
第 5 章『バーナビー・ラッジ』
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渡 部　智 也

　　　
「メイポール亭の馬丁、ヒュー」（第 11 章、フィズの挿絵）
照らす明かりで、この眠る男の筋骨たくましい、立派な体格が露わに
なっていた。
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第
一
節
　
究
極
の
暴
力
と
し
て
の
断
眠

　

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
そ
の

生
涯
を
通
じ
て
、
人
の
眠
り
や
夢
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
作
家
で
あ

る
。彼
の
眠
り
に
対
す
る
関
心
の
強
さ
を
示
す
も
っ
と
も
有
名
な
事
例
は
、

『
ピ
ク
ウ
ィ
ッ
ク
・
ク
ラ
ブ
』
に
登
場
す
る
太
っ
た
少
年
、
ジ
ョ
ー
の
描

写
で
あ
ろ
う
。
真
っ
昼
間
か
ら
頻
繁
に
眠
り
込
み
、
そ
の
た
び
に
主
人
に

大
目
玉
を
食
ら
っ
て
ば
か
り
の
ジ
ョ
ー
は
、
作
品
が
発
表
さ
れ
た
当
初
は

単
な
る
滑
稽
な
登
場
人
物
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
か

ら
お
よ
そ
一
世
紀
後
の
一
九
五
六
年
、
Ｃ
・
シ
ド
ニ
ー
・
バ
ー
ウ
ェ
ル
ら

の
医
学
研
究
に
よ
り
、
こ
の
少
年
の
描
写
が
、
実
は
睡
眠
時
無
呼
吸
性
症

候
群
（Pickw

ickian Syndrom
e

）
と
呼
ば
れ
る
一
つ
の
睡
眠
障
害
の

描
写
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。1

確
か
に
、
ジ
ョ
ウ
ア
ン
・
ア
イ

ゼ
ル
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ジ
ョ
ー
の
描
写
の
医
学
的
解
釈
に
関
し

て
は
諸
説
あ
り
、
実
際
に
は
ど
の
睡
眠
障
害
な
の
か
と
い
う
問
題
は
研
究

者
に
よ
っ
て
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
（Eysell 77-8
）。
と

は
い
え
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
、
医
学
的
な
研
究
が
な
さ
れ
る
お
よ
そ
一
世
紀

も
前
の
段
階
で
、
何
ら
か
の
睡
眠
障
害
の
存
在
に
気
づ
い
て
い
た
と
い
う

点
で
は
研
究
者
の
意
見
は
一
致
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
彼
が
小
説
家
と
し

て
ご
く
初
期
の
段
階
か
ら
す
で
に
人
の
睡
眠
と
い
う
も
の
に
非
常
に
強
い

関
心
を
寄
せ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ジ
ョ
ン
・
コ
ズ
ネ
ッ

ト
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
他
に
も
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
眠
り
や
睡
眠
障
害
を
そ

の
作
品
中
に
描
い
て
い
る
と
論
じ
る
と
と
も
に
、
彼
が
眠
り
に
関
心
を

持
っ
た
の
は
自
身
の
不
眠
が
き
っ
か
け
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る（Cosnett 

200

）。
こ
の
解
釈
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
同
時
に

重
要
な
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
眠
り
と

同
じ
、
も
し
く
は
そ
れ
以
上
に
、
眠
り
の
な
い
状
態

0

0

0

0

0

0

0

、
不
眠
や
断
眠
に
対

し
て
も
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

実
際
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
ジ
ョ
ー
を
筆
頭
と
し
て
、
特
徴
的
な
眠
り
を
得
る

人
物
を
生
み
出
す
一
方
で
、
た
と
え
ば
『
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
イ
ス
ト
』

に
登
場
す
る
悪
漢
サ
イ
ク
ス
や
、『
骨
董
屋
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
、
ネ
ル
な
ど
、

何
ら
か
の
事
情
で
眠
り
を
奪
わ
れ
る
人
物
を
も
多
数
描
い
て
い
る
。
こ
れ

は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
眠
り
と
同
様
、
眠
り
の
な
い
状
態
に
対
し
て
も
注
意

を
向
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
如
実
に
示
す
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
、人
は
な
ぜ
眠
る
の
だ
ろ
う
か
？　

二
十
一
世
紀
の
今
な
お
、

決
定
的
な
答
え
の
わ
か
ら
ぬ
難
問
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
を
解
き
明

か
す
た
め
に
、
研
究
者
た
ち
は
逆
に
、〈
眠
り
を
奪
う
と
ど
う
な
る
か
？
〉

と
い
う
研
究
を
行
っ
て
き
た
。
一
九
八
〇
年
代
、シ
カ
ゴ
大
学
の
ア
ラ
ン
・

レ
ヒ
ト
シ
ャ
ッ
ヘ
ン
ら
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
画
期

的
な
研
究
成
果
を
公
表
し
た
。
彼
ら
は
ラ
ッ
ト
を
用
い
た
〈
断
眠
実
験
〉

を
行
い
、
生
物
は
眠
り
を
奪
わ
れ
る
こ
と
で
最
終
的
に
は
死
に
至
る
と
い

う
こ
と
を
実
証
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。2

つ
ま
り
生
物
に
と
っ
て
そ
の
生

命
を
維
持
す
る
上
で
、
睡
眠
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
証
明

さ
れ
る
と
と
も
に
、
生
物
の
眠
り
を
奪
う
と
い
う
断
眠
行
為
は
、
そ
の
生

物
の
命
を
奪
う
こ
と
に
繋
が
る
と
い
う
点
で
、
究
極
の
暴
力
行
為
と
呼
び

得
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

医
学
的
な
実
証
が
な
さ
れ
た
の
は
二
十
世
紀
の
後
半
で
あ
っ
た
が
、
こ
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の
考
え
方
そ
の
も
の
は
、
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ

が
生
き
た
十
九
世
紀
に
お
い
て
も
、
医
学
的
見
地
か
ら
、
眠
り
の
重
要
性

と
眠
り
を
失
う
こ
と
の
危
険
性
を
指
摘
す
る
声
は
存
在
し
て
い
た
。
た
と

え
ば
十
九
世
紀
を
代
表
す
る
精
神
医
学
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
シ
モ
ン
ズ
は
、

眠
り
を
「
慈
悲
深
い
状
態
（m

erciful state

）」
と
呼
び
、3

眠
り
や
夢
に

関
す
る
研
究
の
権
威
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ク
ニ
ー
シ
ュ
は
、
眠
り
こ
そ
が
「
不

老
不
死
の
霊
薬
（elixir vitae

）」
で
あ
る
と
述
べ
て
、
人
間
が
生
き
る

上
で
眠
り
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
の
主
張
を
行
っ
て
い
た
。4

そ
し
て
専

門
家
の
意
見
と
自
ら
の
経
験
と
を
踏
ま
え
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
自
身
も
ま
た
、

眠
り
は
自
分
の
頭
を
す
っ
き
り
と
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
、
言
語
を

生
み
出
す
活
力
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
、
そ
の
力
の
大
き
さ
と

重
要
性
を
認
め
て
い
る
（2 February 1851, Letters 6: 278

）。
言
葉

を
生
業
に
す
る
作
家
に
と
っ
て
、
言
語
を
生
み
出
す
こ
と
が
何
よ
り
も
重

要
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
誰
に
も
ま
し
て
眠
り
の
重

要
性
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、
眠
り
を
失
う
こ
と
に
よ
る
代
償
の
大
き
さ

を
も
認
識
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
眠
り
を

奪
う
と
い
う
断
眠
行
為
を
究
極
の
暴
力
と
捉
え
、
殺
人
に
等
し
い
も
の
と

み
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　

デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
前
期
小
説
の
眠
り
の
描
写
か
ら
は
、
彼
が
極
め
て
初
期

の
段
階
か
ら
す
で
に
、
眠
り
を
奪
う
と
い
う
行
為
を
死
を
も
た
ら
す
も
の

と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
た
と
え
ば
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
『
オ
リ

ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
イ
ス
ト
』
に
お
い
て
、
サ
イ
ク
ス
が
ナ
ン
シ
ー
殺
害
後
、

良
心
の
呵
責
と
罪
の
発
覚
に
対
す
る
恐
怖
に
よ
っ
て
眠
れ
な
く
な
り
、
死

に
至
る
様
を
描
い
て
い
る
。5
『
ニ
コ
ラ
ス
・
ニ
ク
ル
ビ
ー
』
の
ラ
ル
フ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　図版①「ネルの死」（第 71 章、ジョージ・キャタモールの挿絵）
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ま
た
、
そ
う
と
知
ら
ず
に
実
子
ス
マ
イ
ク
の
殺
害
に
関
与
し
て
い
た
こ
と

を
知
ら
さ
れ
た
後
、
眠
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
自
殺
す
る
様
が
描
か

れ
る
。
と
り
わ
け
眠
り
を
奪
わ
れ
る
描
写
が
際
立
つ
の
が
『
骨
董
屋
』
で

あ
る
。『
骨
董
屋
』
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
全
作
品
の
中
で
、
も
っ
と
も
眠
り
に

関
す
る
描
写
が
多
い
作
品
な
の
だ
が
、6

そ
の
う
ち
の
大
部
分
は
主
人
公
ネ

ル
が
眠
り
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
描
写
な
の
だ
。
ネ
ル
は
当
初
、
祖
父
の
経

営
す
る
骨
董
屋
で
ぐ
っ
す
り
と
眠
り
込
む
姿
が
描
か
れ
る
。
し
か
し
祖
父

の
破
産
と
、
彼
女
に
対
し
て
好
色
な
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
金
貸
し
ク
ウ
ィ

ル
プ
の
登
場
に
よ
っ
て
、
彼
女
の
眠
り
は
脅
か
さ
れ
始
め
る
。
彼
女
は
祖

父
と
と
も
に
骨
董
屋
を
後
に
す
る
が
、
行
く
先
々
で
出
会
う
男
性
登
場
人

物
が
彼
女
を
性
的
に
脅
か
し
（
少
な
く
と
も
彼
女
は
そ
の
よ
う
な
不
安
を

感
じ
）、
そ
の
た
び
に
彼
女
は
眠
れ
な
く
な
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
、
彼

女
は
男
性
に
よ
る
性
的
脅
威
の
存
在
し
な
い
最
果
て
の
村
に
た
ど
り
着

き
、
そ
こ
で
眠
り
に
似
た
安
ら
か
な
死
（
図
版
①
）
を
迎
え
る
の
だ
。
い

わ
ば
、
こ
の
作
品
は
〈
失
わ
れ
た
眠
り
を
求
め
る
少
女
の
旅
路
の
物
語
〉

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。7

こ
の
よ
う
に
、
登
場
人
物
が
眠
り
を

奪
わ
れ
る
と
い
う
描
写
の
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

描
写
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
眠
り
を
殺
し
た
マ
ク
ベ
ス
の
よ
う
に
、
眠

り
を
奪
わ
れ
た
登
場
人
物
が
こ
と
ご
と
く
最
終
的
に
は
死
に
至
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
不
眠
、
断
眠
は
命
に
か
か
わ
る
暴
力
で
あ
る
と
い
う
考
え

を
示
す
好
例
で
あ
ろ
う
。

　
『
骨
董
屋
』
に
続
く
長
篇
第
五
作
目
『
バ
ー
ナ
ビ
ー
・
ラ
ッ
ジ
』
も
ま
た
、

こ
の
〈
眠
り
を
奪
う
〉
と
い
う
描
写
が
多
く
見
ら
れ
る
小
説
で
あ
る
。
こ

の
作
品
で
は
眠
り
に
ま
つ
わ
る
言
及
が
全
主
要
作
品
中
二
番
目
に
多
く
な

さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、8

そ
の
う
ち
の
半
数
近
く
は
、
誰
か
が
眠
り
を
奪
わ

れ
る
と
い
う
描
写
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
作
品
の
断
眠
描
写
は
、

他
の
前
期
作
品
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ

の
描
写
か
ら
は
究
極
の
暴
力
と
し
て
の
意
味
合
い
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と

は
別
の
意
味
を
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
以
下
の
節
に
お
い

て
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
い
か
に
眠
り
と
断
眠
を
用
い
て
本
作
を
作
り
上
げ
て

い
る
か
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
本
作
の
断
眠
描
写
の
持
つ
も
う
一
つ
の

意
味
と
そ
の
役
割
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

第
二
節
　
眠
り
が
奪
わ
れ
る

　
『
バ
ー
ナ
ビ
ー
・
ラ
ッ
ジ
』
は
、
そ
の
冒
頭
場
面
か
ら
眠
り
を
印
象
づ

け
ら
れ
る
小
説
で
あ
る
。
物
語
は
そ
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
場
の
一

つ
、
メ
イ
ポ
ー
ル
亭
の
描
写
で
幕
を
開
け
る
が
、
す
で
に
こ
の
建
物
が
眠

り
の
イ
メ
ー
ジ
に
あ
ふ
れ
て
い
る
の
だ
。
ま
ず
こ
の
宿
屋
は
、
老
人
が

「
こ
っ
く
り
こ
っ
く
り
と
居
眠
り
を
す
る
」（
第
一
章
）
様
に
た
と
え
ら
れ

る
。
次
い
で
、
近
く
に
住
む
鳩
は
「
家
を
お
と
な
し
く
寝
か
し
つ
け
る
子

守
歌
の
よ
う
」
な
声
を
出
し
、
そ
の
窓
ガ
ラ
ス
は
「
小
さ
く
眠
気
を
誘
う

よ
う
」
と
描
か
れ
る
。
そ
し
て
直
後
に
登
場
す
る
宿
屋
の
主
人
、ジ
ョ
ン
・

ウ
ィ
レ
ッ
ト
は
、「
頑
固
者
で
頭
の
回
転
が
遅
い
」
の
が
特
徴
で
、
客
の

問
い
か
け
に
対
し
、「
二
、三
分
か
か
っ
て
か
ら
」
よ
う
や
く
返
答
す
る
な

ど
、
常
に
眠
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。

　

続
い
て
第
二
章
で
登
場
す
る
ロ
ン
ド
ン
の
鍵
屋
ゲ
イ
ヴ
リ
エ
ル
・

ヴ
ァ
ー
デ
ン
は
、「
暮
ら
し
向
き
が
良
く
、
良
い
眠
り
を
得
て
、
機
嫌
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が
良
く
、
健
康
も
良
好
（w

ith good living, good sleeping, good 
hum

our, and good health

）」
と
説
明
さ
れ
、
さ
ら
に
第
三
章
で
は
寝

ぼ
け
て
料
金
取
り
立
て
所
の
門
番
と
二
十
年
前
に
亡
く
な
っ
た
義
母
を
間

違
え
る
と
い
う
滑
稽
な
姿
が
描
か
れ
る
。

　

ま
た
こ
の
少
し
後
に
登
場
す
る
主
人
公
バ
ー
ナ
ビ
ー
・
ラ
ッ
ジ
も
、
自

分
の
眠
り
に
つ
い
て
長
々
と
述
べ
立
て
る
。

　
「
大
き
な
顔
が
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
ん
だ
。
お
い
ら
の
顔
の
す
ぐ
近

く
に
来
た
か
と
思
え
ば
、
一
マ
イ
ル
も
向
こ
う
へ
離
れ
て
、
お
い
ら
に
ゃ

お
か
ま
い
な
し
に
、
低
い
と
こ
ろ
を
這
っ
て
通
り
抜
け
た
り
、
高
い
教
会

の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
お
っ
こ
ち
た
り
、
変
な
生
き
物
が
押
し
く
ら
ま
ん
じ
ゅ

う
し
な
が
ら
、
ベ
ッ
ド
の
上
に
坐
っ
て
る
、
こ
れ
が
眠
る
っ
て
も
ん
だ
ろ

う
？
」（
第
六
章
）

悪
夢
と
言
っ
て
も
良
い
よ
う
な
不
気
味
な
眠
り
の
描
写
は
、
読
者
の
心
に

強
く
残
る
。

　

さ
ら
に
、
メ
イ
ポ
ー
ル
亭
の
馬
丁
ヒ
ュ
ー
ま
で
も
初
登
場
時
は
眠
っ
て

い
る
。
彼
は
「
あ
ま
り
に
も
ぐ
っ
す
り
と
眠
り
込
ん
で
し
ま
う
た
め
、
耳

に
大
砲
の
玉
を
打
ち
込
ん
で
も
目
覚
め
や
し
な
い
」（
第
一
〇
章
）
と
紹

介
さ
れ
、
続
く
章
で
も
大
胆
に
眠
る
姿
が
描
か
れ
る
。

　

照
ら
す
明
か
り
で
、
こ
の
眠
る
男
の
筋
骨
た
く
ま
し
い
、
立
派
な
体
格

が
露
わ
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
若
い
男
で
、
丈
夫
で
運
動
選
手
の
よ
う

な
体
つ
き
を
し
、
巨
人
の
よ
う
な
力
と
、
日
に
焼
け
た
顔
と
が
っ
し
り
し

た
喉
首
を
持
ち
、
真
っ
黒
な
髪
の
毛
を
伸
び
放
題
に
生
や
し
て
、
画
家
の

モ
デ
ル
に
な
り
そ
う
な
姿
を
し
て
い
た
。
そ
し
て
、（
中
略
）
自
分
が
着
て

い
る
服
と
同
じ
く
ら
い
無
頓
着
な
格
好
で
眠
っ
て
い
た
。
こ
の
男
の
姿
全

体
か
ら
感
じ
ら
れ
る
い
い
加
減
さ
、
乱
雑
さ
は
、
彼
の
む
っ
つ
り
し
た
獰

猛
な
容
貌
と
相
ま
っ
て
、
一
見
に
値
す
る
光
景
を
作
り
出
し
て
い
た
。（
第

一
一
章
）

フ
ィ
ズ
の
挿
絵
（
本
稿
の
扉
絵
参
照
）
も
あ
っ
て
、
こ
の
眠
る
ヒ
ュ
ー
の

姿
は
読
者
に
非
常
に
強
い
印
象
を
与
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
立
て
続
け
に

登
場
人
物
の
眠
り
に
ま
つ
わ
る
強
烈
な
描
写
が
現
れ
る
た
め
、
読
者
は
人

の
眠
り
を
強
く
意
識
し
て
作
品
を
読
む
こ
と
と
な
る
。

　

し
か
も
、
眠
り
へ
の
言
及
は
単
に
数
が
多
い
だ
け
で
は
な
い
。
登
場
人

物
の
性
格
や
性
質
を
よ
く
表
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
読
者

の
記
憶
に
残
る
。
た
と
え
ば
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
レ
ッ
ト
の
場
合
、息
子
ジ
ョ
ー

を
い
つ
ま
で
も
「
小リ

ト

ル

・

ボ

ー

イ

さ
な
男
の
子
」（
第
一
章
）
と
み
な
し
、
そ
の
成
長

を
理
解
し
な
い
な
ど
、
変
化
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
こ
と
が
主
要
な
性
質

と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
姿
勢
が
彼
の
睡
眠
癖
に
現
れ
て

い
る
。
彼
は
ふ
ら
ふ
ら
と
動
き
回
る
こ
と
を
軽
蔑
し
、
目
に
す
る
の
も
嫌

だ
っ
た
た
め
、「
駅
馬
車
が
立
ち
寄
る
時
間
に
は
、
い
つ
も
眠
る
こ
と
に

し
て
い
た
」（
第
二
五
章
）。
齋
藤
九
一
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
頑

迷
で
頭
の
回
転
が
遅
く
、
息
子
ジ
ョ
ー
の
成
長
を
ま
っ
た
く
認
め
よ
う
と

し
な
い
と
い
う
ウ
ィ
レ
ッ
ト
の
姿
は
、
こ
の
動
き
回
る
も
の
、
変
化
を
象

徴
す
る
駅
馬
車
を
、
眠
る
こ
と
で
無
視
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
通
じ
て
お

り
、
彼
の
性
質
が
そ
の
眠
り
の
描
写
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
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眠りを殺す

（
齋
藤 

一
七
）。

　

一
方
、
ヴ
ァ
ー
デ
ン
に
ま
つ
わ
る
眠
り
の
描
写
は
、
彼
の
善
良
で
陽
気

な
特
質
を
よ
く
表
し
、
両
者
を
強
調
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
恐
妻
家
の
彼

は
、
帰
宅
が
遅
く
な
っ
た
と
き
、
妻
マ
ー
サ
が
眠
っ
て
い
る
と
知
ら
さ
れ

る
や
、「
そ
れ
は
良
か
っ
た
。
眠
り
は
神
様
の
お
恵
み
だ
よ
。
間
違
い
な

い
！
」（
第
四
章
）
と
述
べ
、
大
げ
さ
に
喜
び
を
表
す
。
ま
た
、
妻
に
居

眠
り
を
邪
魔
さ
れ
た
直
後
で
も
、「
お
そ
ら
く
彼
の
心
温
か
な
性
質
ゆ
え

に
、中
断
前
と
変
わ
ら
ず
心
地
よ
く
」（
第
七
章
）
眠
り
を
得
る
。
さ
ら
に
、

陽
気
に
働
く
彼
の
側
に
坐
る
猫
は
、「
あ
ま
り
に
気
持
ち
良
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
た
め
、
眠
り
込
ん
で
し
ま
う
」（
第
四
一
章
）
の
で
あ
る
。

　

バ
ー
ナ
ビ
ー
の
不
気
味
な
眠
り
は
、
そ
の
奇
妙
な
言
動
と
相
ま
っ
て
彼

が
白
痴
で
あ
る
こ
と
を
表
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
彼
が
白

痴
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
原
因
が
、
父
ラ
ッ
ジ
の
〈
人
を
殺
し
た
罪
〉
で

あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
何
か
に
取
り
憑
か
れ
て
い
る
眠
り
は
、
父
の
罪

を
少
な
か
ら
ず
反
映
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

一
方
、
ヒ
ュ
ー
の
眠
る
姿
に
は
豪
快
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
原
英
一
氏
も

論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
一
種
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る

（
原 

一
四
三
）。
し
か
も
そ
れ
は
危
険
な
力
で
あ
る
。
眠
る
ヒ
ュ
ー
を
見

た
常
連
客
の
一
人
、
フ
ィ
ル
・
パ
ー
ク
ス
は
、「
ヒ
ュ
ー
の
奴
、
今
晩
は

い
つ
も
以
上
に
密
猟
の
悪
党
み
た
い
な
格
好
だ
な
」（
第
一
一
章
）
と
感

想
を
述
べ
て
い
る
。
普
段
以
上
に
悪
党
に
見
え
る
と
い
う
そ
の
眠
る
姿
か

ら
は
、
言
い
よ
う
も
な
く
人
を
不
安
に
さ
せ
る
力
を
感
じ
る
。
こ
の
場
面

に
限
ら
ず
、
ヒ
ュ
ー
は
特
に
眠
る
姿
が
頻
繁
に
描
か
れ
る
人
物
で
あ
る
。

ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
・
マ
ッ
ク
マ
ス
タ
ー
は
、
物
語
前
半
で
頻
繁
に
現
れ
る

ヒ
ュ
ー
の
眠
り
は
彼
の
獣
性
を
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
多
く
の
人
々

は
、
彼
が
「
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
る
（being roused

）」
こ
と
に
対
し
て

恐
怖
を
感
じ
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
（M

cM
aster, D

SA
 6-7

）。

実
際
、
彼
の
眠
り
か
ら
感
じ
ら
れ
る
潜
在
的
な
脅
威
は
、
暴
動
に
際
し
て

彼
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
顕
在
化
す
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
作
品
前
半
で
は
眠
り
の
描
写
が
頻
繁
に
現
れ
、
そ
れ
も

様
々
な
主
要
登
場
人
物
の
特
徴
を
表
す
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
で
、

読
者
は
否
が
応
で
も
作
品
に
対
し
て
眠
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
持
つ
こ
と

に
な
る
の
だ
。
世
界
が
眠
り
込
ん
で
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
と
言
っ

て
も
良
い
。
し
か
し
作
品
中
盤
、
暴
動
が
始
ま
る
と
、
こ
の
眠
り
の
世
界

は
崩
壊
す
る
。
ま
ず
ヴ
ァ
ー
デ
ン
の
眠
り
が
失
わ
れ
る
。
最
初
の
暴
動
の

日
、
彼
は
元
徒
弟
の
サ
イ
モ
ン
・
タ
パ
ー
テ
ィ
ッ
ト
が
暴
動
に
加
わ
っ
て

い
た
と
知
り
、夜
通
し
彼
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
る
。し
か
し
タ
パ
ー
テ
ィ
ッ

ト
の
説
得
に
失
敗
し
た
上
、
彼
に
逃
げ
ら
れ
た
ヴ
ァ
ー
デ
ン
は
、
直
後
、

妻
と
次
の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
す
。

　
　

　
「
マ
ー
サ
、さ
あ
寝
ろ
。
お
れ
は
鎧
戸
を
下
ろ
し
て
仕
事
に
取
り
か
か
る
」

　
「
こ
ん
な
に
朝
早
く
か
ら
で
す
か
！
」
夫
人
が
言
っ
た
。

　
「
そ
う
と
も
」
旦
那
は
元
気
な
声
で
言
っ
た
。「
こ
ん
な
に
朝
早
く
か
ら

さ
。
さ
あ
、
来
る
な
ら
来
や
が
れ
。
お
れ
た
ち
は
こ
そ
こ
そ
逃
げ
隠
れ
し

な
い
っ
て
と
こ
を
見
せ
て
や
る
か
ら
。
お
天
道
様
の
明
か
り
の
分
け
前
を

ち
ょ
う
だ
い
す
る
の
を
怖
が
っ
て
、
そ
い
つ
を
全
部
奴
ら
に
く
れ
て
や
る

な
ん
て
、
真
っ
平
ご
免
だ
。
さ
あ
、
い
い
夢
を
見
て
、
愉
快
に
お
や
す
み
！
」

（
第
五
一
章
）
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第 5章『バーナビー・ラッジ』（渡部智也）

誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
非
常
時
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
繰
り
返
し
妻

に
眠
り
に
つ
く
よ
う
に
と
勧
め
る
彼
の
姿
は
、
彼
の
善
良
さ
、
お
人
好
し

な
性
質
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
が
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
妻

に
眠
り
を
勧
め
る
一
方
で
、
彼
自
身
は
店
を
開
け
て
仕
事
を
始
め
よ
う
と

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
驚
い
た
妻
が
、「
こ
ん
な
に
朝
早
く
か
ら
で
す

か
！
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
会
話
が
交
わ
さ
れ
る
の
は
、
通
常

は
ま
だ
眠
っ
て
い
て
し
か
る
べ
き
時
間
な
の
だ
。
し
か
も
直
前
、
彼
ら
が

夜
通
し
タ
パ
ー
テ
ィ
ッ
ト
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
て
い
る
様
が
描
か
れ
て
お

り
、
彼
が
一
睡
も
し
て
い
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
示
唆

さ
れ
て
い
る
の
は
、
暴
動
に
よ
っ
て
彼
の
良
い
眠
り
が
奪
わ
れ
て
い
る
と

い
う
事
実
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
れ
ほ
ど
良
い
眠
り
を
享
受
す
る
様
が

描
か
れ
て
い
た
彼
で
は
あ
る
が
、
暴
動
が
収
束
す
る
ま
で
、
そ
の
眠
り
が

描
か
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。

　

続
い
て
、
メ
イ
ポ
ー
ル
亭
が
暴
徒
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
、
ウ
ィ
レ
ッ
ト

の
眠
り
が
奪
わ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
変
化
を
否
定
す
る
ウ
ィ
レ
ッ
ト
は
、
第

五
四
章
で
、
暴
動
が
起
こ
っ
て
い
る
と
動
揺
す
る
友
人
た
ち
を
無
視
し
て

い
つ
も
の
よ
う
に
昼
寝
を
取
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
こ
の
後
、
彼
方
か

ら
や
っ
て
く
る
暴
徒
の
集
団
に
気
づ
き
、
作
品
中
で
初
め
て
大
き
な
狼
狽

を
見
せ
て
狂
っ
た
よ
う
な
叫
び
声
を
あ
げ
る
。
彼
の
穏
や
か
な
停
滞
の
眠

り
は
突
如
と
し
て
奪
い
さ
ら
わ
れ
、
暴
動
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
恐
ろ

し
い
現
実
、
メ
イ
ポ
ー
ル
が
襲
わ
れ
て
い
る
と
い
う
現
実
、
さ
ら
に
は
世

の
中
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
現
実
に
無
理
矢
理
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

確
か
に
ヴ
ァ
ー
デ
ン
に
せ
よ
ウ
ィ
レ
ッ
ト
に
せ
よ
、
眠
り
の
略
奪
は
あ

　
　
　
　
　

図版②「ニューゲイト監獄の襲撃」（1780 年 6 月 6 日、制作者未詳）
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眠りを殺す

く
ま
で
示
唆
的
な
形
で
描
か
れ
、
直
接
的
に
「
眠
り
が
奪
わ
れ
た
」
と
書

か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
事
実
は
多
く
の
一

般
市
民
の
眠
り
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
描
写
の
登
場
で
、
よ
り
は
っ
き
り
と

読
者
に
伝
え
ら
れ
る
。
暴
動
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
も
言
え
る
、
ニ
ュ
ー

ゲ
イ
ト
監
獄
襲
撃
（
図
版
②
）
の
後
、
語
り
手
は
ロ
ン
ド
ン
の
様
子
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

一
晩
じ
ゅ
う
眠
る
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
人
々
の
顔
に
は
、
恐

怖
の
色
が
は
っ
き
り
と
表
れ
て
お
り
、
ま
た
睡
眠
不
足
（
と
い
う
の
も
、

月
曜
日
以
降
、
い
や
し
く
も
財
産
を
持
つ
人
は
誰
で
も
、
眠
り
に
つ
こ
う

な
ど
と
い
う
勇
気
が
湧
い
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
）
の
た
め
に
、
そ
の
表
情

は
非
常
に
険
悪
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
事
情
を
知
ら
な
い
人
が
通

り
に
や
っ
て
き
た
ら
、
ペ
ス
ト
か
何
か
、
命
に
か
か
わ
る
伝
染
病
が
流
行

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。（
第
六
七
章
）

眠
り
を
失
っ
た
街
が
、
伝
染
病
の
蔓
延
し
た
通
り
に
た
と
え
ら
れ
、
悲
惨

な
状
態
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
語
り
手
は
こ
の

後
、「
安
ら
ぎ
と
静
け
さ
、
優
し
い
光
に
包
ま
れ
た
夜
は
二
度
と
再
び
地

上
を
見
下
ろ
し
て
く
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
」（
第
六
八
章
）

と
さ
え
述
べ
る
。暴
動
が
人
々
か
ら
眠
り
を
奪
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、

こ
れ
ら
の
描
写
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

暴
動
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
の
は
、
ヴ
ァ
ー
デ
ン
や
ウ
ィ
レ
ッ
ト
を
含
め

た
一
般
市
民
の
眠
り
だ
け
で
は
な
い
。
実
は
暴
徒
達
も
ま
た
、
そ
の
眠
り

を
奪
わ
れ
て
い
る
。
典
型
が
、
暴
徒
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
ヒ
ュ
ー
と
バ
ー

ナ
ビ
ー
で
あ
る
。
暴
動
初
日
、
彼
ら
は
「
ベ
ン
チ
に
横
に
な
っ
て
ぐ
っ
す

り
眠
り
込
ん
で
い
た
」（
第
五
〇
章
）。
し
か
し
、ゴ
ー
ド
ン
卿
の
秘
書
ガ
ッ

シ
ュ
フ
ォ
ー
ド
の
登
場
に
よ
っ
て
眠
り
か
ら
「
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
」、
暴

動
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る
。
そ
し
て
暴
動
の
激
化
に
伴
い
、「
彼
ら
が
ひ

ど
く
必
要
と
し
て
い
た
休
息
」（
第
六
〇
章
）
が
得
ら
れ
な
く
な
り
、
以

後
は
眠
る
姿
が
一
切
描
か
れ
な
く
な
る
。

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
も
っ
と
も
興
味
深
い
人
物
が
ガ
ッ
シ
ュ

フ
ォ
ー
ド
で
あ
る
。
彼
は
ヒ
ュ
ー
ら
暴
徒
を
巧
み
に
焚
き
つ
け
て
、
カ
ト

リ
ッ
ク
教
徒
の
屋
敷
を
焼
き
討
ち
さ
せ
る
。
そ
の
夜
、
彼
は
ひ
と
し
き
り

「
眠
り
に
つ
こ
う
と
無
駄
な
努
力
（futile efforts to go to sleep

）」（
第

五
三
章
）
を
し
た
末
に
、
屋
根
の
上
か
ら
燃
え
る
屋
敷
を
眺
め
よ
う
と
す

る
。
そ
し
て
結
局
、眠
る
姿
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ガ
ッ
シ
ュ
フ
ォ
ー

ド
の
描
写
は
、
暴
動
が
、
暴
動
を
起
こ
す
側
の
人
間
の
眠
り
も
ま
た
奪
っ

て
い
る
と
い
う
事
実
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。善
悪
の
垣
根
を
越
え
て
、

あ
ら
ゆ
る
人
々
が
眠
り
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
節
　
眠
り
を
取
り
戻
せ

　

前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
小
説
前
半
で
ま
ず
、

眠
り
を
頻
繁
に
描
く
こ
と
に
加
え
、
主
要
登
場
人
物
の
特
徴
を
そ
の
眠
り

の
描
写
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
そ
の
特
徴
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
読
者

の
目
を
眠
り
の
描
写
へ
と
引
き
つ
け
る
。
そ
の
上
で
、暴
動
が
始
ま
る
と
、

一
転
し
て
今
度
は
人
々
の
眠
り
が
奪
わ
れ
て
い
く
様
を
強
調
し
て
読
者
に

伝
え
て
い
る
。
眠
り
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
描
写
は
、
そ
れ
自
体
が
読
者
の
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注
意
を
引
く
。
し
か
し
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
た
だ
単
に
暴
動
が
眠
り
を
奪
う

様
を
描
く
の
で
は
な
く
、そ
の
前
に
人
々
が
眠
り
を
享
受
す
る
様
を
描
き
、

対
照
性
を
生
み
出
す
こ
と
で
、
暴
動
と
断
眠
の
結
び
つ
き
を
よ
り
明
確
に

し
て
い
る
。
そ
し
て
暴
動
後
の
人
々
の
描
写
に
は
、
眠
り
に
は
平
穏
を
、

断
眠
に
は
暴
動
を
充
て
る
と
い
う
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
意
図
が
よ
り
明
瞭
に
表

れ
て
い
る
。
最
初
に
非
常
に
示
唆
的
な
例
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
問
題
を

考
察
し
た
い
。

　

ニ
ュ
ー
ゲ
イ
ト
監
獄
の
崩
壊
後
、
バ
ー
ナ
ビ
ー
は
ヒ
ュ
ー
と
と
も
に
ロ

ン
ド
ン
を
脱
出
し
、
逃
げ
延
び
た
先
で
久
し
ぶ
り
に
「
ぐ
っ
す
り
と
眠
り

込
む
」（
第
六
九
章
）。
と
り
わ
け
ヒ
ュ
ー
は
、
隠
れ
家
に
た
ど
り
着
く
な

り
倒
れ
込
み
、「
ど
う
し
た
っ
て
目
覚
め
や
し
な
い
」
状
態
と
な
る
。
と

こ
ろ
が
こ
の
眠
り
が
現
れ
た
直
後
、
彼
ら
は
軍
隊
に
包
囲
さ
れ
、
逮
捕
さ

れ
る
。
護
送
さ
れ
る
ヒ
ュ
ー
は
、
少
し
前
ま
で
暴
徒
が
根
城
に
し
て
い
た

フ
リ
ー
ト
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
、
軍
隊
が
暴
徒
の
最
後
の
一
団
を
鎮
圧
し
て

い
る
の
を
目
に
し
て
、「
仲
間
に
救
い
出
さ
れ
る
と
い
う
希
望
が
潰
え
、

自
分
は
死
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
の
だ
と
悟
る
」。
そ
し
て
実
際
、
彼
ら

の
逮
捕
を
き
っ
か
け
に
、
暴
動
は
一
気
に
沈
静
化
し
て
ゆ
く
。
注
目
す
べ

き
は
、
暴
動
で
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
彼
ら
に
再
び
眠
り
が
訪
れ
た
直

後
に
暴
動
が
終
結
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
物
語
展
開
は
、
暴
動
と
断

眠
の
描
写
の
密
接
な
関
連
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

暴
動
の
終
わ
り
と
眠
り
の
復
活
の
結
び
つ
き
は
、
続
い
て
一
般
市
民
が

再
び
眠
り
を
得
る
と
い
う
描
写
が
登
場
す
る
こ
と
で
、
よ
り
明
確
化
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
。 

こ
の
暖
か
く
、
穏
や
か
な
六
月
の
夜
に
、
街
の
あ
ち
こ
ち
で
明
る
い
顔
と

晴
れ
や
か
な
心
が
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
数
日
の
恐
怖
に
よ
っ
て
失

わ
れ
て
い
た
眠
り
は
、
二
重
の
喜
び
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
た
。
そ
の
夜
、

多
く
の
家
族
は
自
分
た
ち
の
家
で
楽
し
く
過
ご
し
、
本
当
に
危
な
い
と
こ

ろ
だ
っ
た
ね
、
と
お
互
い
語
り
合
っ
た
。（
第
七
三
章
）

複
数
の
明
る
い
表
現
に
よ
っ
て
、
街
に
平
穏
が
戻
っ
て
き
た
こ
と
が
示
さ

れ
る
の
と
同
時
に
、「
眠
り
は
二
重
の
あ
り
が
た
み
を
持
っ
て
い
た
」
と

語
ら
れ
る
こ
と
で
、
平
穏
と
秩
序
の
回
復
と
眠
り
の
復
活
が
密
接
に
繋
が

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。以
降
も
、「
街
全
体
が
眠
り
に
つ
く
」

（
第
七
七
章
）
と
語
ら
れ
る
な
ど
、
街
の
描
写
か
ら
は
暴
動
期
間
中
と
の

違
い
を
は
っ
き
り
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
眠
り
を
失
っ
て
い
た
個
々
の
登
場
人
物
が
再

び
眠
る
様
を
描
く
事
で
、暴
動
期
間
中
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
描
き
出
す
。

ま
ず
全
て
が
解
決
し
た
後
、
ヴ
ァ
ー
デ
ン
は
満
足
げ
に
眠
り
込
む
。

 

そ
の
日
の
午
後
の
こ
と
、
錠
前
屋
は
眠
っ
て
疲
れ
を
取
る
と
、
髭
を
剃
り
、

顔
を
洗
い
、
服
を
着
替
え
、
頭
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
足
の
つ
ま
先
ま
で
さ
っ

ぱ
り
し
た
。（
中
略
） 

そ
し
て
小
さ
な
裏
座
敷
で
お
茶
の
席
に
つ
い
た
彼
は
、

イ
ギ
リ
ス
内
外
を
問
わ
ず
、
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
赤
ら
顔
で
、
く
つ
ろ
い

で
、
陽
気
で
、
元
気
で
、
満
足
し
き
っ
た
（rosiest, cosiest, m

erriest, 

heartiest, best-contented

）
親
父
さ
ん
と
い
う
様
子
だ
っ
た
。（
第

八
〇
章
）
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「
眠
っ
て
疲
れ
を
取
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
暴
動

に
よ
る
疲
労
を
癒
す
眠
り
が
再
び
彼
に
訪
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
眠
り

か
ら
目
覚
め
た
後
は
、
い
ず
れ
も
良
い
状
態
を
表
す
最
上
級
の
形
容
詞
が

五
つ
連
続
で
用
い
ら
れ
、
彼
の
幸
福
感
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
彼
が
こ

こ
で
得
た
眠
り
の
質
の
良
さ
も
ま
た
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
暴
徒
の
襲
来
に
よ
っ
て
現
実
に
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
た
ウ
ィ
レ
ッ

ト
は
、
メ
イ
ポ
ー
ル
亭
を
破
壊
さ
れ
た
シ
ョ
ッ
ク
の
あ
ま
り
、「
目
は
確

か
に
開
い
て
い
た
が
、
理
性
や
思
考
力
は
完
全
に
眠
っ
た
ま
ま
の
状
態
」

（
第
五
五
章
）
に
な
る
。
暴
徒
が
去
る
こ
と
で
、
比
喩
的
に
で
は
あ
る
が
、

彼
も
ま
た
眠
り
を
取
り
戻
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
も
そ
の
眠
り
は
、
現
実

を
無
視
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
フ
レ
ッ
ド
・
カ
プ
ラ
ン
は
こ
の
状

態
を
、「
自
分
を
守
る
た
め
に
一
時
的
に
自
分
を
見
失
っ
て
し
ま
う
状
態
」

（K
aplan, M

esm
erism

 146

）
と
表
現
し
、
齋
藤
氏
も
ま
た
、
ジ
ョ
ン

は
こ
こ
で
眠
り
を
利
用
し
て
、
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
身
を
守
ろ
う
と
し

て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
齋
藤 

一
七
）。
確
か
に
彼
は
柱
に
縛
り
つ
け

ら
れ
て
い
る
も
の
の
、「
ま
る
で
栄
誉
あ
る
衣
を
ま
と
っ
て
い
る
か
の
よ

う
に
、
怒
り
も
不
快
も
感
じ
て
い
な
か
っ
た
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
再

び
辛
い
現
実
を
忘
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
眠
り
は
再
び
、
彼
に
現
実

逃
避
の
場
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
後
も
彼
の
眠
り
へ
の
言
及
は

続
く
。
彼
は
息
子
ジ
ョ
ー
が
結
婚
す
る
と
聞
か
さ
れ
て
、
驚
き
の
た
め
昏

睡
状
態
に
陥
り
、「
童
話
に
出
て
来
る
百
年
前
に
眠
り
の
魔
法
を
か
け
ら

れ
た
人
物
が
、
よ
う
や
っ
と
一
年
経
っ
た
と
き
の
よ
う
に
、
と
う
て
い
目

覚
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」（
第
七
八
章
）。
最
終
的
に
彼
は
、
こ
の

状
態
か
ら
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
亡
く
な
る
こ
と
に
な
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

図版③「苦境に陥る絞首刑執行人」（第 74 章、フィズの挿絵）
本稿の扉絵の眠るヒュー同様、眠る姿は豪快そのもの。
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こ
の
よ
う
に
た
び
た
び
そ
の
精
神
状
態
が
眠
り
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
こ
と

で
、
眠
り
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
調
し
て
読
者
に
伝
え
ら
れ
る
。

　

投
獄
さ
れ
た
ヒ
ュ
ー
は
暴
動
前
と
同
様
、
図
版
③
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

形
で
頻
繁
に
眠
り
込
む
様
が
描
か
れ
る
。
ヒ
ュ
ー
の
眠
り
は
、
短
い
一
場

面
で
実
に
七
度
も
言
及
さ
れ
る
ほ
ど
強
調
さ
れ
、
同
じ
牢
に
入
れ
ら
れ
た

デ
ニ
ス
も
、「
ヒ
ュ
ー
は
あ
ま
り
に
い
つ
ま
で
も
ぐ
っ
す
り
寝
込
ん
で
い

る
の
で
、
こ
の
分
で
は
看
守
が
や
っ
て
来
る
ま
で
眠
り
続
け
る
だ
ろ
う
」

（
第
七
四
章
）
と
、
い
ぶ
か
る
。
文
字
通
り
解
釈
す
れ
ば
、
非
常
に
長
い

時
間
眠
っ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
が
、
不
自
然
な
ま
で
に
繰
り
返
さ
れ
る

彼
の
眠
り
へ
の
言
及
は
、『
骨
董
屋
』
の
終
盤
、
死
ん
だ
ネ
ル
に
つ
い
て
、

彼
女
の
祖
父
が
繰
り
返
し
「
彼
女
は
眠
っ
て
い
る
」（
第
七
一
章
）
と
述

べ
る
場
面
を
思
わ
せ
、
読
者
に
彼
が
二
度
と
目
覚
め
な
い
の
で
は
と
い
う

予
感
す
ら
抱
か
せ
る
。
そ
の
予
測
に
反
し
て
目
覚
め
た
ヒ
ュ
ー
は
、「
間

も
な
く
お
前
も
お
れ
も
一
巻
の
終
わ
り
に
な
っ
ち
ま
う
ん
だ
。（
中
略
）

こ
こ
に
い
る
間
は
食
っ
て
飲
ん
で
寝
る
こ
と
だ
け
に
し
か
、
気
を
使
わ
ね

え
よ
」（
第
七
四
章
）
と
述
べ
て
、
実
際
そ
の
後
も
頻
繁
に
眠
る
姿
が
描

か
れ
る
。

　

ま
た
バ
ー
ナ
ビ
ー
は
、
ヴ
ァ
ー
デ
ン
ら
の
嘆
願
に
よ
っ
て
恩
赦
を
受

け
て
解
放
さ
れ
、
母
の
そ
ば
で
「
深
い
眠
り
に
つ
く
（fall into a deep 

sleep

）」（
第
七
九
章
）。
こ
の
「
深
い
」
と
い
う
眠
り
の
質
を
表
す
形
容

詞
付
き
の
眠
り
は
、
実
は
彼
個
人
が
初
め
て
得
る
も
の
で
あ
り
、
前
半
の

不
気
味
な
眠
り
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
確
か
に
、
最
終
章
で
語
ら
れ

る
よ
う
に
、
彼
に
知
性
が
戻
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で

初
め
て
彼
が
良
い
眠
り
を
得
た
と
い
う
事
実
は
、
彼
が
父
親
の
罪
と
い
う

呪
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
ま
ず
ヒ
ュ
ー
ら
の
眠
り
を
用
い
て
眠
り

の
復
活
と
暴
動
の
終
結
と
を
関
連
づ
け
た
上
で
、
一
般
市
民
、
さ
ら
に
は

主
要
登
場
人
物
が
再
び
眠
り
を
取
り
戻
す
様
を
順
次
描
き
、
強
調
す
る
こ

と
で
、
読
者
に
対
し
、
再
び
世
の
中
に
眠
り
が
戻
っ
て
き
た
と
い
う
事
実

を
は
っ
き
り
と
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
四
節
　
暴
動
は
ま
た
起
こ
る
の
か

　

こ
こ
ま
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
眠
り
と
断
眠
を
使
い
分

け
る
こ
と
で
暴
動
と
断
眠
の
強
い
結
び
つ
き
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い

る
。
他
作
品
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
断
眠
を
究
極
の
暴
力
と
し
て
捉
え
れ

ば
、
そ
の
描
写
か
ら
は
、
人
々
の
生
活
と
生
命
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
暴

動
を
批
判
的
に
描
く
と
い
う
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
読
み
は
極
め
て
自
然
な
も
の
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、『
骨
董
屋
』
を
含
め
た
『
バ
ー
ナ
ビ
ー
・
ラ
ッ
ジ
』

以
前
の
他
作
品
に
お
け
る
断
眠
の
描
写
と
、『
バ
ー
ナ
ビ
ー
・
ラ
ッ
ジ
』

に
お
け
る
そ
れ
と
で
は
、
決
定
的
に
違
う
点
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
そ

の
範
囲
、
規
模
の
大
き
さ
だ
。
サ
イ
ク
ス
に
せ
よ
ネ
ル
に
せ
よ
、
こ
れ
ま

で
の
デ
ィ
ケ
ン
ズ
作
品
で
登
場
人
物
が
眠
り
を
奪
わ
れ
る
場
合
、
眠
れ
な

く
な
る
の
は
限
ら
れ
た
特
定
の
人
物
だ
け
で
あ
り
、
他
の
登
場
人
物
に
は

影
響
が
な
か
っ
た
。
一
方
、『
バ
ー
ナ
ビ
ー
・
ラ
ッ
ジ
』
で
は
、
そ
の
善

悪
に
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
登
場
人
物
が
同
じ
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
眠
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り
を
奪
わ
れ
る
の
に
加
え
て
、
名
前
の
な
い
一
般
市
民
も
ま
た
、
そ
の
眠

り
を
奪
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
い
わ
ば
社
会
全
体
か
ら
眠
り
が
失
わ
れ
た

よ
う
な
印
象
す
ら
受
け
る
の
だ
。
も
う
一
つ
の
違
い
は
、
こ
ち
ら
が
よ
り

重
要
な
の
だ
が
、
眠
り
を
奪
わ
れ
た
人
々
が
、
必
ず
し
も
死
ん
で
い
な
い

と
い
う
こ
と
だ
。
第
一
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、こ
れ
ま
で
の
作
品
で
は
、

あ
る
一
定
以
上
の
眠
り
を
奪
わ
れ
た
主
要
登
場
人
物
は
、
皆
、
最
終
的
に

は
死
に
至
る
。
と
こ
ろ
が
『
バ
ー
ナ
ビ
ー
・
ラ
ッ
ジ
』
に
お
い
て
は
、ウ
ィ

レ
ッ
ト
や
ヒ
ュ
ー
が
死
ぬ
一
方
で
、
バ
ー
ナ
ビ
ー
や
ヴ
ァ
ー
デ
ン
は
よ
り

良
い
眠
り
を
取
り
戻
し
て
生
き
残
る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま

で
の
作
品
で
は
究
極
の
暴
力
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
断
眠

が
、
本
作
で
は
そ
の
力
を
完
全
に
は
ふ
る
っ
て
い
な
い
の
だ
。
眠
り
を
失

い
、
最
終
的
に
死
に
至
る
登
場
人
物
や
一
般
人
が
描
か
れ
て
い
る
事
を
考

え
れ
ば
、
断
眠
が
究
極
の
暴
力
の
意
味
合
い
を
帯
び
て
い
る
こ
と
自
体
は

疑
い
よ
う
が
な
い
。
そ
し
て
こ
の
暴
力
と
暴
動
と
を
明
確
に
結
び
つ
け
る

こ
と
で
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
暴
動
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
示
そ
う
と
し

た
と
言
え
る
。
し
か
し
同
時
に
、
本
作
に
描
か
れ
て
い
る
眠
り
を
奪
う
と

い
う
行
為
は
、
究
極
の
暴
力
と
い
う
枠
を
は
み
出
て
、
別
の
意
味
を
持
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、〈
覚
醒
〉
が
そ
れ
で
あ
る
。
常
に
現

実
か
ら
目
を
背
け
て
眠
っ
て
い
た
ジ
ョ
ン
・
ウ
ィ
レ
ッ
ト
が
、
一
時
的
と

は
い
え
現
実
に
目
覚
め
た

0

0

0

0

よ
う
に
、
ま
た
目
覚
め
る

0

0

0

0

こ
と
を
恐
れ
ら
れ
た

ヒ
ュ
ー
が
、
暴
動
中
に
何
か
に
目
覚
め
て

0

0

0

0

暴
れ
回
っ
た
よ
う
に
、
そ
し
て
、

暴
徒
達
が
ガ
ッ
シ
ュ
フ
ォ
ー
ド
に
よ
っ
て
眠
り
か
ら
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
活
動
を
活
発
化
さ
せ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
本
作
の
暴
動
に
伴
う
断

眠
の
描
写
に
は
、
究
極
の
暴
力
に
と
ど
ま
ら
ず
、
覚
醒
の
意
味
合
い
が
強

く
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
。

　

日
本
語
で
も
英
語
で
も
、「
目
覚
め
る
、
目
覚
め
さ
せ
る
（rouse

）」

と
い
う
言
葉
は
頻
繁
に
比
喩
的
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
る
。
デ
ィ
ケ
ン

ズ
も
比
喩
的
な
形
で
度
々
こ
の
言
葉
を
作
品
中
に
用
い
て
い
る
が
、
中
で

も
も
っ
と
も
有
名
な
例
は
、『
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
ト
ゥ
イ
ス
ト
』
に
お
け
る

バ
ン
ブ
ル
氏
の
笑
い
を
誘
う
台
詞
、「
わ
し
ゃ
あ
断
固
た
る
役
人
で
、
も

の
す
ご
い
力
を
持
っ
と
る
ん
じ
ゃ
。
い
っ
た
ん
目
覚
め
た
ら
、
の
話
じ
ゃ

が
な
」（
第
三
八
章
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
目
覚

め
る
」と
い
う
言
葉
は
、暴
力
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伴
う
事
が
多
い
。
従
っ

て
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
ヒ
ュ
ー
や
暴
徒
が
「
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
る
」
と
表
現

す
る
と
き
、
そ
こ
に
暴
動
の
萌
芽
を
読
み
取
ら
せ
よ
う
と
い
う
彼
の
意
図

を
見
出
す
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、

本
小
説
で
は
彼
ら
が
文
字
通
り
眠
り
か
ら
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い

う
点
だ
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
比
喩
表
現
で
は
な
い
覚
醒
の
意

味
合
い
が
、
断
眠
の
描
写
に
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
も
そ

も
、
第
一
節
で
取
り
上
げ
た
レ
ヒ
ト
シ
ャ
ッ
ヘ
ン
の
〈
断
眠
実
験
〉
に
し

て
も
、
眠
り
の
兆
候
を
見
せ
た
ラ
ッ
ト
の
い
る
檻
を
、「
彼
ら
が
目
覚
め

て
六
秒
が
経
過
す
る
ま
で
」
回
転
さ
せ
る
、9

と
い
う
荒
っ
ぽ
い
手
法
を
軸

と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
比
喩
的
な
意
味
に
限
ら
ず
、
目
覚
め
さ

せ
る
と
い
う
行
為
は
少
な
か
ら
ず
暴
力
的
な
も
の
で
あ
り
、
断
眠
に
覚
醒

の
要
素
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
至
極
も
っ
と
も
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

と
は
い
え
、「
目
覚
め
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
決
し
て
死
に
繋
が
る
暴

力
的
な
要
素
の
み
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
〈
死
者
が
目
覚
め

る
〉
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
は
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死
と
対
極
に
位
置
し
、
む
し
ろ
〈
生
〉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
も
の
で
あ

る
。10

覚
醒
の
意
味
合
い
を
含
ん
だ
本
作
の
断
眠
描
写
は
、
死
と
生
の
両

義
性
を
内
包
し
て
い
る
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
少
な
く
と

も
、
本
作
に
見
ら
れ
る
断
眠
描
写
は
、
覚
醒
と
い
う
意
味
合
い
を
色
濃
く

持
つ
こ
と
で
、
本
作
以
前
に
見
ら
れ
た
描
写
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
と

言
え
る
の
だ
。

　

で
は
、
覚
醒
の
意
味
を
含
ん
だ
本
作
の
断
眠
描
写
に
は
、
ど
の
よ
う
な

役
割
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で

『
バ
ー
ナ
ビ
ー
・
ラ
ッ
ジ
』
の
執
筆
背
景
と
、
そ
の
執
筆
意
図
に
つ
い
て

考
え
た
い
。
エ
ド
マ
ン
ド
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（E. W

ilson 16

）
や
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
・
マ
ー
カ
ス
（M

arcus 172

）
は
本
作
に
つ
い
て
、
お
よ
そ
六
十

年
昔
の
歴
史
的
事
件
を
題
材
と
し
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
目
の
前
で
起

こ
っ
て
い
る
チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
運
動
（
図
版
④
）
を
描
い
て
い
た
と
論
じ

て
い
る
。
し
か
し
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
過
去
を
借
り
て
現
在
を
描
い
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
目
的
は
明
ら
か
に
歴
史
小

0

0

0

説
を
書
く
こ
と

0

0

0

0

0

0

だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
『
バ
ー
ナ
ビ
ー
・

ラ
ッ
ジ
』
を
執
筆
し
た
時
代
は
、
ジ
ョ
ン
・
ボ
ウ
エ
ン
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ス
コ
ッ
ト
の
歴
史
小
説
の
成
功
を
受
け
て
、
多

く
の
主
要
作
家
が
歴
史
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
挑
戦
し
た
時
代
で
あ
っ

た
。11
デ
ィ
ケ
ン
ズ
自
身
、
序
文
の
中
で
、「
ゴ
ー
ド
ン
暴
動
と
い
う
題
材

を
選
ん
だ
の
は
、
自
分
の
知
る
限
り
、
こ
れ
ま
で
誰
も
架
空
の
物
語
に
取

り
入
れ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
だ
」
と
述
べ
、
自
分
が
歴
史
小
説
を
書
く
と

い
う
意
図
を
持
っ
て
作
品
を
書
き
始
め
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。12
ま
た

キ
ャ
ス
リ
ー
ン
・
テ
ィ
ロ
ッ
ト
ソ
ン
は
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
に
よ
る
騒
乱
の
描

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

図版④「チャーティストによる暴動」（アルフレッド・ピアスの版画）
暴徒と化す市民たち。
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眠りを殺す

写
が
、
歴
史
的
事
実
と
見
事
に
符
合
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（B
utt and Tillotson 81

）。
こ
の
事
実
も
ま
た
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
単
に

過
去
を
借
用
す
る
こ
と
で
、
目
の
前
に
起
こ
っ
て
い
る
暴
動
を
描
こ
う
と

し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。と
は
い
え
、

自
ら
の
生
き
る
社
会
に
思
い
を
は
せ
る
デ
ィ
ケ
ン
ズ
が
、
過
激
な
チ
ャ
ー

テ
ィ
ス
ト
運
動
か
ら
、
ゴ
ー
ド
ン
暴
動
と
同
じ
も
の
を
感
じ
取
っ
て
い
た

こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
ア
ン
ド
ル
ー
・
サ
ン
ダ
ー
ズ
は
、当
時
の
デ
ィ

ケ
ン
ズ
は
歴
史
が
繰
り
返
し
を
起
こ
す
と
い
う
可
能
性
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
て
い
た
と
論
じ
、13
ピ
ー
タ
ー
・
ア
ク
ロ
イ
ド
は
、
一
八
三
九
年
に
ゴ
ー

ド
ン
暴
動
時
を
真
似
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
組
合
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
な

ど
、
作
品
執
筆
時
と
ゴ
ー
ド
ン
暴
動
時
と
の
類
似
を
指
摘
し
、
デ
ィ
ケ
ン

ズ
は
過
去
を
描
き
な
が
ら
も
極
め
て
現
代
的
な
問
題
を
扱
う
こ
と
が
で
き

た
と
述
べ
て
い
る
（Ackroyd 326

）。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
、
ゴ
ー
ド
ン
暴

動
の
よ
う
な
出
来
事
が
ま
た
起
こ
り
そ
う
だ
と
い
う
実
感
を
持
ち
な
が
ら

執
筆
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
矢
次
綾
氏
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、「
歴

史
に
循
環
す
る
可
能
性
を
見
出
し
」（
矢
次 

五
）、
作
品
の
中
に
歴
史
が

繰
り
返
し
を
起
こ
す
様
を
描
こ
う
と
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。14

　

こ
の
循
環
性
を
描
く
上
で
本
作
の
眠
り
と
断
眠
の
描
写
が
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
作
中
で
は
最
初
に
眠
り
の
イ
メ
ー
ジ

が
強
調
し
て
伝
え
ら
れ
た
上
で
、
暴
動
に
よ
っ
て
そ
れ
が
奪
わ
れ
る
様
が

描
か
れ
、
最
終
的
に
は
再
び
人
々
に
眠
り
が
戻
っ
て
く
る
様
が
描
か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
本
作
の
断
眠
描
写
に
は
、
こ
れ

ま
で
の
究
極
の
暴
力
と
い
う
意
味
合
い
だ
け
で
な
く
、
覚
醒
と
い
う
意
味

合
い
も
ま
た
強
く
込
め
ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
そ
の
範
囲
が
極
め
て
広

大
な
た
め
、
そ
の
描
写
か
ら
は
世
の
中
全
体
が
〈
眠
り
〉
と
〈
覚
醒
〉
と

い
う
二
つ
の
段
階
を
交
互
に
迎
え
て
い
る
と
の
印
象
を
受
け
る
こ
と
と
な

る
。
し
か
も
そ
の
変
化
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
起
こ
る
の
だ
。
デ
ィ

ケ
ン
ズ
は
歴
史
小
説
を
書
く
と
い
う
目
的
を
果
た
す
た
め
に
、
本
作
の
要

所
要
所
で
、時
間
の
経
過
を
明
確
に
記
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
冒
頭
で
は
、

「
一
七
七
五
年
の
こ
と
」（
第
一
章
）
と
明
記
し
、
暴
動
の
始
ま
る
中
盤
に

は「
西
暦
一
七
八
〇
年
の
初
め
の
あ
る
冬
ら
し
い
晩
の
こ
と
」（
第
三
三
章
）

と
述
べ
、さ
ら
に
暴
動
後
は「
一
ヶ
月
が
経
過
し
た
」（
第
七
五
章
）と
語
る
。

ま
た
こ
れ
ら
の
転
機
と
な
る
場
面
以
外
で
も
、
時
間
に
ま
つ
わ
る
言
及
は

無
数
に
登
場
す
る
た
め
、
読
者
は
作
品
を
読
み
進
め
る
に
つ
れ
て
、
否
が

応
で
も
時
間
の
流
れ
を
意
識
す
る
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
本
作
品
は
、
時

間
の
経
過
と
と
も
に
、
眠
っ
て
い
た
人
々
が
眠
り
か
ら
覚
ま
さ
れ
、
そ
し

て
ま
た
眠
り
に
つ
く
物
語
と
読
む
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。こ
の
形
は
、

人
間
の
眠
り
と
目
覚
め
の
リ
ズ
ム
、
い
わ
ゆ
る
概
日
リ
ズ
ム
を
想
起
さ
せ

は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、時
代
の
流
れ
、時
間
の
流
れ
に
従
っ

て
眠
り
と
覚
醒
が
交
互
に
出
現
し
、
ま
た
か
つ
眠
り
に
始
ま
り
眠
り
に
終

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

わ
る

0

0

と
い
う
作
品
の
構
造
は
、
循
環
の
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
す
こ
と
に
一

役
買
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
ゆ
く
と
、
人
々
が
再
び
眠
り
に
つ
く
場
面
で
作
品

が
終
わ
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。
眠
り
が
い
ず
れ

醒
め
る
の
と
同
様
に
、
ゴ
ー
ド
ン
暴
動
の
よ
う
な
恐
ろ
し
い
出
来
事
も
ま

た
起
こ
る
。
い
や
、
過
激
な
チ
ャ
ー
テ
ィ
ス
ト
運
動
と
い
う
形
で
現
に
起

こ
り
つ
つ
あ
る
の
だ
。
デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
た
だ
単
に
暴
動
と
断
眠
と
を
結
び

つ
け
る
こ
と
で
、
暴
動
の
持
つ
暴
力
性
を
強
調
し
、
批
判
し
て
い
た
の
で
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は
な
く
、
断
眠
の
描
写
の
中
に
覚
醒
の
意
味
合
い
を
付
与
す
る
こ
と
で
、

と
き
に
暴
力
的
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
伴
い
な
が
ら
循
環
す
る
歴
史
の
流
れ

と
い
う
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

＊　

＊　

＊　

＊　

＊

　

デ
ィ
ケ
ン
ズ
は
『
バ
ー
ナ
ビ
ー
・
ラ
ッ
ジ
』
以
前
の
作
品
に
お
い
て
頻

繁
に
、
眠
り
と
、
眠
り
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
描
写
を
行
っ
て
き
た
。
そ
し

て
多
少
の
逸
脱
こ
そ
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
描
写
か
ら
は
一
貫
し
て
、
眠
り
を

得
る
と
い
う
行
為
が
生
に
、
眠
り
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
行
為
が
死
に
、
繋

が
る
と
い
う
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
考
え
方
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か

し
『
バ
ー
ナ
ビ
ー
・
ラ
ッ
ジ
』
で
は
、
こ
の
単
純
と
も
言
え
る
二
項
対
立

は
崩
壊
し
、
眠
り
も
断
眠
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
複
雑
な
意
味
合
い
を
持
っ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
暴
動
の
持
つ
暴
力
性
の
強
調
以
上
の
役

割
を
担
っ
て
い
る
。
ア
ン
ガ
ス
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
人
生
を

六
つ
に
分
け
、『
バ
ー
ナ
ビ
ー
・
ラ
ッ
ジ
』
を
そ
の
う
ち
の
第
四
段
階
の

最
初
の
作
品
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
（Angus W

ilson 145

）、
本
作
の

眠
り
と
断
眠
の
描
写
に
見
ら
れ
る
変
化
は
、
ま
さ
し
く
彼
が
こ
の
作
品
に

よ
っ
て
覚
醒
し
、
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
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