
ソ
ン
（A

. 

E. D
yson

）
は
、
そ
の
よ
う
な
ク
イ
ル
プ
を
イ
ア
ー
ゴ
ー
と
比
較
し
て
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

Like Shakespeare, D
ickens endow

s som
e of his m

ost evil char-

acters w
ith hum

our, energy and inventiveness; the paradox of 

Iago is interestingly parallel to Q
uilp. Like Shakespeare, too, 

he is m
ore concerned to present evil than to explain it.

（28

）

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
よ
う
に
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
自
ら
の
創
り
だ
し
た
最
も

邪
悪
な
登
場
人
物
た
ち
に
、
ユ
ー
モ
ア
と
活
力
、
創
意
の
才
を
与
え
た
。

イ
ア
ー
ゴ
ー
の
逆
説
は
、
興
味
深
い
こ
と
に
ク
イ
ル
プ
に
も
当
て
は
ま
る
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
よ
う
に
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
悪
を
説
明
す
る
よ
り
も
、

悪
を
提
示
す
る
こ
と
に
気
を
配
っ
て
い
る
。

多
く
の
研
究
者
が
ク
イ
ル
プ
を
、
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
と
比
較
す
る
な
か
で
）
3
（

、
イ

ア
ー
ゴ
ー
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
の
は
、
実
に
興
味
深
い
。
こ
こ
で
ダ
イ
ソ
ン

が
述
べ
て
い
る
「
悪
を
説
明
す
る
」
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
悪
役
が
悪
を
行
う

動
機
を
明
確
に
示
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
ク
イ
ル
プ
は
悪
事
を

働
く
と
き
、
動
機
を
持
た
な
い
。
息
を
す
る
よ
う
に
、
周
囲
の
人
物
に
暴
力
を

ふ
る
い
、
罵
詈
雑
言
を
浴
び
せ
か
け
る
。
事
実
、
ク
イ
ル
プ
の
悪
に
は
、
フ
ェ

イ
ギ
ン
と
違
っ
て
計
算
さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
常
に
場
当
た
り
的
に

悪
事
を
こ
な
す
。
動
機
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
彼
は
見
世
物
の
怪
物
と
し
て

存
在
で
き
る
。
ク
イ
ル
プ
の
死
の
場
面
に
立
ち
返
れ
ば
、「
微
風
に
な
ぶ
ら
れ
」

る
「
髪
の
毛
」
が
か
か
っ
た
「
顔
」
は
、
ク
イ
ル
プ
が
死
す
ら
恐
れ
ず
に
笑
い

飛
ば
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
読
者
に
与
え
る
。
彼
の
悪
は
滅
び
る
よ
り
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も
む
し
ろ
、
死
の
瞬
間
に
お
い
て
つ
い
に
完
成
す
る
。
見
世
物
の
怪
物
と
し
て

行
動
し
続
け
た
ク
イ
ル
プ
は
死
し
て
な
お
、
そ
の
役
割
を
全
う
し
て
い
る
の
だ
。

　

一
方
の
フ
ェ
イ
ギ
ン
は
怪
物
で
は
あ
る
が
、
見
世
物
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

犯
罪
社
会
の
闇
に
生
き
る
フ
ェ
イ
ギ
ン
に
と
っ
て
、
他
人
に
姿
を
晒
す
と
い
う

行
為
は
、
そ
れ
自
体
が
身
の
破
滅
に
繫
が
り
か
ね
な
い
。
そ
の
た
め
、
フ
ェ
イ

ギ
ン
が
姿
を
見
せ
る
の
は
、
夜
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
現
れ
る
場
所
も
自
分
の

ア
ジ
ト
、
サ
イ
ク
ス
の
家
、
片
輪
亭
な
ど
の
日
の
当
た
ら
な
い
よ
う
な
暗
い
隠

れ
家
の
よ
う
な
と
こ
ろ
ば
か
り
で
あ
る
。
ク
イ
ル
プ
が
暴
力
に
よ
っ
て
常
に
力

を
誇
示
す
る
の
に
引
き
換
え
、
フ
ェ
イ
ギ
ン
が
自
ら
を
力
な
い
老
人
で
あ
る
と

ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
も
、
他
人
に
力
の
す
べ
て
を
見
せ
た
く
な
い
と
い
う
意
志

の
表
れ
で
あ
る
。
フ
ェ
イ
ギ
ン
が
見
世
物
で
は
な
い
こ
と
は
、
彼
の
死
の
場
面

に
お
い
て
一
層
明
確
に
示
さ
れ
る
。

　

フ
ェ
イ
ギ
ン
の
死
の
場
面
は
、
作
中
に
は
直
接
描
か
れ
な
い
。
彼
の
死
は
、

第
五
十
二
章
の
末
尾
に
お
い
て
「
黒
い
台
、
組
み
合
わ
せ
た
梁
、
綱
、
そ
の
他

一
切
の
お
ぞ
ま
し
い
死
の
装
置
（the black stage, the cross-beam

, the 

rope, and all the hideous apparatus of death

）」（O
T
 450

）
が
淡
々

と
描
写
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
表
現
さ
れ
る
。
む
し
ろ
フ
ェ
イ
ギ
ン
の
死

に
関
し
て
着
目
す
べ
き
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
彼
が
捕
え
ら
れ
て
か
ら
死
刑

宣
告
を
受
け
、
オ
リ
ヴ
ァ
ー
と
最
後
の
面
会
を
す
る
ま
で
の
一
連
の
経
過
で
あ

る
。
こ
こ
で
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
フ
ェ
イ
ギ
ン
の
心
理
状
態
を
見
事
に
描
写
し
て
い

る
。

　

フ
ェ
イ
ギ
ン
が
捕
ま
っ
た
と
き
に
ま
ず
読
者
の
注
意
を
惹
く
の
は
、
熱
狂
す

る
群
衆
の
様
子
で
あ
ろ
う
。
フ
ェ
イ
ギ
ン
は
群
衆
に
襲
わ
れ
、
血
ま
み
れ
に
な

る
。
そ
れ
ま
で
人
々
の
目
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
犯
罪
社
会
の
害
虫
で
あ
っ
た

フ
ェ
イ
ギ
ン
に
一
般
の
大
衆
が
牙
を
む
く
）
4
（

。
ま
た
死
刑
判
決
で
も
、
聴
衆
が

口
々
に
フ
ェ
イ
ギ
ン
を
死
刑
に
し
ろ
と
叫
ぶ
。フ
ェ
イ
ギ
ン
は
、あ
た
か
も
「
前

も
後
ろ
も
、
上
も
下
も
、
右
も
左
も
、
き
ら
め
く
眼
で
一
面
に
輝
い
て
い
る
、

蒼
穹
に
囲
ま
れ
て
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
（he seem

ed to stand sur-

rounded by a firm
am
ent all bright w

ith beam
ing eyes

）」（O
T
 

441

）
て
し
ま
う
。
聴
衆
の
視
線
を
集
め
る
フ
ェ
イ
ギ
ン
は
、
あ
る
種
の
見
世

物
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
ま
で
に
述
べ
た
意
味
で
の
見
世

物
で
は
な
い
。
ク
イ
ル
プ
は
自
ら
の
怪
物
と
し
て
の
力
を
振
る
う
こ
と
で
、
見

世
物
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。
だ
が
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
フ
ェ
イ
ギ
ン
は

怪
物
と
し
て
の
力
を
発
揮
で
き
る
状
況
に
は
な
い
。
ク
イ
ル
プ
と
同
じ
人
な
ら

ざ
る
怪
物
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
フ
ェ
イ
ギ
ン
で
あ
っ
た
が
、
捕
え
ら
れ
て
か

ら
は
、
全
く
の
無
力
と
い
っ
て
も
よ
い
。
語
り
手
は
、
そ
ん
な
弱
っ
た
フ
ェ
イ

ギ
ン
と
同
じ
目
線
に
立
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
彼
の
心
情
を
描
き
始
め
る
。

ア
ネ
ッ
ト
・
フ
レ
デ
リ
コ
（A

nnette Frederico

）
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

裁
判
以
降
の
フ
ェ
イ
ギ
ン
に
つ
い
て
、
彼
の
数
々
の
悪
事
を
咎
め
る
よ
う
な
描

写
が
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
に
な
い
こ
と
も
（379

）、
そ
の
証
左
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
同
時
に
、
怪
物
で
あ
っ
た
は
ず
の
フ
ェ
イ
ギ
ン
が
、
一
人
の

人
間
と
し
て
描
か
れ
始
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

独
房
で
の
孤
独
は
、
暗
闇
、
教
会
の
鐘
、
看
守
が
持
っ
て
く
る
灯
り
、
時
間

感
覚
の
麻
痺
な
ど
、
様
々
な
形
象
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
す
べ
て
に



六
四

苦
し
め
ら
れ
る
フ
ェ
イ
ギ
ン
だ
が
、
そ
の
な
か
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の

が
、
先
に
自
分
の
密
告
に
よ
っ
て
絞
首
台
へ
と
送
っ
た
犯
罪
者
仲
間
の
最
期
で

あ
る
。
フ
ェ
イ
ギ
ン
は
彼
ら
の
死
の
瞬
間
を
次
の
よ
う
に
思
い
め
ぐ
ら
す
。

H
e [Fagin] had seen som

e of them
 die ̶

 and joked too, 

because they died w
ith prayers upon their lips. W

ith that a 

rattling noise the drop w
ent dow

n; and how
 suddenly they 

changed from
 strong and vigorous m

en to heaps of clothes!

（O
T
 445

）

そ
の
中
の
何
人
か
が
死
ぬ
と
こ
ろ
を
見
た
こ
と
も
あ
っ
た
│
│
彼
ら
が
祈

り
の
言
葉
を
唱
え
な
が
ら
死
ん
で
い
っ
た
と
い
う
の
で
、
笑
い
の
種
に
し

た
こ
と
も
あ
っ
た
。
絞
首
台
の
踏
板
は
何
と
い
う
音
を
立
て
て
落
ち
た
こ

と
か
！　

ど
れ
ほ
ど
あ
っ
と
い
う
間
に
、
強
く
、
た
く
ま
し
か
っ
た
男
た

ち
が
、
着
物
の
塊
と
化
し
て
ぶ
ら
下
が
っ
た
こ
と
か
！

ク
イ
ル
プ
の
亡
骸
の
描
写
と
同
様
に
、「
着
物
の
塊
」
と
い
う
無
機
質
な
言
葉
が
、

死
ん
だ
受
刑
者
た
ち
が
す
で
に
人
で
は
な
く
、
た
だ
の
物
質
に
変
化
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
示
す
。
恐
怖
に
お
び
え
、
祈
り
の
言
葉
を
口
に
し
た
と
い
う
こ

と
で
、
受
刑
者
た
ち
を
あ
ざ
笑
っ
て
い
た
フ
ェ
イ
ギ
ン
だ
が
、
同
じ
立
場
に

な
っ
た
こ
と
で
、
今
度
は
彼
自
身
が
死
の
恐
怖
に
お
び
え
て
し
ま
う
。
過
去
を

振
り
返
り
、
他
者
の
死
を
自
ら
の
死
と
同
一
視
し
た
フ
ェ
イ
ギ
ン
は
、
人
間
と

し
て
の
感
情
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
ェ
イ
ギ
ン
の
自
我
が
完

全
に
変
容
し
た
と
は
言
え
な
い
。
死
刑
囚
に
見
慣
れ
て
い
る
は
ず
の
看
守
た
ち

で
す
ら
、
一
人
で
は
見
張
り
に
つ
け
な
い
ほ
ど
の
恐
ろ
し
い
形
相
を
見
せ
る

フ
ェ
イ
ギ
ン
は
依
然
、
怪
物
と
し
て
の
片
鱗
を
示
す
。
し
か
し
、
完
全
な
見
世

物
の
ま
ま
、
死
ん
で
い
く
ク
イ
ル
プ
と
は
違
い
、
フ
ェ
イ
ギ
ン
は
い
く
ら
か
の

人
間
臭
さ
を
垣
間
見
せ
て
、
死
ん
で
い
く
の
だ
。

　

両
者
の
死
に
様
の
相
違
の
原
因
は
、
語
り
手
の
立
場
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
フ
ェ
イ
ギ
ン
が
死
に
向
か
う
過
程
は
、
先
述
し
た
ク
イ
ル
プ
の
死
に
様
と

は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
ク
イ
ル
プ
の
死
を
語
る
語
り
手
は
、
一
切
ク
イ
ル
プ

に
感
情
移
入
す
る
こ
と
な
く
、
彼
の
死
が
い
か
に
劇
的
に
見
え
る
か
と
い
う
一

点
に
集
中
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ク
イ
ル
プ
は
死
後
も
グ
ロ
テ
ス
ク
な
見
世

物
と
な
り
え
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ェ
イ
ギ
ン
の
場
合
は
、
語
り
手
が
フ
ェ
イ

ギ
ン
と
同
じ
目
線
に
立
っ
て
、
彼
の
心
情
を
描
く
。
裁
判
の
場
面
で
は
、
法
廷

の
様
子
が
描
写
さ
れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
は
フ
ェ
イ
ギ
ン
の
視
点
か
ら
描
か
れ
る
。

死
を
も
笑
い
飛
ば
し
て
見
世
物
の
ま
ま
終
わ
る
ク
イ
ル
プ
と
、
死
の
恐
怖
に
お

び
え
な
が
ら
人
間
臭
い
最
期
を
迎
え
る
フ
ェ
イ
ギ
ン
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
語
り
の

視
点
を
移
す
こ
と
で
、
怪
物
と
し
て
の
悪
役
に
変
化
を
つ
け
て
い
る
。

　

フ
レ
デ
リ
コ
は
、『
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
イ
ス
ト
』
に
お
け
る
登
場
人
物
た

ち
の
死
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
決
定
す
る
経
験
で
あ
る
と
論

じ
た
が
（371

）、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
悪
役
の
本
質
を
彼
ら
の
生
き
る
姿
で
は
な
く
、

死
の
場
面
に
お
い
て
表
現
し
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、

死
の
瞬
間
こ
そ
彼
ら
が
最
も
生
に
執
着
す
る
場
面
で
あ
る
。
フ
ェ
イ
ギ
ン
は
独



フ
ェ
イ
ギ
ン
と
ク
イ
ル
プ
：
デ
ィ
ケ
ン
ズ
初
期
作
品
に
お
け
る
悪
役
の
一
考
察

六
五

房
で
の
オ
リ
ヴ
ァ
ー
と
の
面
会
で
、
精
神
に
異
常
を
き
た
し
な
が
ら
も
、
外
に

出
し
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
む
。
も
は
や
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
死
か
ら
逃
れ

よ
う
と
、
最
後
の
抵
抗
を
見
せ
る
。
一
方
の
ク
イ
ル
プ
も
、
川
の
流
れ
に
呑
み

込
ま
れ
て
か
ら
も
、
な
ん
と
か
助
か
ろ
う
と
も
が
き
、
足
搔
き
な
が
ら
、
必
死

に
生
き
よ
う
と
す
る
。
こ
の
逞
し
い
生
命
力
だ
け
は
、
両
者
が
最
後
ま
で
共
通

し
て
持
っ
て
い
る
も
の
だ
。
こ
れ
は
ネ
ル
の
穏
や
か
で
静
か
な
死
と
比
べ
れ
ば
、

一
目
瞭
然
で
あ
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
マ
ー
カ
ス
が
「
巨
大
な
共
同
墓
地
（a 

vast necropolis

）」（145

）
と
表
現
し
た
『
骨
董
屋
』
の
世
界
を
さ
ま
よ
い

続
け
る
ネ
ル
は
、
常
に
死
に
向
か
っ
て
歩
き
続
け
る
。
ネ
ル
は
お
と
な
し
く
死

を
受
け
入
れ
る
。

　

デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
フ
ェ
イ
ギ
ン
と
ク
イ
ル
プ
と
い
う
稀
代
の
悪
役
を
創
作
し
た
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
彼
ら
は
一
見
似
通
っ
た
怪
物
と
い
う
存
在
で

あ
り
な
が
ら
、
死
の
場
面
に
お
い
て
、
異
な
っ
た
一
面
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ

は
語
り
の
目
線
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
常
に
新
し
い
表
現
を
目
指
す
デ
ィ

ケ
ン
ズ
が
、
怪
物
に
変
化
を
つ
け
た
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
い
か
な
る
形
で
怪

物
の
最
期
が
描
か
れ
よ
う
と
も
、
そ
の
根
源
に
変
わ
ら
ず
描
か
れ
る
の
は
、
怪

物
と
し
て
の
悪
役
の
並
は
ず
れ
た
生
命
力
で
あ
る
。
そ
の
生
命
力
こ
そ
が
、

デ
ィ
ケ
ン
ズ
初
期
作
品
の
悪
役
の
特
徴
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

付
記

　

本
論
に
お
け
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
小
説
は
、O

liver T
w
ist. Ed. Philip 

H
orne. London: Penguin, 2002. Print.

お
よ
びT

he O
ld Curiosity Shop. Ed. 

N
orm
an Page. London: Penguin, 1995. Print.

か
ら
引
用
し
た
（
本
文
中
で
は
、
そ

れ
ぞ
れO

T
, O
CS

と
表
記
）。
な
お
、
作
品
に
関
す
る
引
用
お
よ
び
言
及
は
同
版
に
依

拠
し
、
当
該
箇
所
は
括
弧
に
入
れ
て
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
テ
ク
ス
ト
は
す
べ

て
引
用
者
の
訳
文
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
、『
オ
リ
バ
ー
・
ツ
イ
ス
ト
』（
中
村
能
三
訳
、

新
潮
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
）、
ま
た
『
骨
董
屋
』（
北
川
悌
二
訳
、
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
八

九
年
）
を
参
照
し
た
。

註

（
1
）　
『
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
イ
ス
ト
』
の
プ
ロ
ッ
ト
構
成
に
つ
い
て
は
、
バ
ー
ト
ン
・
Ｍ
・

ウ
ィ
ー
ラ
ー
（Burton M

. W
heeler

）
が
、
出
版
元
の
ベ
ン
ト
リ
ー
社
と
の
契
約
変

更
の
た
め
に
、
当
初
短
編
作
品
の
予
定
で
あ
っ
た
『
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
イ
ス
ト
』
が

長
編
小
説
に
変
わ
っ
た
経
緯
が
あ
り
、
プ
ロ
ッ
ト
が
不
統
一
に
な
る
の
は
当
然
の
帰
結

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（58

）。

（
2
）　
『
骨
董
屋
』
に
お
け
る
見
世
物
の
要
素
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
ダ
イ
ソ
ン
が
、
小
説

世
界
全
体
を
骨
董
屋
に
な
ぞ
ら
え
た
上
で
、
登
場
人
物
た
ち
を
そ
の
商
品
に
見
立
て
て

い
る
（22

）。

（
3
）　

ク
イ
ル
プ
と
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
の
共
通
点
を
あ
げ
た
研
究
は
多
く
存
在
す
る
が
、
早

い
も
の
で
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
コ
リ
ン
ズ
（Phillip Collins

）
が
ク
イ
ル
プ
を
「
狂
気

に
陥
っ
た
俗
物
根
性
の
リ
チ
ャ
ー
ド
三
世
（A

n exultant bourgeois Richard 

III

）」（273

）
と
呼
ん
で
い
る
。

（
4
）　

ア
ン
ガ
ス
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
、
裁
判
の
直
前
の
サ
イ
ク
ス
が
死
ぬ
場
面
を
描
い
た
第

五
十
章
に
お
け
る
群
衆
の
様
子
を
「
復
讐
の
暴
徒
（avenging m

ob

）」（129

）
と
称

し
て
い
る
。
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