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『骨董屋』における暴力の体現者クウィルプの最期。
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第
一
節
　
傷
跡
に
語
ら
せ
よ

　『
骨
董
屋
』は
泣
け
る
。醜
い
小
男
か
ら
逃
れ
、愛
す
る
祖
父
の
手
を
取
っ

て
歩
き
続
け
る
少
女
。
清
ら
か
な
そ
の
姿
は
、
い
つ
の
時
代
も
読
む
者
の

心
を
衝
く
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
み
な
、
同
じ
よ
う
な
涙
を
流
す
の
で
は

な
い
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
解
放
者
ダ
ニ
エ
ル
・
オ
コ
ン
ネ
ル
は
、
ネ
ル
の

死
の
痛
ま
し
さ
に
耐
え
き
れ
ず
号
泣
し
、
読
ん
で
い
た
本
を
列
車
の
窓
か

ら
投
げ
捨
て
た
。
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
は
、
死
に
ゆ
く
少
女
と
衰
え
ゆ

く
老
人
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
あ
ま
り
に
も
過
剰
だ
と
言
っ
て
、
涙

を
流
し
て
笑
い
転
げ
た
。
二
つ
の
例
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
ど
う
い
う

わ
け
か
『
骨
董
屋
』
が
誘
う
涙
は
、
大
仰
な
身
振
り
と
〈
暴
力
的
〉
な
嗚

咽
や
笑
い
を
伴
う
よ
う
で
あ
る
。

　
読
者
の
反
応
に
宿
る
〈
暴
力
的
〉
な
声
を
、
作
者
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
ど
の

程
度
意
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
声
に
対
し
て
、
ど
の
よ

う
な
感
情
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
漠
然
と
し
た
こ
の
疑
問
を
考
え

る
際
に
、
興
味
深
い
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
フ
ォ
ー
ス
タ
ー

宛
て
の
以
下
の
書
簡
で
あ
る
。

あ
な
た
が
キ
ッ
ト
の
回
を
気
に
入
っ
て
く
だ
さ
っ
て
何
よ
り
で
す
。
…
…

オ
ペ
ラ
見
物
の
と
こ
ろ
、
変
更
し
て
お
き
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
私
は
芝

居
云
々
に
つ
い
て
、
多
頭
の
輩
に
誤
っ
た
考
え
を
持
た
せ
る
つ
も
り
な
ど

全
く
な
か
っ
た
…
…
の
で
す
。（Letters 2: 129

）

こ
の
手
紙
が
書
か
れ
た
の
は
一
八
四
〇
年
九
月
二
一
日
、『
骨
董
屋
』
第

三
八
章
の
連
載
中
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、「
水
曜
日
の
夜
に
芝
居
見
物

に
興
じ
る
議
員
た
ち
な
ら
」
巷
の
人
々
の
貧
し
さ
や
苦
し
み
な
ど
「
口

笛
で
吹
き
飛
ば
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
部
分
の
表
現
を
ど
う
変

更
す
べ
き
か
と
い
う
些
細
な
も
の
で
あ
る
。
議
会
で
政
府
側
の
仕
事
が
休

み
に
な
る
水
曜
に
、
多
く
の
議
員
た
ち
が
芝
居
見
物
で
羽
を
伸
ば
す
、
と

い
う
社
会
的
背
景
を
汲
ん
だ
こ
の
風
刺
表
現
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
直
後
に

キ
ッ
ト
と
バ
ー
バ
ラ
一
家
の
芝
居
見
物
の
シ
ー
ン
が
来
る
た
め
か
、
読
者

の
無
用
な
誤
解
を
生
ま
ぬ
よ
う
、「
議
員
た
ち
」
云
々
の
箇
所
が
大
幅
に

カ
ッ
ト
さ
れ
た
（Letters 2: 129-30

）。
果
た
し
て
こ
の
風
刺
表
現
が

ど
れ
ほ
ど
十
九
世
紀
読
者
に
と
っ
て
理
解
可
能
／
不
可
能
な
も
の
だ
っ
た

の
か
、
そ
し
て
そ
の
表
現
変
更
が
ど
れ
ほ
ど
絶
対
不
可
欠
な
も
の
だ
っ
た

の
か
、今
と
な
っ
て
は
確
か
め
よ
う
も
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、

デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
自
分
の
読
者
た
ち
を
「
多
頭
（the m

any-headed

）」

と
表
現
し
て
い
る
点
は
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。1

　
面
白
い
の
は
、こ
の
「
多
頭
」
と
い
う
言
葉
が
、シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
コ

リ
オ
レ
イ
ナ
ス
』に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、そ
し
て「
多
頭
の
怪
物
」

た
る
群
衆
と
コ
リ
オ
レ
イ
ナ
ス
と
が
対
峙
す
る
第
二
幕
第
三
場
で
、
声
と

沈
黙
の
軸
が
「
暴
力
」
や
「
力
」
と
交
錯
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
一
市
民
…
「
あ
の
人
が
わ
れ
わ
れ
の
声
を
必
要
と
す
る
な
ら
、
断
る
と  

い
う
わ
け
に
は
い
く
ま
い
な
」

第
二
市
民
…
「
断
れ
ま
す
よ
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
気
に
な
れ
ば
」

第
三
市
民
…
「
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
に
は
、
断
る
力
が
あ
る
。
だ
が
そ
の
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力
を
行
使
す
る
力
が
な
い
の
だ
。
だ
っ
て
、
あ
の
人
が
傷
跡
を
見
せ
て

戦
い
の
話
を
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
傷
跡
に
口
を
つ
け
て
、
そ
の

傷
跡
に
な
り
代
わ
っ
て
あ
の
人
の
戦
功
を
語
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
く
な

る
。
つ
ま
り
、
あ
の
人
が
立
派
な
手
柄
話
を
す
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の

ほ
う
も
そ
れ
を
立
派
に
認
め
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
恩
知

ら
ず
っ
て
い
う
の
は
恐
ろ
し
い
怪
物
だ
、
大
衆
が
恩
を
忘
れ
た
ら
化
け

物
の
大
衆
に
な
っ
て
し
ま
う
。
…
…
」

第
四
市
民
…
「
…
…
こ
の
あ
い
だ
わ
れ
わ
れ
が
穀
物
の
こ
と
で
決
起
し
た

と
き
、
あ
の
人
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
わ
れ
わ
れ
の
こ
と
を
、
多
頭
の

怪
物
と
呼
ん
だ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」（『
コ
リ
オ
レ
イ
ナ
ス
』
第
二
幕

第
三
場
）

こ
の
議
論
の
末
に
市
民
た
ち
は
、「
自
分
の
舌
で
自
分
の
意
見
を
言
っ
て
」

コ
リ
オ
レ
イ
ナ
ス
（
図
版
①
）
を
執
政
官
に
推
そ
う
と
決
め
る
。
し
か
し

一
方
の
英
雄
は
、
自
分
の
「
舌
」
を
使
っ
て
群
衆
の
望
み
ど
お
り
の
「
陳

腐
な
言
葉
」
を
吐
き
、
手
柄
を
ひ
け
ら
か
す
な
ど
絶
対
に
嫌
だ
と
言
い
放

つ
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、声
が
「
力
」
と
強
く
結
び
あ
わ
さ
れ
て
い
る
。

群
衆
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
「
力
」
は
声
に
宿
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
お

り
、
そ
れ
を
使
っ
て
コ
リ
オ
レ
イ
ナ
ス
へ
の
恩
義
を
返
そ
う
と
す
る
。
ま

た
、コ
リ
オ
レ
イ
ナ
ス
の
「
力
」
の
象
徴
で
あ
る
「
傷
跡
」
の
一
つ
一
つ
が
、

自
分
た
ち
の
声
に
な
り
代
わ
る
だ
ろ
う
と
も
表
現
す
る
。
つ
ま
り
、
コ
リ

オ
レ
イ
ナ
ス
個
人
の
圧
倒
的
な
武
力
（
暴
力
）
は
、
群
衆
た
ち
の
無
数
の

声
に
変
換
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
民
主
的
な
ロ
ー
マ
に
正
し
く
吸
収
さ
れ
う

る
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
コ
リ
オ
レ
イ
ナ
ス
は
自
分
の
傷
と
群

図版① シェイクスピア『コリオレイナス』（ゲイヴィン・ハミルトン絵、ジェイムズ・
コールドウェル彫版）
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衆
の
声
を
分
か
つ
こ
と
で
こ
の
よ
う
な
変
換
を
拒
み
、
た
だ
沈
黙
を
貫
こ

う
と
す
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
声
を
高
め
た
「
多
頭
の
怪
物
」
に
よ
っ
て

国
外
へ
と
追
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
の
偶
然
に
し
て
は
出
来
す
ぎ
て
い
る
の
は
、こ
の
「
多
頭
の
怪
物
」

を
自
分
の
読
者
に
重
ね
あ
わ
せ
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
、『
骨
董
屋
』
執
筆
に

あ
た
っ
て
、〈
沈
黙
〉
と
〈
声
〉
の
葛
藤
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
を
確
か
め
る
た
め
に
、
ま
ず
は
作
品
誕
生
の
背
景
を
追
っ
て
い
き

た
い
。
一
八
三
九
年
七
月
、
前
作
『
ニ
コ
ラ
ス
・
ニ
ク
ル
ビ
ー
』
の
連
載

終
了
を
前
に
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
新
作
の
構
想
を
練
り
始
め
、『
タ
ト
ラ
ー
』

や
『
ス
ペ
ク
テ
イ
タ
ー
』
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
倣
っ
た
オ
ム
ニ
バ
ス
・
ス

ト
ー
リ
ー
を
考
案
す
る
（Forster 2.6
）。
こ
れ
は
『
ハ
ン
フ
リ
ー
親
方

の
時
計
』（
以
下
『
ハ
ン
フ
リ
ー
』）
と
名
付
け
ら
れ
、
病
弱
な
老
人
ハ
ン

フ
リ
ー
親
方
と
、そ
の
友
人
た
ち
と
の
物
語
ク
ラ
ブ
を
舞
台
と
し
て
い
た
。

老
人
が
人
目
を
避
け
る
よ
う
に
し
て
ひ
っ
そ
り
暮
ら
す
屋
敷
で
、
柱
時
計

の
ケ
ー
ス
内
に
眠
る
原
稿
が
、
物
語
ク
ラ
ブ
の
集
ま
り
ご
と
に
取
り
出
さ

れ
る
。
じ
っ
と
耳
を
傾
け
る
気
心
の
知
れ
た
友
人
た
ち
に
向
か
っ
て
、
ハ

ン
フ
リ
ー
親
方
は
静
か
な
声
で
そ
の
原
稿
を
読
み
聞
か
せ
る
。
若
干
二
七

歳
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
作
り
上
げ
る
に
は
、
あ
ま
り
に
静
か
で
ゆ
る
や
か
な

語
り
の
世
界
で
あ
る
。

　
実
際
『
ハ
ン
フ
リ
ー
』
は
、
一
種
異
様
と
も
思
え
る
ほ
ど
静
か
な
世
界

を
志
向
し
て
い
る
。
物
語
が
始
ま
っ
て
早
々
、
ハ
ン
フ
リ
ー
親
方
は
読
者

に
向
か
っ
て
、
語
り
の
舞
台
と
な
る
自
分
の
家
の
場
所
を
「
詮
索
す
る
よ

う
な
」
真
似
は
せ
ぬ
よ
う
に
、
と
言
い
渡
す
（
第
一
章
）。
ま
た
作
品
の

前
書
き
で
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
自
身
が
、
語
り
手
と
そ
の
仲
間
た
ち
を
「
そ
っ

と
し
て
お
い
て
」
く
れ
る
よ
う
に
、
と
い
う
一
筆
を
添
え
て
い
る
。
さ
ら

に
、
そ
の
家
で
展
開
す
る
物
語
ク
ラ
ブ
は
、
メ
ン
バ
ー
に
「
聾
唖
の
紳
士
」

を
迎
え
る
こ
と
で
そ
の
静
け
さ
を
一
層
際
立
た
せ
る
。
耳
も
聞
こ
え
ず
口

も
き
け
な
い
「
沈
黙
」
の
紳
士
は
、
原
稿
を
読
み
聞
か
せ
る
ハ
ン
フ
リ
ー

親
方
の
唇
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
を
消
費
す
る
。
こ
う
し
て
『
ハ
ン

フ
リ
ー
』
と
い
う
作
品
世
界
は
、「
多
頭
」
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
一
般
読

者
の
介
入
を
拒
み
、老
人
た
ち
だ
け
の
静
謐
な
物
語
環
境
を
築
い
て
い
く
。

　
こ
の
排
他
的
な
枠
組
み
が
、
当
時
の
読
者
た
ち
に
極
め
て
不
人
気
で

あ
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
（Johnson 

1.4.2; Chittick 148

）。
そ
の
不
人
気
は
そ
の
ま
ま
同
名
雑
誌
『
ハ
ン
フ

リ
ー
親
方
の
時
計
』
の
売
上
不
振
へ
と
繋
が
り
、
初
回
の
発
行
部
数
七
万

部
は
、
第
二
回
連
載
以
降
、
一
気
に
三
分
の
一
近
く
に
ま
で
落
ち
込
ん
だ
。

第
四
回
連
載
か
ら
は
ピ
ク
ウ
ィ
ッ
ク
氏
や
サ
ム
・
ウ
ェ
ラ
ー
を
引
っ
張
り

出
し
、
な
ん
と
か
読
者
の
購
買
欲
を
刺
激
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
の
、
や

は
り
成
功
し
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。こ
う
し
て
最
終
的
に
オ
ム
ニ
バ
ス
・

ス
ト
ー
リ
ー
の
枠
組
は
放
棄
さ
れ
、
第
一
二
回
連
載
か
ら
、
ハ
ン
フ
リ
ー

親
方
の
物
語
ク
ラ
ブ
の
中
で
語
ら
れ
て
い
た
一
挿
話
を
拡
大
す
る
形
で
、

薄
幸
の
美
少
女
ネ
ル
の
一
大
叙
事
詩
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
テ
ク

ス
ト
空
間
は
、
ク
ウ
ィ
ル
プ
の
哄
笑
や
デ
ィ
ッ
ク
・
ス
ウ
ィ
ヴ
ェ
ラ
ー
の

長
広
舌
な
ど
大
き
な
音
に
満
た
さ
れ
た
騒
が
し
い
世
界
と
し
て
完
成
し
、

さ
ら
に
そ
れ
を
読
む
も
の
か
ら
も
、
暴
力
的
な
笑
い
や
嗚
咽
を
引
き
出
す

こ
と
と
な
っ
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
『
骨
董
屋
』
と
は
、本
来
〈
静
け
さ
〉

の
な
か
で
編
ま
れ
る
は
ず
だ
っ
た
物
語
が
、「
多
頭
」
の
読
者
の
不
買
の

姿
勢
に
よ
っ
て
、
大
き
な
音
の
世
界
へ
と
引
き
ず
り
込
ま
れ
、
そ
の
結
果
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生
み
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
静
け
さ
か
ら
音
へ
と
い
う
大
幅
な
路
線
変
更
は
、『
骨
董

屋
』の
語
り
の
声
に
、大
き
な「
傷
跡
」を
残
し
て
し
ま
う
。『
ハ
ン
フ
リ
ー
』

の
構
想
に
し
た
が
っ
て
書
か
れ
た
冒
頭
の
三
章
は
、
老
人
の
語
り
手
（
ハ

ン
フ
リ
ー
親
方
）
に
よ
る
一
人
称
の
語
り
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
第

三
章
終
わ
り
で
突
然
、
こ
の
語
り
手
は
唐
突
な
別
れ
の
挨
拶
と
と
も
に
舞

台
を
降
り
、
第
四
章
以
降
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
お
得
意
の
全
能
の
語
り
手
が
三

人
称
で
語
っ
て
い
く
。
こ
う
し
て
『
骨
董
屋
』
は
、
冒
頭
の
一
部
分
だ
け

に
奇
妙
な
一
人
称
の
語
り
を
抱
え
込
ん
だ
、
非
対
称
の
三
人
称
小
説
と
し

て
完
成
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
分
析
に
、『
コ
リ
オ
レ
イ
ナ
ス
』
の
〈
声
／
力
〉
の
議
論

を
重
ね
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、両
者
の
間
の
奇
妙
な
類
似
性
が
目
に
留
ま
る
。

群
衆
た
ち
の
求
め
る
言
葉
を
口
に
す
る
こ
と
を
拒
み
、
沈
黙
の
ま
ま
国
を

追
わ
れ
て
消
え
て
い
く
コ
リ
オ
レ
イ
ナ
ス
の
姿
は
、
静
か
な
ナ
ラ
テ
ィ
ブ

世
界
を
志
向
し
つ
つ
も
、
読
者
の
声
に
よ
っ
て
そ
れ
を
挫
か
れ
、
物
語
か

ら
去
っ
て
い
く
ハ
ン
フ
リ
ー
親
方
の
後
ろ
姿
に
ど
こ
か
重
な
っ
て
み
え

る
。
一
方
、
そ
の
裏
で
作
家
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
な
ん
と
か
読
者
の
要
望
に

沿
っ
た
テ
ク
ス
ト
を
編
み
出
そ
う
と
、
声
と
音
に
溢
れ
た
世
界
を
作
り
出

し
て
み
せ
た
。
そ
し
て
『
骨
董
屋
』
連
載
の
間
じ
ゅ
う
、
些
細
な
表
現
上

の
変
更
に
お
い
て
も
、「
多
頭
」
の
読
者
た
ち
の
存
在
を
常
に
意
識
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
結
果
的
に
『
骨
董
屋
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
表
面
に
残
さ
れ

た
語
り
の
「
傷
跡
」
は
、
何
を
物
語
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
こ
の
問

題
点
か
ら
出
発
し
、
テ
ク
ス
ト
内
で
顕
在
化
す
る
〈
暴
力
〉
が
、
常
に
猥

雑
な
音
の
海
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
点
に
注
目
す
る
。

そ
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
基
軸
を
な
す
ネ
ル
の
逃
避
行
が
、
ま
る
で
静
か
な

語
り
の
空
間
を
志
向
す
る
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
姿
を
そ
の
ま
ま
写
し
取
る
よ
う

に
し
て
、
常
に
雑
音
か
ら
逃
れ
て
静
け
さ
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
点
を
明

ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　
第
二
節
　
ク
ウ
ィ
ル
プ
の
声
、
そ
の
暴
力

　『
骨
董
屋
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
こ
れ
ま
で
、
そ
の
行
き
過
ぎ
た
セ
ン

チ
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
や
場
当
た
り
的
な
執
筆
状
況
ゆ
え
に
、
多
く
の
批
判
に

晒
さ
れ
て
き
た
（Johnson 1.4.2; M

arcus 129-32

）。
実
際
、
語
り

の
声
が
一
人
称
か
ら
三
人
称
へ
と
唐
突
に
変
化
す
る
点
は
、
テ
ク
ス
ト
の

内
的
必
然
性
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
雑
誌
の
売
り
上
げ
回
復
を
図
ら

ん
が
た
め
の
急
ご
し
ら
え
の
策
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
音
と
い
う
観

点
か
ら
語
り
の
声
の
変
化
点
周
辺
を
も
う
一
度
見
渡
し
て
み
る
と
、
そ
こ

を
起
点
と
し
て
テ
ク
ス
ト
が
静
け
さ
か
ら
騒
が
し
さ
へ
と
転
換
し
て
い
く

こ
と
が
わ
か
る
。
以
下
で
実
際
に
見
て
い
こ
う
。
第
一
章
の
幕
が
開
く
と
、

語
り
手
ハ
ン
フ
リ
ー
親
方
は
人
気
も
ま
ば
ら
な
夜
の
ロ
ン
ド
ン
を
歩
き
つ

つ
、
昼
間
の
雑
踏
や
喧
騒
と
自
分
の
嗜
好
と
は
「
相
容
れ
な
い
」
と
述
べ

る
。
ま
た
、
音
に
対
し
て
過
剰
と
も
思
え
る
拒
絶
反
応
を
示
し
、
都
会
に

響
く
無
数
の
人
々
の
靴
音
を
嫌
い
、
そ
の
音
に
晒
さ
れ
る
生
活
は
、「
死

の
床
で
す
ら
意
識
を
失
う
」
こ
と
な
く
、「
騒
が
し
い
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
」

る
に
も
等
し
い
拷
問
で
あ
る
、
と
言
う
。
そ
し
て
迷
子
に
な
っ
た
ネ
ル
と

偶
然
行
き
あ
っ
た
と
き
も
、
や
は
り
「
人
通
り
の
多
い
道
を
極
力
避
け
」、



74

音の海を逃れて

最
も
入
り
組
ん
で
「
分
か
り
に
く
い
」
ル
ー
ト
を
選
ん
で
人
知
れ
ず
彼
女

を
骨
董
屋
ま
で
送
り
届
け
、「
と
て
も
暗
く
て
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り
か
え
っ

た
」
家
の
中
か
ら
出
て
き
た
ト
レ
ン
ト
氏
と
巡
り
合
う
の
で
あ
る
（
図
版

②
）。

　
し
か
し
な
が
ら
、
静
か
に
語
り
始
め
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
、
次
第
に
騒

が
し
い
音
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
て
い
く
。
第
二
章
で
骨
董
屋
を
再
訪
し
た

語
り
手
は
、
ネ
ル
の
兄
フ
レ
ッ
ド
と
そ
の
友
人
デ
ィ
ッ
ク
に
出
く
わ
す
。

デ
ィ
ッ
ク
は
静
か
だ
っ
た
骨
董
屋
内
部
に
侵
入
し
、
無
意
味
な
言
葉
を

し
ゃ
べ
り
散
ら
し
て
周
囲
の
人
々
の
気
持
ち
を
か
き
乱
す
。
こ
の
弁
舌
が

露
払
い
に
な
っ
た
か
の
よ
う
に
、
続
く
第
三
章
で
は
『
骨
董
屋
』
の
（
ま

た
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
世
界
全
体
の
）
暴
力
性
を
結
晶
化
し
た
よ
う
な
ク
ウ
ィ

ル
プ
が
登
場
す
る
。
彼
は
こ
れ
以
降
テ
ク
ス
ト
に
登
場
す
る
た
び
に
、
そ

の
常
軌
を
逸
し
た
暴
力
性
と
、
耳
障
り
な
音
を
結
び
合
わ
せ
て
い
く
。
例

え
ば
第
六
章
、逆
立
ち
少
年
と
キ
ッ
ト
を
打
擲
す
る
シ
ー
ン（
本
書
の
ジ
ャ

ケ
ッ
ト
参
照
）
で
は
、
ク
ウ
ィ
ル
プ
は
二
人
に
罵
詈
雑
言
を
浴
び
せ
か
け

て
は
攻
撃
を
加
え
、「
腹
を
抱
え
て
大
笑
い
」
す
る
。
眠
っ
て
い
る
と
き

は
口
を
大
き
く
開
け
て
「
動
物
の
よ
う
な
唸
り
声
（grow

ling

）」
を
あ

げ
て
い
る
し
（
第
一
二
章
）、
一
人
暮
ら
し
の
部
屋
代
わ
り
に
し
て
い
る

事
務
所
に
、
キ
ッ
ト
に
見
立
て
た
巨
大
な
船
首
像
を
持
ち
こ
み
、
そ
れ
に

暴
虐
の
限
り
を
尽
く
す
時
に
も
、「
吠
え
る
よ
う
な
声
（roar

）」
を
あ
げ
、

歌
か
悲
鳴
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
節
回
し
で
、
キ
ッ
ト
を
呪
う
言
葉
を
叫

び
続
け
て
い
る
（
第
六
二
章
）。
そ
の
後
も
、
同
じ
部
屋
で
一
人
時
間
を

過
ご
す
と
き
に
は
必
ず
、「
サ
ル
の
よ
う
な
キ
ー
キ
ー
声
（screeching

）」

や
「
オ
オ
カ
ミ
の
遠
吠
え
の
よ
う
な
声
（how

ling

）」
を
あ
げ
て
い
る
（
第

図版②「ネルを骨董屋へと送り届け、トレント氏と出会うハンフリー
親方」（第 1 章、チャールズ・グリーンの挿絵、ハウスホールド版）
小柄なネルとほとんど背丈の変わらない二人の痩せた老人の姿に注意。
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第 4 章『骨董屋』（猪熊恵子）  

六
七
章
）。

　
こ
の
ク
ウ
ィ
ル
プ
が
登
場
す
る
の
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
し
て
、
ハ
ン

フ
リ
ー
親
方
は
舞
台
か
ら
去
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
静
か
な
ナ
ラ
テ
ィ
ブ

世
界
が
崩
れ
落
ち
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
、
ク
ウ
ィ
ル
プ
の
非
人
間
的
な

音
声
が
テ
ク
ス
ト
を
支
配
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ク
ウ
ィ
ル
プ
は
、
ま

る
で
『
コ
リ
オ
レ
イ
ナ
ス
』
に
お
け
る
「
多
頭
の
怪
物
」
を
自
分
の
身
体

に
そ
の
ま
ま
引
き
受
け
る
よ
う
に
し
て
、
小
さ
な
体
格
に
似
合
わ
ぬ
巨
大

な
「
頭
部
」
を
持
つ
人
物
と
し
て
描
写
さ
れ
（
第
三
章
）、
常
に
耳
障
り

な
音
を
発
し
て
は
『
骨
董
屋
』
の
平
穏
を
か
き
乱
し
て
い
く
。

　
し
た
が
っ
て
ク
ウ
ィ
ル
プ
の
影
を
怖
れ
る
ネ
ル
の
逃
避
行
が
、
常
に
音

か
ら
逃
れ
、
静
け
さ
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
決
し
て
驚
く
に
あ

た
ら
な
い
。
実
際
、
彼
女
は
骨
董
屋
か
ら
逃
げ
出
す
際
、「
ラ
イ
オ
ン
の

咆
哮
」
さ
な
が
ら
の
恐
ろ
し
い
イ
ビ
キ
を
か
い
て
い
る
ク
ウ
ィ
ル
プ
と
ブ

ラ
ー
ス
に
、
凍
り
つ
く
ほ
ど
の
恐
怖
を
感
じ
て
い
る
（
第
一
二
章
）。
そ

の
後
の
逃
避
行
で
出
会
う
人
々
も
、ト
ム
・
シ
ョ
ー
ト
や
コ
ド
リ
ン
と
い
っ

た
パ
ン
チ
役
者
、
ジ
ャ
ー
リ
ー
夫
人
の
蝋
人
形
一
座
な
ど
、
常
に
静
謐
さ

と
は
相
容
れ
な
い
人
物
た
ち
で
あ
る
。
雑
踏
の
街
を
嫌
う
語
り
手
ハ
ン
フ

リ
ー
親
方
と
同
じ
よ
う
に
、
ネ
ル
と
お
じ
い
さ
ん
は
騒
が
し
い
都
会
を

嫌
い
、
周
囲
の
雑
音
に
耐
え
き
れ
な
く
な
る
た
び
に
、
そ
の
場
を
逃
げ
出

し
て
は
、
ひ
た
す
ら
「
静
か
な
」
田
舎
を
目
指
し
て
歩
き
続
け
る
。
そ
し

て
そ
の
旅
は
つ
い
に
、
学
校
教
師
の
任
地
と
な
っ
た
教
会
で
終
わ
り
を
迎

え
る
。
そ
の
場
所
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
（noiseless, quiet, silent, 

rest, serene, solem
n, sacred stillness

な
ど
）
に
よ
っ
て
静
け
さ
を

繰
り
返
し
強
調
さ
れ
（
第
四
八
章
）、
よ
う
や
く
放
浪
の
旅
を
終
え
た
ネ

ル
も
ま
た
、
そ
の
静
け
さ
と
響
き
あ
う
よ
う
に
、
永
遠
の
眠
り
に
つ
い
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
彼
女
の
心
の
平
穏
を
か
き
乱
し
た
人
物
た
ち
は
、
次
々
に
そ

の
声
を
奪
わ
れ
て
い
く
。
例
え
ば
デ
ィ
ッ
ク
は
、
ま
る
で
贅
言
の
日
々
へ

の
罰
を
受
け
る
よ
う
に
、
う
わ
ご
と
ば
か
り
言
い
続
け
る
熱
病
に
冒
さ
れ

た
の
ち
、は
じ
め
て
許
し
を
与
え
ら
れ
て
侯
爵
夫
人
と
結
婚
す
る
。
サ
ム
・

ブ
ラ
ー
ス
と
サ
リ
ー
・
ブ
ラ
ー
ス
も
、
キ
ッ
ト
を
陥
れ
よ
う
と
し
た
企
み

が
露
見
し
て
逮
捕
さ
れ
、「
弁
護
士
と
し
て
の
名
前
が
す
べ
て
の
書
物
か

ら
消
し
去
ら
れ
る
」
こ
と
で
、
そ
の
邪
悪
な
声
を
響
か
せ
る
す
べ
を
失
っ

て
し
ま
う
（
第
七
三
章
）。
そ
し
て
何
よ
り
象
徴
的
な
の
が
、
人
間
離
れ

し
た
声
に
よ
っ
て
暴
力
の
権
化
と
化
し
た
ク
ウ
ィ
ル
プ
の
最
期
（
本
章
の

扉
絵
参
照
）
で
あ
る
。
ブ
ラ
ー
ス
た
ち
の
巻
き
添
え
に
な
る
こ
と
を
怖
れ

て
逃
亡
を
企
て
る
彼
は
、
追
跡
者
た
ち
が
門
を
叩
く
音
を
道
案
内
に
真
っ

暗
闇
を
進
も
う
と
す
る
が
、
そ
の
刹
那
、
頼
り
の
音
が
ぴ
た
り
と
止
ん
で

し
ま
い
、
圧
倒
的
な
静
け
さ
の
な
か
で
、
よ
ろ
め
い
て
水
に
落
ち
る
。

水
が
湧
き
立
ち
、
ド
ッ
と
耳
の
中
に
流
れ
こ
ん
で
き
た
が
、
そ
れ
で
も
彼

は
門
を
再
び
叩
く
音
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、

―
そ
れ
に
続
く
叫
び
を
聞

き

―
そ
の
声
の
主
が
誰
で
あ
る
か
も
理
解
し
た
。
…
…
彼
は

―
悲
鳴

で

―
そ
の
叫
び
に
答
え
た
が
…
…
悲
鳴
は
何
の
役
に
も
立
た
な
か
っ

た
。
…
…
大
声
で
も
う
ひ
と
叫
び

―
だ
が
、
そ
の
叫
び
が
声
に
な
ら
な

い
う
ち
に
、
抗
う
こ
と
の
で
き
な
い
強
力
な
水
の
流
れ
が
彼
を
呑
み
こ
み
、

そ
の
ま
ま
流
れ
に
抱
え
込
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
、
彼
の
死
体
は
運
ば
れ
て

い
っ
た
。（
第
六
七
章
）
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音の海を逃れて

大
き
す
ぎ
る
声
と
暴
力
を
テ
ク
ス
ト
内
に
ま
き
散
ら
し
た
ク
ウ
ィ
ル
プ

は
、
静
け
さ
に
足
を
す
く
わ
れ
る
よ
う
に
し
て
死
へ
と
導
か
れ
る
。
な
ん

と
か
そ
の
宿
命
か
ら
逃
れ
よ
う
と
、
声
を
限
り
に
叫
ぼ
う
と
す
る
も
、
音

も
な
く
流
れ
込
ん
で
く
る
「
黒
く
冷
た
い
水
」
に
よ
っ
て
喉
を
ふ
さ
が
れ
、

彼
は
つ
い
に
死
の
沈
黙
へ
落
ち
て
い
く
。

　
ク
ウ
ィ
ル
プ
の
声
と
存
在
が
消
え
る
の
を
待
っ
て
い
た
よ
う
に
、
ネ
ル

は
静
か
な
眠
り
に
つ
く
。
こ
こ
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
彼
女
を
眠
り
に
誘

う
子
守
歌
の
よ
う
に
、
老
人
た
ち
の
奇
妙
な
物
語
ク
ラ
ブ
が
形
成
さ
れ
る

点
で
あ
る
。
彼
女
の
死
期
が
近
い
こ
と
を
悟
り
な
が
ら
、
学
校
教
師
と
バ

チ
ェ
ラ
ー
は
、
代
わ
る
代
わ
る
彼
女
の
枕
も
と
で
本
を
読
み
聞
か
せ
、
ト

レ
ン
ト
氏
は
そ
れ
に
耳
を
傾
け
る
（
第
五
五
章
）。
こ
の
枠
組
に
奇
妙
な

ほ
ど
重
な
り
合
っ
て
み
え
る
の
が
、
ハ
ン
フ
リ
ー
親
方
の
自
宅
の
居
間
で

開
か
れ
る
物
語
ク
ラ
ブ
で
あ
る
。
迫
り
く
る
ネ
ル
の
死
に
怯
え
る
老
人
た

ち
と
同
じ
よ
う
に
、
ハ
ン
フ
リ
ー
親
方
の
物
語
ク
ラ
ブ
で
も
、
オ
ー
ウ
ェ

ン
・
マ
イ
ル
ズ
や
聾
唖
の
紳
士
ら
が
、
愛
す
る
係
累
を
失
っ
た
悲
し
み
を

背
負
い
、
老
人
同
士
で
そ
の
傷
を
静
か
に
慰
め
あ
う
よ
う
に
し
て
、
物
語

を
語
り
聞
か
せ
て
い
る
。
こ
の
類
似
性
を
も
と
に
、『
骨
董
屋
』
と
い
う

テ
ク
ス
ト
の
流
れ
を
整
理
し
て
み
れ
ば
、〈
静
け
さ
〉
を
求
め
る
デ
ィ
ケ

ン
ズ
の
姿
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
ハ

ン
フ
リ
ー
親
方
の
静
か
な
一
人
称
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た『
ハ
ン
フ
リ
ー
』

は
、
読
者
の
「
声
」
に
応
え
る
た
め
に
そ
の
方
向
を
変
え
、
大
き
な
音
の

宿
る
『
骨
董
屋
』
へ
と
接
続
さ
れ
た
。
そ
の
『
骨
董
屋
』
内
部
で
、
ヒ
ロ

イ
ン
の
ネ
ル
は
周
囲
の
大
き
な
音
に
怯
え
る
よ
う
に
逃
げ
惑
う
。
自
分
の

居
場
所
で
あ
っ
た
静
か
な
骨
董
屋
を
喪
失
し
、
そ
の
失
わ
れ
た
静
け
さ
を

ど
こ
か
別
の
場
所
で
取
り
戻
そ
う
と
し
て
歩
き
続
け
る
ネ
ル
の
旅
路
は
、

静
か
な
語
り
の
空
間
を
喪
失
し
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
自
身
の
旅
路
に
も
重
な
っ

て
み
え
る
。2 

「
多
頭
の
怪
物
」
を
具
現
化
し
た
よ
う
な
ク
ウ
ィ
ル
プ
を
怖

れ
、
都
市
を
離
れ
て
田
舎
を
目
指
す
ネ
ル
の
姿
の
裏
に
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ

ア
朝
の
「
多
頭
」
の
読
者
の
声
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
テ
ク
ス
ト
を
編
み
続

け
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
自
身
の
姿
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。3

　
そ
し
て
、
自
分
の
経
験
を
写
し
取
る
哀
れ
な
少
女
を
守
り
包
も
う
と
す

る
か
の
よ
う
に
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
ネ
ル
の
周
り
に
静
か
な
物
語
ク
ラ
ブ
を

形
成
す
る
。
自
分
自
身
が
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
『
ハ
ン
フ
リ
ー
』
の
静
か

な
語
り
の
空
間
を
、
ネ
ル
に
だ
け
は
取
り
戻
し
て
や
り
た
い
と
で
も
言
う

か
の
よ
う
に
、
彼
女
を
老
人
た
ち
の
声
で
包
み
、
そ
こ
に
響
く
物
語
の
子

守
歌
で
優
し
く
あ
や
す
よ
う
に
し
て
、
安
ら
か
な
死
の
世
界
へ
と
誘
い
込

ん
で
い
く
。
つ
ま
り
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
「
多
頭
」
の
読
者
に
よ
っ
て

退
け
ら
れ
た
は
ず
の『
ハ
ン
フ
リ
ー
』と
い
う
静
か
な
語
り
の
世
界
は
、『
骨

董
屋
』
終
盤
で
密
か
に
テ
ク
ス
ト
表
面
に
回
帰
し
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
／
ネ
ル

を
包
み
込
む
よ
う
に
し
て
再
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い

こ
と
に
、
こ
う
し
て
再
形
成
さ
れ
た
物
語
ク
ラ
ブ
は
、『
骨
董
屋
』
と
い

う
テ
ク
ス
ト
が
幕
を
閉
じ
た
後
、
そ
の
世
界
を
満
た
し
た
猥
雑
な
音
を
す

べ
て
呑
み
込
む
よ
う
に
し
て
復
権
し
て
く
る
。
次
節
で
は
こ
の
点
を
確
認

す
る
た
め
に
、『
骨
董
屋
』
と
『
ハ
ン
フ
リ
ー
』
の
二
作
品
が
連
載
さ
れ

た
当
時
の
週
刊
誌
『
ハ
ン
フ
リ
ー
親
方
の
時
計
』
を
追
い
、
そ
の
誌
面
上

で
展
開
す
る
語
り
手
の
声
の
矛
盾
や
シ
ル
エ
ッ
ト
の
食
い
違
い
に
光
を
当

て
る
。
そ
し
て
そ
の
分
析
を
通
じ
て
、
読
者
の
「
声
」
を
拒
絶
す
る
よ
う

な
語
り
の
枠
組
を
解
き
明
か
し
た
い
と
考
え
る
。
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第
三
節
　
食
い
違
う
語
り
手
の
シ
ル
エ
ッ
ト

　『
骨
董
屋
』
が
『
ハ
ン
フ
リ
ー
』
か
ら
急
遽
誕
生
し
た
背
景
に
つ
い
て

マ
ッ
ク
マ
ス
タ
ー
は
、
前
者
を
蝶
に
後
者
を
サ
ナ
ギ
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る

（M
cM

aster, D
esigner 95

）。し
か
し
面
白
い
の
は
、サ
ナ
ギ
で
あ
る『
ハ

ン
フ
リ
ー
』
が
、
蝶
で
あ
る
『
骨
董
屋
』
を
生
み
出
し
た
瞬
間
に
役
目
を

終
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
蝶
を
再
び
呑
み
込
む
形
で
回
帰
す
る
こ
と

で
あ
る
。『
骨
董
屋
』
の
連
載
は
、
週
刊
誌
『
ハ
ン
フ
リ
ー
親
方
の
時
計
』

誌
上
に
お
い
て
、
一
八
四
〇
年
六
月
六
日
の
第
一
二
号
か
ら
一
八
四
一
年

一
月
三
〇
日
の
第
四
四
号
ま
で
、
全
三
一
週
に
わ
た
っ
て
続
い
た
。
し
か

し
連
載
終
了
直
後
の
雑
誌
第
四
五
号
（
一
八
四
一
年
二
月
六
日
）
で
は
、

退
場
し
た
は
ず
の
語
り
手
ハ
ン
フ
リ
ー
が
再
び
姿
を
現
し
、『
骨
董
屋
』

の
分
厚
い
原
稿
を
柱
時
計
の
な
か
に
仕
舞
う
。
す
な
わ
ち
書
籍
と
し
て
出

版
さ
れ
た
『
骨
董
屋
』
だ
け
を
読
む
と
、
一
人
称
の
語
り
か
ら
三
人
称
の

語
り
へ
の
一
方
向
的
な
ス
イ
ッ
チ
し
か
見
て
取
れ
な
い
の
が
、
当
時
の
連

載
形
式
に
戻
し
て
前
後
を
確
認
す
る
と
、
一
人
称
の
語
り
か
ら
三
人
称
の

語
り
へ
、
そ
し
て
も
う
一
度
一
人
称
の
語
り
へ
と
い
う
円
環
が
成
立
し
、

猥
雑
な
音
に
満
ち
た
『
骨
董
屋
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
世
界
は
、
実
際
に
は

ハ
ン
フ
リ
ー
親
方
に
よ
る
静
か
な
物
語
ク
ラ
ブ
内
部
で
語
ら
れ
た
一
挿
話

に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
て
静
け
さ
か
ら
大
音
量
へ
と
い
う

ス
イ
ッ
チ
ン
グ
は
、
再
び
静
け
さ
の
中
に
回
収
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
連
載
形
式
に
戻
し
て
み
る
と
、
両
作
品
の

内
部
で
同
一
の
語
り
手
の
シ
ル
エ
ッ
ト
が
大
き
く
食
い
違
っ
て
い
る
こ
と

図版③ 「ハンフリーの若き日の姿とされる独身紳士」（第 34 章、フィズの挿絵）
第二節の図版②で示される小柄で身体の不自由な老人像とはあまりに対照的な
シルエットである点に注意。
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音の海を逃れて

が
わ
か
る
。
ま
ず
『
ハ
ン
フ
リ
ー
』
の
語
り
手
は
自
ら
を
「
身
体
の
自
由

が
き
か
な
い
年
寄
り
」
と
表
現
し
、
そ
の
イ
ラ
ス
ト
も
当
然
、
杖
を
片
手

に
腰
を
ま
げ
た
老
人
の
姿
で
描
き
出
さ
れ
る
（
第
一
章
）。
そ
の
後
『
骨

董
屋
』
の
連
載
が
始
ま
っ
て
も
、最
初
の
三
章
で
挿
入
さ
れ
る
「
語
り
手
」

（
ハ
ン
フ
リ
ー
親
方
）
の
姿
は
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
小
柄
で
虚
弱
な
老

人
の
姿
（
図
版
②
）
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。
し
か
し
連
載
終
了
後
の
雑

誌
第
四
五
号
に
再
登
場
し
た
ハ
ン
フ
リ
ー
親
方
は
、
物
語
ク
ラ
ブ
の
仲
間

た
ち
に
向
か
っ
て
極
め
て
奇
妙
な
告
白
を
す
る
。
自
分
の
ロ
ン
ド
ン
の
夜

歩
き
や
ネ
ル
と
の
偶
然
の
出
会
い
は
、「
物
語
進
行
の
便
を
は
か
る
た
め
」

に
作
り
上
げ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
ず
、
実
の
と
こ
ろ
自
分
は
「
ネ
ル

の
お
じ
い
さ
ん
の
弟
の
独
身
紳
士
」
な
の
だ
、と
打
ち
あ
け
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
告
白
に
基
づ
い
て
、
ハ
ン
フ
リ
ー
親
方
の
若
き
日
の
姿

で
あ
る
「
独
身
紳
士
」
の
絵
姿
（
図
版
③
）
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
椅
子

に
腰
か
け
た
ま
ま
で
も
デ
ィ
ッ
ク
と
同
じ
く
ら
い
の
背
丈
が
あ
る
彼
は
、

大
汗
を
か
き
な
が
ら
シ
ョ
ー
ル
を
外
そ
う
と
す
る
赤
ら
顔
の
紳
士
と
し
て

描
か
れ
る
。
こ
の
姿
の
未
来
像
と
し
て
、「
虚
弱
で
」「
小
柄
な
」「
や
せ

細
っ
た
」
老
人
の
姿
を
描
く
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
う
え
、
ド
シ
ン
ド
シ

ン
と
音
を
立
て
な
が
ら
荷
物
を
運
び
あ
げ
、
大
イ
ビ
キ
を
か
い
て
寝
て
し

ま
う
独
身
紳
士
の
騒
が
し
さ
と
、
常
に
静
か
な
ハ
ン
フ
リ
ー
親
方
の
た
た

ず
ま
い
と
は
、
全
く
相
容
れ
な
い
も
の
に
思
わ
れ
る
。
加
え
て
決
定
的
な

の
は
、ハ
ン
フ
リ
ー
親
方
自
身
、こ
の
奇
妙
な
告
白
よ
り
よ
ほ
ど
前
の
『
ハ

ン
フ
リ
ー
』
冒
頭
で
、「
自
分
は
小
さ
な
こ
ろ
か
ら
ず
っ
と
」
身
体
が
不

自
由
で
臆
病
な
気
質
だ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
（
第
一
章
）。

つ
ま
り
二
つ
の
作
品
中
で
、
同
一
で
あ
る
は
ず
の
語
り
手
の
シ
ル
エ
ッ
ト

は
常
に
ぶ
れ
続
け
て
単
一
の
像
を
結
ば
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
両
作
品
を
雑
誌
媒
体
で
読
ん
だ
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
、

こ
の
シ
ル
エ
ッ
ト
の
矛
盾
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
般
に
読
者
と
は
、
物
語
を
読
み
始
め
る
に
あ
た
っ
て
ま
ず
は
語
り
手
の

声
と
出
会
い
、
そ
こ
に
自
分
の
声
を
重
ね
あ
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
読
み
進

ん
で
い
く
も
の
だ
ろ
う
。
あ
ま
ね
く
読
書
体
験
と
は
、〈
ど
の
よ
う
な
語

り
手
が
〉〈
ど
の
よ
う
な
格
好
で
〉〈
ど
の
よ
う
な
声
で
も
っ
て
〉
そ
の

物
語
を
語
っ
て
い
る
の
か
を
、
読
み
進
め
な
が
ら
探
り
続
け
、
自
分
な
り

に
そ
の
答
え
を
見
つ
け
て
正
し
い
音
で
（
た
と
え
そ
れ
が
黙
読
作
業
で
あ

ろ
う
と
も
、
心
の
中
で
）
再
生
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い

か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、『
ハ
ン
フ
リ
ー
』
と
『
骨
董
屋
』

に
お
い
て
、
語
り
手
の
像
が
最
終
的
に
一
つ
の
像
を
結
ば
な
い
と
い
う
こ

と
は
、「
声
」の
主
の
姿
を
ず
ら
し
続
け
て
そ
の
音
の
ト
ー
ン
を
混
乱
さ
せ
、

読
み
手
に
よ
る
正
し
い
再
生
の
試
み
を
無
効
化
す
る
こ
と
に
も
等
し
い
。

　
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
に
お
け
る
音
読
の
重
要
性
を
勘
案
す
れ
ば
、〈
声
〉

の
矛
盾
か
ら
生
じ
る
読
み
手
の
戸
惑
い
は
、一
層
際
立
っ
た
も
の
に
な
る
。

当
時
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
作
品
が
、
分
冊
形
式
ま
た
は
雑
誌
連
載
形
式
で
出
版

さ
れ
る
た
び
に
、
音
読
に
よ
っ
て
消
費
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実

で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
盲
の
洗
濯
女
が
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
「
大
フ
ァ
ン
」
を

自
認
し
た
、と
い
う
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
裏
に
は
、他
者
の
音
読
に
よ
っ

て
彼
の
作
品
を
読
み
解
い
て
い
た
と
い
う
事
情
（Johnson 1.2.4

）
が

あ
る
し
、
ま
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
中
産
階
級
家
庭
に
お
い
て
一
般
的
で

あ
っ
た〈
炉
端
の
読
書
〉も
同
様
に
、家
父
長
が
読
み
あ
げ
る
声
に
よ
っ
て
、

家
族
が
そ
の
内
容
を
読
む
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
当
時
の
読
者
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た
ち
は
、
他
の
ど
ん
な
時
代
の
読
者
た
ち
に
も
劣
ら
ず
、
語
り
手
の
正
し

い
「
声
」
の
ト
ー
ン
を
探
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
品
の
随
所
か
ら
拾
い

上
げ
つ
つ
自
分
な
り
の
〈
再
生
〉
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
興
味
深
い

の
は
、
こ
う
し
た
読
書
習
慣
と
先
ほ
ど
見
た
語
り
手
の
像
の
ブ
レ
が
、
互

い
を
疎
外
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
。
な
ぜ
な
ら
、、
病
弱
な
老
人
ハ
ン

フ
リ
ー
親
方
の
「
声
」
で
も
っ
て
『
ハ
ン
フ
リ
ー
』
と
『
骨
董
屋
』
の
二

作
品
を
読
み
進
め
て
い
た
「
多
頭
の
」
読
者
た
ち
は
、
二
つ
の
物
語
を
読

み
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
自
分
の
考
え
て
い
た
「
声
」
の
ト
ー
ン
が
実
は
完

全
に
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し

て
『
ハ
ン
フ
リ
ー
』
と
『
骨
董
屋
』
は
、読
み
手
に
よ
る
〈
正
し
い
再
生
〉

の
可
能
性
を
挫
く
よ
う
に
、
語
り
手
の
声
を
ず
ら
し
、
そ
の
シ
ル
エ
ッ
ト

を
ぼ
か
し
、
最
終
的
な
声
の
出
所
や
音
を
隠
し
て
し
ま
う
。

　
こ
う
し
て
滲
ん
で
い
く
語
り
手
の
シ
ル
エ
ッ
ト
の
先
に
は
、
十
九
世
紀

の
一
般
読
者
た
ち
の
声
か
ら
遠
く
離
れ
て
、
自
分
だ
け
の
静
か
な
語
り
の

空
間
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
願
望
が
ち
ら
つ
く
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
誰
の
声
に
よ
っ
て
も
再
生
さ
れ
得
な
い
、
静
か
な
語
り
の
空

間
の
な
か
で
、『
ハ
ン
フ
リ
ー
』
と
『
骨
董
屋
』
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
一
人
の

声
に
よ
っ
て
編
ま
れ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
シ
ル
エ
ッ
ト
の
ず
れ
と
い
う

些
細
な
事
実
は
、
な
か
な
か
読
者
の
目
に
留
ま
り
づ
ら
い
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
当
時
の
読
者
が
こ
の
些
細
な
ず
れ
を
敏
感
に
察
知
し
、
語

り
手
の
声
を
単
一
化
で
き
な
い
ジ
レ
ン
マ
に
悩
ん
だ
は
ず
で
あ
る
と
か
、

ま
た
一
方
で
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
意
図
的
か
つ
計
画
的
に
、
読
者
の
声
を
自

分
の
作
品
か
ら
遠
ざ
け
る
た
め
に
シ
ル
エ
ッ
ト
の
混
乱
を
仕
掛
け
た
に
違

い
な
い
な
ど
と
結
論
づ
け
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
恣
意
的
な
批
評
の
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
だ
ろ
う
。
も
し
か
し
た
ら
、
い
や
お
そ
ら
く
、
こ
の
シ
ル
エ
ッ

ト
の
矛
盾
は
、
小
さ
な
偶
然
と
ミ
ス
の
重
な
っ
た
結
果
な
の
か
も
し
れ
な

い
。4 

そ
し
て
多
く
の
読
者
は
そ
の
矛
盾
に
気
付
か
ぬ
ま
ま
に
、
自
分
の

声
で
『
ハ
ン
フ
リ
ー
』
を
、『
骨
董
屋
』
を
、
再
生
し
て
し
ま
う
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
最
終
的
に
確
か
な
の
は
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
は
食

い
違
っ
た
語
り
手
の
像
を
提
示
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
未
完
成
さ
と
不

完
全
な
構
造
の
な
か
に
、
語
り
手
の
本
当
の
姿
を
隠
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
だ
。
シ
ル
エ
ッ
ト
の
矛
盾
や
、
語
り
の
声
の
ぶ
れ
に
気
が
付
い
た
読

者
は
、意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、正
し
い
再
生
の
可
能
性
を
探
っ

て
は
、
ネ
ル
と
ト
レ
ン
ト
氏
の
旅
路
を
な
ぞ
る
よ
う
に
、
二
つ
の
テ
ク
ス

ト
の
内
部
を
何
度
も
何
度
も
彷
徨
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
二

つ
の
テ
ク
ス
ト
を
脱
稿
し
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
ど
ん
な
音
に
囲
ま
れ
て
そ

の
後
の
テ
ク
ス
ト
を
編
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
新
大
陸
で
の
経
験

と
『
ア
メ
リ
カ
紀
行
』
を
概
観
し
な
が
ら
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
そ
の
テ
ク
ス

ト
内
に
描
い
た
「
読
者
」
の
姿
を
、「
多
頭
の
怪
物
」
と
引
き
比
べ
て
い

き
た
い
。

　
第
四
節
　「
そ
の
話
は
も
う
や
め
ろ
よ
、
チ
ャ
ー
リ
ー
」

　
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
『
骨
董
屋
』
を
執
筆
し
た
一
八
四
〇
年
代
、
イ
ギ
リ
ス

の
書
籍
、
特
に
イ
ギ
リ
ス
小
説
は
、
世
界
各
地
で
流
行
の
最
先
端
と
し
て

も
て
は
や
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に
ア
メ
リ
カ
は
先
頭
を
切
っ
て
そ
の

流
行
を
追
っ
た
。『
骨
董
屋
』
も
ま
た
、
連
載
の
発
売
ご
と
に
時
を
置
か

ず
に
新
大
陸
へ
と
送
ら
れ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
波
止
場
に
押
し
寄
せ
た
読
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音の海を逃れて

者
た
ち
が
、
最
新
号
を
積
ん
だ
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
船
に
向
か
っ
て
、「
ネ

ル
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
？
」
と
叫
ぶ
ほ
ど
の
人
気
を
博
し
た
。5 

し

か
し
皮
肉
に
も
こ
の
流
行
は
、
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
内
在
的
な
価
値
に
よ
る

も
の
と
ば
か
り
も
言
え
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
深
刻
な
不
況
に
あ
え
い
で
い

た
ア
メ
リ
カ
が
、
翻
訳
の
手
間
と
金
を
か
け
る
こ
と
な
く
、
手
軽
に
利
益

を
あ
げ
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
利
点
に
目
を
つ
け
た
、
と
言
う
ほ
う
が

近
い
だ
ろ
う
。
一
八
四
〇
年
代
初
頭
、
ア
メ
リ
カ
は
い
ま
だ
一
七
九
〇
年

の
「
連
邦
法
」
が
定
め
た
範
囲
で
し
か
著
作
権
を
認
め
て
お
ら
ず
、
国
内

作
品
だ
け
を
保
護
し
て
、
海
外
作
品
の
権
利
を
完
全
に
無
視
す
る
と
い
う

不
均
衡
状
態
が
続
い
て
い
た
。
国
内
の
作
家
や
作
品
数
が
限
ら
れ
、
自
国

の
作
品
を
海
外
に
輸
出
す
る
よ
り
も
、
海
外
、
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス
の
作

品
を
輸
入
す
る
ベ
ク
ト
ル
が
圧
倒
的
に
大
き
か
っ
た
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に

お
い
て
、
出
版
関
係
者
や
印
刷
業
関
係
者
た
ち
は
、
国
際
著
作
権
制
定
の

メ
リ
ッ
ト
を
ほ
と
ん
ど
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（H

outchens 22

）。

事
実
、
ア
メ
リ
カ
は
一
セ
ン
ト
も
払
う
こ
と
な
く
、
大
量
に
イ
ギ
リ
ス
の

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
輸
入
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
よ
り
も
安
価
で
大
量
の
部
数

を
売
り
さ
ば
く
市
場
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。6

　
し
た
が
っ
て
、『
骨
董
屋
』
と
次
作
『
バ
ー
ナ
ビ
ー
・
ラ
ッ
ジ
』
を
書

き
あ
げ
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
新
大
陸
に
渡
り
、
国
際
著
作
権
制
定
の
重
要
性

を
説
い
た
こ
と
は
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。
巷
の
雑
踏
を
避
け
、
そ
の
姿
と

声
の
輪
郭
を
ず
ら
し
続
け
た
語
り
手
ハ
ン
フ
リ
ー
親
方
の
ペ
ル
ソ
ナ
を
捨

て
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
自
ら
の
姿
を
晒
し
、
そ
の
声
を
あ
げ
て
新
大
陸
の

読
者
に
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る
。ボ
ス
ト
ン
と
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
、ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
な
ど
で
立
て
続
け
に
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
イ
ギ

リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
間
の
著
作
権
の
不
均
衡
を
説
明
す
る
た
め
に
、
ウ
ォ

ル
タ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
に
言
及
し
、
彼
が
自
分
の
作
品
に
対
し
て
正
当
な
利

益
を
受
け
取
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
破
産
し
て
み
じ
め
な
死
に
目
を
迎
え
る

こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
（Speeches 25

）。
ま
た
、
イ

ギ
リ
ス
側
が
一
八
四
二
年
の
著
作
権
法
に
よ
っ
て
国
内
外
の
作
品
の
著
作

権
を
き
ち
ん
と
保
護
し
て
い
る
点
に
触
れ
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
側
も
同
じ

責
務
を
果
た
す
よ
う
に
、
と
訴
え
て
い
る
（Speeches 27

）。

　
し
か
し
、「
公
平
性
」
や
「
正
義
」
を
振
り
か
ざ
せ
ば
、
必
ず
や
ア
メ

リ
カ
側
の
読
者
の
理
解
を
得
ら
れ
る
、
と
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
考
え
て
い
た
の

な
ら
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
「
ナ
イ
ー
ブ
」
な
考
え
だ
っ
た
（K

aplan, 
Biography 124-25

）。
ア
メ
リ
カ
の
出
版
関
係
者
た
ち
は
、
著
作
権
料

を
払
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
安
価
な
書
籍
販
売
は
、経
済
的
・

社
会
的
に
恵
ま
れ
な
い
読
者
た
ち
の
た
め
の
〈
民
主
的
な
啓
蒙
行
為
〉
で

あ
る
と
し
て
自
分
た
ち
の
行
為
を
正
当
化
し
た
。
そ
し
て
新
聞
や
定
期
刊

行
物
は
こ
ぞ
っ
て
、
こ
の
民
主
的
な
行
為
を
批
判
す
る
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
対

し
て
手
厳
し
い
反
撃
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
一
例
と
し
て『
ニ
ュ
ー
・
ワ
ー

ル
ド
』
の
二
月
一
二
日
付
け
の
記
事
を
見
て
み
よ
う
。

　
デ
ィ
ケ
ン
ズ
氏
は
い
ま
だ
お
わ
か
り
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
彼
が
我

が
国
で
か
く
も
人
口
に
膾
炙
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
と
り
も
な
お

さ
ず
、
彼
が
必
死
で
呼
び
か
け
て
い
る
類
の
法
律
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

…
…
そ
も
そ
も
国
際
著
作
権
な
ど
存
在
し
て
い
た
ら
、
読
者
た
ち
は
彼
の

名
前
さ
え
知
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。（W

ebb 65

）
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自
由
の
国
ア
メ
リ
カ
に
上
陸
直
後
、
ま
る
で
英
雄
の
よ
う
に
民
衆
た
ち
か

ら
熱
狂
的
な
歓
迎
を
受
け
て
い
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
い
つ
の
間
に
か
民
主

主
義
を
抑
圧
す
る
エ
リ
ー
ト
的
守
銭
奴
と
し
て
糾
弾
さ
れ
る
。
ま
る
で
コ

リ
オ
レ
イ
ナ
ス
が
、「
多
頭
の
怪
物
」
か
ら
高
慢
な
英
雄
と
し
て
批
判
さ

れ
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
ア
メ
リ
カ
の
群
衆
た
ち
か
ら
、
非
民
主
的

で
あ
る
と
い
う
怒
り
の
声
を
ぶ
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で

も
新
聞
の
「
声
」
は
、
不
穏
当
な
〈
暴
力
性
〉
を
、
ま
た
は
そ
の
可
能
性

を
ち
ら
つ
か
せ
る
。『
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
・
デ
イ
リ
ー
・
タ
イ
ム
ズ
』
は
、

「
デ
ィ
ケ
ン
ズ
氏
は
講
演
の
な
か
で
国
際
著
作
権
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る

け
れ
ど
も
…
…
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
点
に
関
し
て
何
の
助
言
も
必
要
と
し

て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
氏
は
、
今
後
こ
の
問
題
に
は
触
れ
な
い
ほ
う
が

賢
明
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
し
（Speeches 26

）、『
ボ
ス
ト
ン
・
モ
ー

ニ
ン
グ
・
ポ
ス
ト
』は
も
っ
と
大
胆
に「
そ
の
話
は
も
う
や
め
ろ
よ
、チ
ャ
ー

リ
ー
、
さ
も
な
い
と
お
前
を
料
理
し
ち
ま
う
ぜ
。
そ
し
た
ら
腐
っ
た
金
の

味
が
す
る
だ
ろ
う
よ
」
と
書
い
て
い
る
（Ackroyd 353
）。

　
イ
ギ
リ
ス
の
「
多
頭
」
の
読
者
た
ち
と
別
れ
、
新
大
陸
に
渡
っ
た
デ
ィ

ケ
ン
ズ
が
、
依
然
と
し
て
群
衆
的
読
者
た
ち
と
不
幸
な
「
声
」
の
応
酬
を

経
験
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
皮
肉
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
そ
れ

で
は
、
旅
行
記
『
ア
メ
リ
カ
紀
行
』
は
こ
の
「
声
」
と
「
暴
力
」
の
ね
じ

れ
を
ど
の
よ
う
に
描
き
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
十
三
章
か
ら
構
成
さ
れ
る

旅
行
記
は
、実
際
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
旅
路
を
そ
の
ま
ま
跡
付
け
る
よ
う
に
、

ボ
ス
ト
ン
、
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
、

ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
と
進
ん
で
い
く
。
一
読
し
て
ま
ず
目
に
留
ま
る
の
は
、「
国

際
著
作
権
法
」
と
い
う
語
の
抹
消
だ
ろ
う
。
本
来
の
旅
の
目
的
で
あ
っ
た

図版④「オリヴィア・キャズウェルに
ブライユ点字を教えるローラ・ブリッ
ジマン」
盲目で聾唖の少女が、自分の身体を使
って読書する姿は、全米屈指の「観光
スポット」となった。
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音の海を逃れて

は
ず
の
「
著
作
権
」
と
い
う
言
葉
が
、
旅
行
記
か
ら
完
全
に
消
さ
れ
て
い

る
と
い
う
奇
妙
な
矛
盾
は
当
然
、
発
表
当
時
か
ら
批
評
の
標
的
と
な
り
、

一
八
四
三
年
の
『
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
・
レ
ヴ
ュ
ー
』
誌
や
、
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ー

ス
タ
ー
の
伝
記
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
。そ
し
て
そ
れ
以
来
、ウ
ェ
ル
シ
ュ

ら
現
代
の
批
評
家
に
至
る
ま
で
、
こ
の
矛
盾
は
ナ
イ
ー
ブ
な
期
待
を
胸
に

新
大
陸
に
渡
り
、
ひ
ど
い
幻
滅
を
味
わ
さ
れ
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
、
ト
ラ
ウ

マ
的
記
憶
を
言
語
化
で
き
な
か
っ
た
が
た
め
の
沈
黙
と
し
て
読
み
解
か
れ

て
き
た
（W

elsh 36-37; Joseph 260-61

）。

　
し
か
し
こ
う
し
た
批
評
史
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
「
沈
黙
」
に
は
注
意
を

払
っ
て
も
、
そ
の
空
白
部
分
に
代
わ
り
に
書
き
こ
ま
れ
た
も
の
に
対
し
て

は
光
を
当
て
て
こ
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
不
満

の
声
を
上
げ
た
実
際
の
ア
メ
リ
カ
読
者
た
ち
が
『
ア
メ
リ
カ
紀
行
』
か
ら

完
全
に
消
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
代
わ
り
に
導
入
さ
れ
た
読
者
た
ち
が
、

な
ぜ
か
常
に
「
静
け
さ
」
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
点
は
、
長
く
見
過
ご
さ

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ボ
ス
ト
ン
で
の
日
々
を
描
く
第
二
章
に
お
い
て
、

デ
ィ
ケ
ン
ズ
は「
パ
ー
キ
ン
ス
・
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
盲
学
校
」を
訪
れ
る
。

全
盲
の
人
々
に
読
み
書
き
を
教
え
る
た
め
に
作
ら
れ
た
こ
の
学
校
は
、
当

時
ア
メ
リ
カ
全
土
に
そ
の
名
を
と
ど
ろ
か
せ
、海
外
か
ら
の
旅
行
者
の「
観

光
地
」（Bourrier 38-39

）
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は

興
味
深
い
〈
読
者
〉
と
の
邂
逅
を
果
た
す
。
生
徒
の
一
人
「
ロ
ー
ラ
・
ブ

リ
ッ
ジ
マ
ン
」
は
、
パ
ー
キ
ン
ス
博
士
の
助
け
で
全
盲
・
聾
唖
の
障
害
を

乗
り
越
え
、
暗タ

ブ

ラ
・
ラ

サ

黒
状
態
か
ら
知
識
の
泉
の
明
る
い
光
を
浴
び
た
人
物
と
し

て
持
て
は
や
さ
れ
て
い
た
（
図
版
④
）。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
も
も
ち
ろ
ん
、
ア

メ
リ
カ
的
啓
蒙
事
業
の
輝
か
し
い
金
字
塔
た
る
彼
女
を
見
物
し
、そ
の〈
読

む
〉
姿
に
感
銘
を
受
け
て
い
る
。
彼
女
は
指
の
動
き
で
一
文
字
一
文
字
自

分
の
意
思
を
伝
え
、
そ
れ
を
相
手
に
読
み
取
っ
て
も
ら
う
一
方
で
、
相
手

の
手
に
触
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
文
字
を
正
確
に
読
み
取
っ
て
い
く
。
こ
う

し
た
読
み
書
き
が
、
著
作
権
を
侵
す
ア
メ
リ
カ
の
一
般
読
者
た
ち
の
そ
れ

と
、著
し
い
対
照
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
全
盲
の
少
女
は
、

常
に
目
の
前
の
人
物
の
手
に
よ
っ
て
再
生
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
、
全
神
経

を
集
中
し
て
読
み
取
る
必
要
が
あ
る
。多
大
な
労
力
を
要
す
る
彼
女
の〈
読

書
〉
は
、
大
量
か
つ
安
価
に
生
産
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
手
軽
に
買
い
求
め

て
は
読
み
あ
さ
る
読
者
た
ち
の
そ
れ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
に
お
い
て
対
極

に
位
置
す
る
。
実
際
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、「
目
も
見
え
耳
も
聞
こ
え
る
」
ア

メ
リ
カ
の
読
者
た
ち
が
、
こ
の
「
声
な
き
」
少
女
の
真
摯
な
姿
か
ら
「
健

全
な
気
持
ち
の
在
り
方
や
穏
や
か
な
満
ち
足
り
た
心
」
を
学
ぶ
よ
う
に
、

と
説
い
て
い
る
（
第
二
章
）。

　
第
三
章
以
降
も
、
同
じ
く
静
か
な
読
者
の
姿
が
前
景
化
さ
れ
る
。
ボ
ス

ト
ン
近
郊
の
ロ
ー
ウ
ェ
ル
に
あ
る
工
場
を
見
学
に
訪
れ
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ

は
、
そ
こ
で
働
く
少
女
た
ち
が
自
前
の
機
関
誌
を
発
行
し
て
い
る
事
実
に

驚
嘆
す
る
。
他
人
の
書
い
た
作
品
の
権
利
や
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る
こ

と
な
く
、
静
か
で
小
さ
な
サ
ー
ク
ル
を
形
成
し
、
自
給
自
足
的
に
作
品
を

生
産
・
消
費
す
る
ス
タ
イ
ル
は
、
ど
こ
か
で
『
ハ
ン
フ
リ
ー
』
の
物
語
ク

ラ
ブ
に
似
通
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
第
六
章
で
は
、
さ
ら
に

象
徴
的
な
読
者
の
姿
が
描
き
出
さ
れ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
と
あ
る
刑
務

所
を
訪
れ
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
そ
の
独
房
の
一
つ
で
、
囚
人
が
何
か
を
読

ん
で
い
る
と
こ
ろ
を
目
撃
す
る
。
そ
の
囚
人
は
、
自
分
が
見
学
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
む
っ
と
し
て
肩
を
そ
び
や
か
す
も
の
の
、
す
ぐ
に
本
の
頁
に
目
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を
落
と
す
。
こ
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
も
、
読
者
の
姿
は
、
監
督
者
の
厳
し

い
監
視
の
も
と
に
置
か
れ
、
作
家
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
視
線
に
対
す
る
受
動
性

を
貫
い
て
い
る
。
つ
ま
り
『
ア
メ
リ
カ
紀
行
』
の
テ
ク
ス
ト
世
界
で
存
在

を
許
さ
れ
る
読
者
た
ち
は
み
な
、
社
会
的
に
も
階
級
的
に
も
弱
い
立
場
に

立
た
さ
れ
、
そ
の
読
書
行
為
は
常
に
他
者
の
監
視
に
晒
さ
れ
、
物
理
的
ハ

ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
背
負
っ
た
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
不
自
由

な
読
者
た
ち
が
す
べ
て
、
ボ
ス
ト
ン
、
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
等
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
国
際
著
作
権
法
の
必
要
性
を
熱
く
説
い
た
地
に
配

置
さ
れ
て
い
る
点
も
、
非
常
に
示
唆
的
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。『
ア
メ

リ
カ
紀
行
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
世
界
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
著
作
権
の
制
定

を
訴
え
た
声
や
、
そ
の
声
に
対
す
る
読
者
か
ら
の
敵
対
的
で
暴
力
的
な
音

声
を
す
べ
て
抹
消
す
る
一
方
で
、
そ
の
空
白
を
埋
め
合
わ
せ
る
よ
う
に
、

限
定
的
な
領
域
内
で
静
謐
に
読
書
行
為
を
す
る
者
た
ち
の
姿
を
描
き
出
し

て
み
せ
る
。
ま
る
で
『
骨
董
屋
』
の
雑
然
と
し
た
音
の
世
界
を
、『
ハ
ン

フ
リ
ー
』
の
静
か
な
物
語
ク
ラ
ブ
が
包
摂
し
て
い
く
よ
う
に
、『
ア
メ
リ

カ
紀
行
』も
ま
た
、〈
静
か
に
書
い
て
静
か
に
読
み
た
い
〉と
い
う
作
家
デ
ィ

ケ
ン
ズ
の
願
望
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、「
多
頭
」
の
読
者
の
音
と
は
隔
絶

さ
れ
た
読
み
書
き
の
空
間
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

＊
　
＊
　
＊
　
＊
　
＊

　『
骨
董
屋
』
に
は
多
く
の
声
が
宿
っ
て
い
る
。
二
種
類
の
語
り
の
声
が

入
り
混
じ
り
、
都
会
の
雑
踏
と
田
舎
の
静
け
さ
が
対
比
さ
れ
、
登
場
人
物

た
ち
は
、
喉
も
裂
け
ん
ば
か
り
に
わ
め
き
散
ら
し
た
り
、
一
方
で
そ
の
声

を
怖
れ
て
彷
徨
っ
た
り
す
る
。
そ
し
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
者
の
周
り

に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
声
が
宿
っ
て
い
る
。
あ
る
者
は
大
き
な
声
で
笑
い
、

ま
た
あ
る
者
は
大
き
な
声
で
泣
く
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
を
生
み
出
し
た

作
家
は
、
ひ
た
す
ら
に
〈
静
け
さ
〉
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
「
多
頭
」
の
読
者
の
支
持
を
受
け
て
人

気
作
家
と
な
っ
た
若
き
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
、
そ
の
読
者
た
ち
の
「
声
」
に
怯

え
、
静
か
な
ほ
う
へ
静
か
な
ほ
う
へ
と
語
り
の
舵
を
切
ろ
う
と
す
る
姿
は

興
味
深
い
。
自
分
の
作
品
を
読
み
解
い
て
く
れ
る
読
者
た
ち
の
「
声
」
に

支
え
ら
れ
て
人
気
作
家
の
地
位
を
築
き
つ
つ
も
、
一
方
で
は
そ
の
「
声
」

に
宿
る
暴
力
の
可
能
性
に
怯
え
る
と
い
う
、
こ
の
両
義
性
は
そ
の
ま
ま
、

ハ
ン
フ
リ
ー
親
方
の
揺
れ
る
絵
姿
と
し
て
再
生
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
わ
れ
わ
れ
読
者
が
正
し
い
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
「
声
」
を
探
し
続
け
て

も
、
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
時
代
の
寵
児
と
し
て
の
シ
ル
エ
ッ
ト

で
あ
っ
た
り
、
時
代
を
拒
ん
で
引
き
こ
も
ろ
う
と
す
る
懐
古
的
な
老
人
の

シ
ル
エ
ッ
ト
で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
の
ず
れ
続
け
る
姿
を
な
お
も
捉
え
よ

う
と
批
評
を
試
み
る
の
は
、「
多
頭
」
の
輩
の
声
を
増
や
す
だ
け
の
行
い

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
『
骨
董
屋
』
と
『
ア
メ
リ
カ
紀

行
』
と
い
う
二
つ
の
作
品
に
は
、
ハ
ン
フ
リ
ー
親
方
の
居
間
の
よ
う
に
静

か
で
閉
鎖
的
な
環
境
の
中
で
、
静
か
に
書
い
て
静
か
に
読
ま
れ
た
い
と
願

い
つ
つ
、
そ
れ
を
許
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
ジ
レ
ン
マ

が
見
事
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
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音の海を逃れて

　
注

　
1
　
こ
の
表
現
を
取
り
上
げ
て
批
評
し
て
い
る
ガ
レ
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
は
、

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
の
一
般
読
者
層
の
爆
発
的
拡
大
に
言
及
し
、
一
般
読
者
た
ち

の
「
幾
千
の
視
線
」
に
対
す
る
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
無
意
識
の
恐
怖
を
論
じ
て
い
る
。

し
か
し
一
方
で
彼
は
、
こ
の
表
現
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
か
ら
の
引
用
で
あ
る
点

に
は
触
れ
て
い
な
い ( G

arret Stew
art, D

ear Reader: The Conscripted 
A

udience in N
ineteenth-C

entury Fiction
 [B

altim
ore: Johns 

H
opkins U

P, 1996] 7-8)

。
加
え
て
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
表
現
も
シ
ド
ニ
ー

の
『
詩
の
擁
護
』
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
複
雑
な
間
テ
ク
ス

ト
性
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、「
議
員
（Senators

）」
等
の
表
現
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
書
簡
を
書
く
際
に
念
頭
に
お
い
て
い
た
の

は
、
シ
ド
ニ
ー
で
は
な
く
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
表
現
で
あ
ろ
う
。

　
2
　
ヒ
ラ
リ
ー
・
シ
ョ
ー
は
『
骨
董
屋
』
に
お
け
る
ネ
ル
の
旅
路
を
、
若
き

作
家
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
自
ら
の
語
り
の
ス
タ
イ
ル
を
模
索
す
る
旅
路
に
な
ぞ
ら
え

て
論
じ
て
い
る
（Schor 33

）。

　
3
　
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
パ
ー
ム
バ
ー
グ
は
、
ハ
ン
フ
リ
ー
親
方
の
「
柱
時
計
」

と
い
う
事
物
が
、
十
九
世
紀
的
価
値
観
に
照
ら
し
て
極
め
て
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ

ク
」
で
「
前
世
紀
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（Palm

berg 

25

）。
こ
の
点
に
照
ら
し
て
も
、
骨
董
屋
と
い
う
空
間
を
失
っ
た
ネ
ル
と
、「
柱

時
計
」
と
い
う
語
り
の
空
間
を
失
っ
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
間
の
並
行
関
係
を
確
認

で
き
る
だ
ろ
う
。

　
4
　
こ
の
矛
盾
の
理
由
に
つ
い
て
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
・
マ
ン
デ
ヘ
ン
ク
は
、
週

刊
誌
連
載
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
追
わ
れ
続
け
た
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
、
自
分
で
作
り

上
げ
た
さ
ま
ざ
ま
な
設
定
を
う
ま
く
回
収
し
き
れ
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
い
る

（M
undehenk 655

）。
し
か
し
、シ
ル
エ
ッ
ト
混
乱
の
き
っ
か
け
が
『
骨
董
屋
』

連
載
の
終
了
後
に
あ
る
、
と
い
う
時
系
列
を
考
慮
す
る
と
、「
設
定
の
回
収
に
失

敗
し
て
シ
ル
エ
ッ
ト
が
混
乱
し
た
」
と
い
う
理
由
づ
け
は
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　
5
　
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
フ
リ
ン
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
信
憑
性
が
低
い

と
し
て
い
る
が
、
作
り
事
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
説
得
性
を
持
つ
ほ
ど
の
人
気
で

あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う ( Christopher Flynn, Am

ericans in British 
Literature, 1770-1832: A Breed Apart [A

ldershot: A
shgate, 2008] 

9)

。
　

6
　
こ
の
逆
転
現
象
の
詳
細
に
つ
い
て
はW

illiam
 St. C

lair, The 
Reading N

ation in the Rom
antic Period (C

am
bridge: C

am
bridge 

U
P, 2004) 386

を
参
照
。
さ
ら
に
別
の
批
評
家
は
、
一
八
四
三
年
に
イ
ギ

リ
ス
で
は
二
ド
ル
五
〇
セ
ン
ト
相
当
で
あ
っ
た
『
ク
リ
ス
マ
ス
・
キ
ャ
ロ

ル
』
が
、
ア
メ
リ
カ
で
は
た
っ
た
の
六
ペ
ン
ス
だ
っ
た
例
を
挙
げ
て
い
る

（Siva Vaidhyanathan, Copyrights and Copyw
rongs: The Rise of 

Intellectual Property and H
ow

 It Threatens Creativity [N
ew

 York: 

N
ew

 York U
P, 2003] 50

）。
ま
た
同
年
五
月
二
七
日
の
『
ア
シ
ニ
ー
ア
ム
』

誌
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
流
通
す
る
イ
ギ
リ
ス
文
学
作
品
は
、
オ
コ
ン
ネ
ル

の『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
回
想
碌
』（
二
五
セ
ン
ト
）、ア
ー
ノ
ル
ド
博
士
の『
歴
史
講
義
』

（
二
五
セ
ン
ト
）、
エ
リ
ス
夫
人
の
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
妻
』（
二
五
セ
ン
ト
）
な

ど
多
岐
に
渡
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い ( Anon., Athenaeum

, 813, 27 M
ay  

1843)

。


