
1　　「ためいきの橋」の出現と正義の国ヴェネツィア像の転倒

「
た
め
い
き
の
橋
」
の
出
現
と
正
義
の
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ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
像
の
転
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─
─
バ
イ
ロ
ン
の
変
え
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越　

輝　
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は
じ
め
に

　

イ
タ
リ
ア
の
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
え
ば
多
数
の
観
光
名
所
に
あ
ふ
れ
る
町
で
あ
る
。
そ
れ
ら
多
数
の
名
所
の
な
か
で
も
、

「
た
め
い
き
の
橋il Ponte dei Sospiri, the Bridge of Sighs

」〔
図
版
1
〕
は
と
り
わ
け
有
名
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
、
こ
の
橋

の
見
え
る
南
側
の
橋
（
パ
ー
リ
ャ
橋
）
に
は
、
こ
の
橋
を
見
よ
う
と
し
て
観
光
客
が
押
し
寄
せ
る
。
こ
の
大
理
石
で
外
面
を
覆
わ

れ
た
橋
を
目
に
す
る
人
た
ち
は
、
そ
れ
が
共
和
国
時
代
（
一
七
九
七
年
以
前
）
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
統
領
宮
殿
と
監
獄
の
建
物
と

を
小
運
河
越
し
に
繋
い
で
い
た
通
路
で
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
、
宮
殿
内
の
法
廷
で
判
決
を
言
い
渡
さ
れ
た
犯
罪
者
が
、
獄

吏
に
連
れ
ら
れ
て
こ
の
通
路
を
牢
獄
へ
と
歩
み
な
が
ら
、
待
ち
受
け
る
運
命
を
予
想
し
て
深
い
た
め
息
を
つ
い
た
様
子
を
想
像
す

る
。

　

し
か
し
、
こ
の
十
七
世
紀
初
め
に
架
け
ら
れ
た
石
造
り
の
橋
は
、
そ
の
後
の
百
数
十
年
間
は
お
そ
ら
く
名
所
で
は
な
く
、「
た
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め
い
き
の
橋
」
と
い
う
呼
び
名
も
な
か
っ
た
建
造
物
だ
っ
た
よ
う

で
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
消
滅
前
後
か
ら
に
わ
か
に
名
所
化

し
た
も
の
ら
し
い
。「
た
め
い
き
の
橋
」
の
そ
う
い
う
劇
的
な
変

化
は
、
大
局
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
風
土
の
変
化
に
起
因
す

る
も
の
だ
が
、
直
接
的
に
は
英
国
の
詩
人
バ
イ
ロ
ン
に
よ
る
表
象

の
仕
方
が
大
き
く
作
用
し
た
。

　

こ
の
拙
文
は
、
ま
ず
バ
イ
ロ
ン
が
「
た
め
い
き
の
橋
」
を
観
光

名
所
化
し
て
い
っ
た
動
き
を
取
り
扱
う
。
し
か
し
ま
た
、
バ
イ
ロ

ン
の
「
た
め
い
き
の
橋
」
に
関
す
る
表
象
の
仕
方
は
、
た
だ
単
に

一
個
の
建
造
物
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
と
い
う
国
家
そ
の
も
の
へ
の
バ
イ
ロ
ン
の
考
え
方

を
凝
縮
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
く
し
の
拙
文
は
、
第
二
段
階
で
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
政
治
に
関
す
る
バ
イ

ロ
ン
の
考
え
方
を
取
り
扱
う
こ
と
に
な
る
。

　

現
在
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
へ
の
訪
問
者
が
「
た
め
い
き
の
橋
」
を
観
光
名
所
と
感
じ
て
い
る
か
ぎ
り
、
意
識
し
な
く
て
も
バ
イ
ロ

ン
の
影
響
下
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
拙
文
は
現
代
に
直
結
す
る
論
考
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一

　「た
め
い
き
の
橋
」
の
出
現

図版 1　ためいきの橋



3　　「ためいきの橋」の出現と正義の国ヴェネツィア像の転倒

　

二
枚
の
絵
画
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
一
枚
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
画
家
カ
ナ
レ
ッ
ト
（Gio-

vanni A
ntonio Canal, “Canaletto ”, 1679

─1768

）
が
描
い
た
絵
〔
図
版
2
〕、
も
う
一

枚
は
英
国
の
画
家
タ
ー
ナ
ー（Joseph M

allord W
illiam

 T
urner, 1775

─1851

）
が
描
い

た
絵
で
あ
る
〔
図
版
3
〕。
こ
れ
ら
二
枚
の
絵
画
の
あ
い
だ
に
は
お
よ
そ
百
年
が
経
過
し
て

い
る
が
、
二
枚
の
絵
は
そ
の
あ
い
だ
に
起
き
た
重
要
な
変
化
を
見
せ
て
い
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
画
家
カ
ナ
レ
ッ
ト
は
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
景
観
を
忠
実
に
再
現
す
る
画
家
と
し
て
人
気
を
博
し
、
写
真
技
術
が
ま
だ
開
発
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
時
代
に
、
そ
の
作
品
は
、
と
り
わ
け
英
国
か
ら
の
裕
福
な
グ
ラ
ン
ド
ツ
ア
ー
客
の

土
産
物
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
。
カ
ナ
レ
ッ
ト
の
描
い
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
景
観
画
に
は
、
多
く

の
場
合
、
こ
の
都
市
の
観
光
名
所
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
は
観
光
み
や
げ
と

し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
図
版
1
の
カ
ナ
レ
ッ
ト
の
絵
の
な
か

で
は
、
重
要
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
が
ひ
と
つ
欠
け
て
い
る
。
こ
の
絵
は
、
そ
の
名
所
を
見
せ
る

こ
と
を
ま
っ
た
く
意
図
し
な
い
画
角
か
ら
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
名
所
と
は
「
た

め
い
き
の
橋
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
お
よ
そ
百
年
後
に
タ
ー
ナ
ー
が
ほ
ぼ
同
じ
場
所
を
描

い
た
絵
の
な
か
で
は
、「
た
め
い
き
の
橋
」
は
主
題
と
な
り
、
実
際
よ
り
も
高
い
位
置
に
置

か
れ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

今
、
こ
の
橋
は
そ
の
脇
の
統
領
宮
殿
に
も
劣
ら
ぬ
観
光
名
所
で
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
の
で

図版 3　ターナー『ためいきの橋』 図版 2　カナレット『突堤、聖マルコ内湾』
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き
る
南
側
の
橋
、
パ
ー
リ
ャ
橋
に
は
多
数
の
観
光
客
が
押
し
寄
せ
て
い
る
。
土
産
物
画
家
で
あ
っ
た
カ
ナ
レ
ッ
ト
は
、
仮
に
「
た

め
い
き
の
橋
」
が
観
光
名
所
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
を
か
な
ら
ず
画
題
と
し
て
描
き
込
ん
だ
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
う
す
れ

ば
、
絵
は
土
産
物
と
し
て
の
価
値
を
増
し
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
は
む
し
ろ
こ
の
景
観
図
の
な
か
で
、

今
で
は
「
た
め
い
き
の
橋
」
を
見
る
た
め
の
、
そ
れ
自
体
は
注
目
さ
れ
な
い
橋
、
パ
ー
リ
ャ
橋
の
方
を
は
っ
き
り
描
き
出
し
て
い

る
。
カ
ナ
レ
ッ
ト
が
「
た
め
い
き
の
橋
」
を
土
産
物
絵
画
に
描
き
込
ま
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
観
光
名
所
で
な
か
っ
た
か
ら
だ

ろ
う
と
推
測
で
き
る
。

　

こ
の
推
測
を
立
証
し
て
み
よ
う
。
イ
タ
リ
ア
の
リ
ッ
ツ
ォ
ー
リ
社
の
出
版
物
に
個
人
画
家
の
全
作
品
集
シ
リ
ー
ズ
が
あ
る
。
こ

の
シ
リ
ー
ズ
の
各
巻
は
わ
り
あ
い
薄
い
作
り
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
全
作
品
集
と
謳
わ
れ
て
い
る
理
由
は
、
各
巻
後
半
の
三
分

の
一
ほ
ど
が
、
多
数
の
小
型
図
版
に
制
作
年
・
所
蔵
場
所
な
ど
の
基
本
情
報
を
添
え
た
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
に
な
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
な
か
に
カ
ナ
レ
ッ
ト
の
巻
が
あ
る
（L

’O
pera com

pleta del Canaletto, M
ilano: Rizzoli, 

1968

）。
こ
の
巻
の
カ
タ
ロ
グ
・
レ
ゾ
ネ
に
は
三
六
六
点
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
問
題
の
「
た
め
い
き
の
橋
」
を

画
題
に
す
る
絵
は
一
点
も
な
い
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
別
の
観
光
名
所
リ
ア
ル
ト
橋
を
画
題
と
す
る
絵
は
二
十
点
も
あ
る
。
こ

の
事
実
か
ら
判
断
し
て
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
は
リ
ア
ル
ト
橋
に
つ
い
て
は
重
要
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
だ
と
思
っ
て
い
て
も
、「
た
め
い
き

の
橋
」
に
つ
い
て
は
そ
う
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
彼
の
顧
客
た
ち
や
顧
客
に
な
り
そ
う
な
人
た
ち

も
「
た
め
い
き
の
橋
」
を
観
光
名
所
だ
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
推
測
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

ツ
ー
リ
ン
グ
・
ク
ラ
ブ
・
イ
タ
リ
ア
ー
ノ
刊
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
案
内
』（G

uida V
enezia, 3rd ed., M

ila-

no: T
ouring Club Italiano, 1985

）
は
充
実
し
た
内
容
で
知
ら
れ
て
い
る
書
だ
が
、「
た
め
い
き
の
橋
」
を
扱
う
箇
所
に
、「
こ
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の
名
は
、
お
そ
ら
く
、
ロ
マ
ン
主
義
時
代
に
、
思
い
つ
き
で
作
り
出
さ
れ
た
名
だ
ろ
う
」
と
い
う
興
味
深
い
一
文
が
あ
る
（p. 

278
）。
こ
の
指
摘
は
、
じ
つ
は
表
面
的
に
は
か
な
ら
ず
し
も
正
確
で
な
い
。
カ
サ
ノ
ヴ
ァ（Giacom

o Casanova, 1725

─1798

）

の
『
回
想
録H

istoire de m
a vie

』
を
見
る
と
、
一
七
五
○
年
代
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
牢
獄
か
ら
の
脱
出
を
記
す
有
名
な
く
だ

り
に
、「
い
わ
ゆ
る
『
た
め
い
き
』
と
い
う
名
の
橋le pont qu ’on nom

m
e des Soupirs

」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

そ
の
な
か
〔
＝
統
領
宮
殿
の
屋
根
裏
に
あ
る
こ
の
牢
獄
〕
へ
は
、
宮
殿
の
門
を
通
る
か
、
ま
た
は
、
監
獄
の
建
物
を
通
ら
な

い
と
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
監
獄
の
建
物
か
ら
入
る
場
合
に
、
私
は
、
先
述
の
い
わ
ゆ
る
「
た
め
い
き
」
と
い
う
名
の
橋

を
越
え
て
そ
こ
〔
屋
根
裏
の
牢
獄
〕
へ
入
ら
さ
れ
た
（. . . par où

［=par le bâtim
ent des prisons

］on m
’a fait en-

trer en passant le pont qu ’on nom
m

e des Soupirs

）
1
（

）。

た
だ
し
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
『
回
想
録
』
は
た
ぶ
ん
一
七
八
○
年
代
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
橋
が
「
た
め
い
き
」
と
い
う
名

で
呼
ば
れ
始
め
た
の
は
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
だ
っ
た
、
つ
ま
り
、
前
期
ロ
マ
ン
主
義
の
時
代
だ
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
案
内
』
の
記
述
は
か
な
ら
ず
し
も
不
正
確
で
な
い
。

　

ち
な
み
に
、
右
の
引
用
だ
け
で
は
、
監
獄
と
「
た
め
い
き
の
橋
」
の
位
置
関
係
が
わ
か
り
に
く
い
が
、
じ
つ
は
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ

が
脱
獄
を
し
た
当
時
、
統
領
宮
殿
と
そ
の
近
く
に
は
合
計
三
つ
の
牢
獄
が
あ
っ
た
。
三
つ
の
う
ち
二
つ
は
統
領
宮
殿
の
建
物
の
内

部
に
あ
っ
て
、
そ
の
ひ
と
つ
が
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
収
監
さ
れ
た
屋
根
裏
の
牢
獄
、
こ
れ
は
鉛
製
の
屋
根
板
の
直
下
に
設
置
さ
れ
て
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い
た
の
で
「
ピ
オ
ン
ボPiom

bo

」（
鉛
の
牢
獄
）
と
呼
ば
れ
た
牢
獄
で
あ
る
。
統
領
宮
殿
内
部
の
も
う
ひ
と
つ
の
牢
獄
は
宮
殿

の
地
下
に
あ
っ
た
。
三
番
目
の
牢
獄
は
、
統
領
宮
殿
の
東
を
流
れ
る
小
運
河
を
越
え
た
向
か
い
の
建
物
の
な
か
に
あ
っ
た
。
こ
れ

が
い
わ
ゆ
る
「
新
監
獄Prigioni N

uove

」
で
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
い
う
「
監
獄
の
建
物
」
で
あ
る
。「
た
め
い
き
の
橋
」
は
、
統

領
宮
殿
と
新
監
獄
と
い
う
ふ
た
つ
の
建
物
を
小
運
河
越
し
に
繋
い
で
い
る
橋
だ
っ
た
。

　

新
監
獄
は
、
統
領
宮
殿
内
部
の
二
カ
所
の
牢
獄
で
は
ス
ペ
ー
ス
が
足
り
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
一
五
○
○
年
代
後
半
か
ら
一
六

○
○
年
代
初
め
に
か
け
て
建
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（G

uida V
enezia, p. 515

）。
そ
の
新
監
獄
と
統
領
宮
殿
を
結
ぶ
た
め
に

橋
が
架
け
ら
れ
た
の
は
、
一
六
○
二
年
頃
の
こ
と
で
あ
る
（
同
書
、p. 278

）。
一
六
○
八
年
に
、
英
国
人
旅
行
家
コ
ー
リ
ャ
ッ

ト
（T

hom
as Coryat, c.1577

─1617

）
が
、
架
橋
ま
も
な
い
こ
の
橋
を
見
て
い
る
が
、
そ
の
記
述
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。

ま
た
、
統
領
宮
殿
の
東
側
部
分
は
、
運
河
の
向
か
い
側
に
あ
る
監
獄
に
、
イ
ス
ト
リ
ア
産
大
理
石
で
つ
く
ら
れ
た
非
常
に
美

し
い
通
路
で
繋
が
れ
て
い
る
。
こ
の
通
路
は
、
水
面
か
ら
離
れ
た
高
い
位
置
に
あ
り
、
統
領
宮
殿
の
東
側
の
中
央
に
、
き
わ

め
て
人
工
的
に
差
し
込
ま
れ
て
い
る）

2
（

。

　

コ
ー
リ
ャ
ッ
ト
の
記
述
を
み
る
と
、
こ
の
橋
に
は
、
ま
だ
名
前
は
付
い
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
に

ま
た
、
記
述
に
値
す
る
連
想
（「
た
め
い
き
」
を
つ
く
囚
人
）
も
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

コ
ー
リ
ャ
ッ
ト
以
後
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
訪
れ
た
人
た
ち
の
旅
行
記
を
調
べ
て
み
る
と
、
十
七
世
紀
半
ば
の
ジ
ョ
ン
・
イ
ー
ヴ
リ
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ン
（
一
六
四
五
年
訪
問
、John Evelyn, T

he D
iary of John E

velyn

）、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ
セ
ル
ズ
（Richard Lassels, 

T
he V

oyage of Italy, or a Com
pleat Journey through Italy, Paris: 1670

）、
十
八
世
紀
前
半
の
ア
デ
ィ
ソ
ン
（Joseph 

A
ddison, R

em
arks on Several Parts of Italy, &

c., 1701, 1702, 1703

）、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー（M

ontesquieu, V
oyage 

de G
raz a la H

aye

）、
ド
・
ブ
ロ
ス
（Charles de Brosses, Lettres fam

ilières écrites d ’Italie en 1739 et 1740

）、

十
八
世
紀
後
半
の
ゲ
ー
テ
（
一
七
八
六
年
訪
問
、Goethe, Italienische R

eise

）
が
、
い
ず
れ
も
「
た
め
い
き
の
橋
」
に
は
ま

っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
橋
は
彼
ら
の
関
心
を
引
く
建
造
物
で
は
な
か
っ
た
様
子
で
あ
る
。
少
し
考
え
て
み
る
な
ら
、

「
た
め
い
き
の
橋
」
は
人
の
関
心
を
惹
か
な
く
て
も
不
思
議
は
な
い
橋
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
宮
殿
と
監
獄
と
を
運
河
越
し
に

繋
い
で
い
る
橋
と
い
う
の
は
珍
し
い
建
造
物
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、
そ
う
い
う
橋
が
強
力
な
吸
引
力

を
発
揮
す
る
に
は
、
珍
し
さ
と
は
別
の
要
因
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
の
別
の
要
因
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
を
洞
察
さ
せ
て
く
れ
る
文
章
が
あ
る
。
ゲ
ー
テ
と
お
な
じ
こ
ろ
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
を
訪
れ
た
人
物
の
な
か
に
英
国
の
文
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
（W

illiam
 Beckford, 1760

─1844

）
が
い
る
が
、

ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
は
「
た
め
い
き
の
橋
」
に
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（D

ream
s, W

aking T
houghts and In-

cidents, London, 1783

）。

「
ピ
オ
ン
ビ
」〔
鉛
の
牢
獄
〕
の
悲
し
い
囚
人
た
ち
に
つ
い
て
は
運
命
に
ま
か
せ
る
こ
と
に
し
て
、
私
は
〔
統
領
宮
殿
の
〕
法

廷
を
去
っ
た
。
そ
し
て
、
ゴ
ン
ド
ラ
に
乗
り
込
み
、
船
頭
に
運
河
を
下
ら
せ
た
。
運
河
に
は
統
領
宮
殿
の
そ
び
え
立
つ
屋
根

が
巨
大
な
陰
を
投
げ
か
け
て
い
た
。
こ
の
運
命
の
運
河
の
下
に
は
、
先
述
の
地
下
牢
が
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
哀
れ
な
者
た
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ち
が
横
た
わ
り
、
櫂
の
音
に
耳
を
そ
ば
だ
て
、
過
ぎ
ゆ
く
ゴ
ン
ド
ラ
を
一
つ
ひ
と
つ
数
え
る
。
上
方
に
は
、
大
胆
で
威
厳
の

あ
る
大
理
石
作
り
の
橋
が
、
牢
獄
の
最
上
階
を
統
領
宮
殿
の
秘
密
の
通
路
と
繋
い
で
い
る
。
そ
の
通
路
を
出
た
犯
罪
者
た
ち

は
ア
ー
チ
型
の
こ
の
橋
を
渡
ら
さ
れ
、
残
酷
な
秘
密
の
死
へ
と
導
か
れ
る
。
私
は
橋
の
下
を
通
り
な
が
ら
震
え
お
の
の
い
た
。

そ
し
て
こ
の
建
造
物
が
「
た
め
い
き
の
橋
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
る
（I . . . 

believe it is not w
ithout cause, this structure is nam

ed PO
N

T
E D

EI SO
SPIRI

）
3
（

）。

ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
の
文
章
に
は
、
囚
人
た
ち
へ
の
同
情
や
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
国
家
機
関
や
陰
惨
な
監
獄
へ
の
恐
怖
心
が
表
現
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
そ
こ
に
は
恐
ろ
し
い
も
の
に
魅
了
さ
れ
て
い
る
気
配
も
漂
っ
て
い
る
。
こ
の
文
章
は
、
一
言
で

い
え
ば
「
ロ
マ
ン
主
義
的
」
な
反
応
に
あ
ふ
れ
る
も
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。（
イ
タ
リ
ア
を
訪
れ
古
典
主
義
者
に
変
わ
っ
て
い

た
こ
ろ
の
ゲ
ー
テ
の
関
心
は
惹
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
）
ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
の
頃
に
は
、
統
領
宮
殿
と
国
家
監
獄
と
を
結
ん
で
い

た
こ
の
橋
は
、
橋
を
渡
ら
さ
れ
る
囚
人
た
ち
の
「
た
め
い
き
」
を
連
想
さ
せ
る
建
造
物
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
こ
に
は
、
十

七
世
紀
初
頭
の
コ
ー
リ
ャ
ッ
ト
の
こ
ろ
に
は
お
そ
ら
く
感
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
連
想
が
働
い
て
い
る
。
先
掲
の
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
案
内
』
が
、「
た
め
い
き
の
橋
」
に
つ
い
て
、「
こ
の
名
は
、
お
そ
ら
く
、
ロ
マ
ン
主
義
時
代
に
、
思
い

つ
き
で
作
り
出
さ
れ
た
名
だ
ろ
う
」
と
書
い
て
い
る
の
も
、
あ
な
が
ち
間
違
い
と
は
言
い
切
れ
ず
、
真
実
に
近
接
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
『
回
想
録
』
に
み
ら
れ
る
、「『
た
め
い
きSoupirs

』
と
い
う
名
の
橋
を
越
え
て
そ
こ
〔
屋
根
裏
の

牢
獄
〕
へ
入
ら
さ
れ
た
」
と
い
う
表
現
や
、
ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
の
「
こ
の
建
造
物
が
『
た
め
い
き
の
橋PO

N
T

E D
EI SO

SPIRI

』
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と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
だ
と
思
う
」、
と
い
う
表
現
に
注
目
す
る
と
、
一
七
八
○
年
代
ご
ろ
ま
で
に
は
、

現
地
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
こ
の
橋
が
「
た
め
い
き
の
橋
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
英
国
人
で
あ
る

ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
の
文
章
の
場
合
に
は
、
地
の
文
が
英
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
橋
の
名
前
は
全
体
を
大
文
字
の
イ
タ
リ
ア

語
で
綴
っ
て
あ
る
が
、
こ
の
表
記
法
は
、
特
徴
的
な
呼
び
名
に
読
者
を
注
目
さ
せ
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
現
地
表
現
を
引
用
す
る

気
持
ち
も
込
め
て
あ
る
だ
ろ
う
。
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
の
場
合
に
は
、
自
ら
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
で
あ
っ
て
、『
回
想
録
』
は
フ
ラ
ン
ス
語

で
書
い
た
の
だ
か
ら
、
大
文
字
で
始
ま
る“Soupirs ”

は
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
っ
て
こ
の
語
に
相
当
す
る
特
徴
的
な
現
地
表
現

“Sospiri ”

（
た
め
い
き
）
を
翻
訳
紹
介
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
当
時
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
、
地

元
の
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
、
こ
の
橋
が
「
た
め
い
き
の
橋
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は

ロ
ー
カ
ル
な
呼
び
名
で
あ
り
、
こ
の
橋
は
ロ
ー
カ
ル
な
存
在
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
う
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
存
在
だ
っ
た
「
た
め
い
き
の
橋
」
を
、
一
躍
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
知
ら
し
め
、
有
名
に
し
た
の
が
、
バ

イ
ロ
ン
の
詩
の
つ
ぎ
の
二
行
で
あ
る
。

I stood in V
enice, on the Bridge of Sighs;

A
 palace and a prison on each hand:

バ
イ
ロ
ン
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
没
落
し
た
の
ち
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
代
わ
る
か
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
名
士
に
な
っ
た
有
名
人
だ

っ
た
。
個
々
の
作
品
は
い
ず
れ
も
出
版
後
ま
も
な
く
フ
ラ
ン
ス
語
・
ド
イ
ツ
語
に
翻
訳
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
語
訳
の
全
集
や
ド
イ
ツ
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語
訳
の
全
集
も
早
々
に
出
版
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
で
は
原
文
の
ま
ま
の
英
語
版
全
集
も
早
々
に
出
版
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
バ
イ
ロ
ン
の
作
品
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
な
か
の
広
範
囲
で
か
な
り
良
く
読
ま
れ
た
、
あ
る
い
は
読
み
た
い
と
思
わ
れ
た
、

と
推
測
で
き
る
。
ま
し
て
や
、
右
に
引
用
し
た
バ
イ
ロ
ン
の
二
行
は
、
バ
イ
ロ
ン
を
一
躍
有
名
に
し
た
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル

ド
の
巡
礼Childe H

arold ’s Pilgrim
age

』
の
続
編
（
第
四
部
、
一
八
一
八
年
出
版
）
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
冒
頭
に
置
か
れ

て
い
る
詩
行
で
あ
る
。
そ
れ
は
強
い
印
象
を
与
え
る
詩
行
だ
っ
た
と
想
像
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

バ
イ
ロ
ン
の
詩
行
の
な
か
の
「
た
め
い
き
の
橋the Bridge of Sighs

」
の
最
大
の
特
徴
は
、
じ
つ
は
、
そ
の
名
前
が
、
英
語

に
よ
る
詩
の
な
か
で
、
英
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
が
、
ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
の
場
合
と
決
定
的

に
異
な
っ
て
い
る
。「
た
め
い
き
の
橋
」
は
人
気
作
品
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』
の
な
か
で“the Bridge of 

Sighs ”

と
い
う
英
語
に
置
き
換
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
英
語
の
読
み
手
に
と
っ
て
自
分
た
ち
の
橋
、〈
わ
れ
ら
の
「
た
め
い

き
の
橋
」〉
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
た
め
い
き
の
橋
」
の
こ
の
ド
メ
ス
テ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
一
七
九
○
年
に
出
版
さ
れ

た
ジ
ョ
ン
・
ム
ー
ア
（John M

oore, 1729
─1802
）
の
『
イ
タ
リ
ア
社
会
風
俗
管
見A

 V
iew

 of Society and M
anners in 

Italy

』
と
、
一
八
二
二
～
二
八
年
に
書
か
れ
た
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
（Sam

uel Rogers, 1763

─1855

）
の
『
イ
タ
リ
ア

詩
情Italy: A

 Poem

』
と
を
比
べ
て
み
て
も
、
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
、
第
四
部
』
の
出

版
以
前
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
「
た
め
い
き
の
橋
」
を
見
た
ム
ー
ア
は
、
ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
と
同
じ
く
橋
の
名
に
は
イ
タ
リ
ア
語
を

使
っ
て
い
た
。

統
領
宮
殿
か
ら
は
、
覆
い
付
き
の
橋
が
出
て
い
て
、
運
河
の
反
対
側
に
あ
る
国
家
監
獄
と
繋
い
で
い
る
。
囚
人
た
ち
は
、
宮



11　　「ためいきの橋」の出現と正義の国ヴェネツィア像の転倒

殿
内
の
法
廷
か
ら
こ
の
橋
を
使
っ
て
行
き
来
す
る
。
橋
は
「
た
め
い
き
の
橋
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
（w

hich

［=the 

bridge

］is nam
ed Ponte D

ei Sospiri

）
4
（

）。

こ
の
よ
う
に
現
地
の
表
現
を
紹
介
し
た
ム
ー
ア
と
は
対
照
的
に
、『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
、
第
四
部
』
の
出
版
以
後

に
「
た
め
い
き
の
橋
」
に
つ
い
て
出
版
し
た
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
は
、
橋
の
名
を
バ
イ
ロ
ン
の
場
合
と
同
様
に
英
語
で
記
し
て
い
る
。

深
い
階
段
を
降
り
て
ゆ
く
と
（
ま
だ
暗
く
て
何
も
見
え
な
い
が
）、
運
河
の
下
の

水
滴
の
し
た
た
る
地
下
牢
へ
着
く
。
そ
こ
は
光
も
温
か
さ
も
ま
っ
た
く
な
い
と
こ
ろ
。

そ
し
て
、
覆
わ
れ
た
橋
、「
た
め
い
き
の
橋
」
に
着
く

（Leads to a covered bridge, T
he Bridge of Sighs

）。

さ
ら
に
ま
た
、
足
下
の
、
死
を
も
た
ら
す
部
屋
へ
着
く
。
部
屋
は
餌
食
を
待
っ
て
い
て
、

犠
牲
者
が
来
る
と
、
次
第
に
狭
ま
り
、
九
イ
ン
チ
ほ
ど
に
な
る）

5
（

。

ロ
ジ
ャ
ー
ズ
の
「
た
め
い
き
の
橋
」
は
、
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
、
ベ
ッ
ク
フ
ォ
ー
ド
、
ム
ー
ア
の
場
合
と
は
異
な
り
、〈
現
地
で
は
「
た

め
い
き
の
橋
」
と
称
さ
れ
て
い
る
〉
と
い
う
提
示
の
仕
方
で
は
な
く
、
バ
イ
ロ
ン
の
場
合
と
同
様
に
、「
た
め
い
き
の
橋
」
を
確

立
済
み
の
英
語
名
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
バ
イ
ロ
ン
自
身
は
、『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
』
の
詩
行
で
は
い
き
な

り
「
た
め
い
き
の
橋
」
と
書
い
た
も
の
の
、
出
版
時
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
自
注
を
添
え
て
い
た
。
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い
わ
ゆ
る
「
た
め
い
き
の
橋
」（
イ
ル
・
ポ
ン
テ
・
デ
イ
・
ソ
ス
ピ
ー
リ
）
は
統
領
宮
殿
を
国
家
監
獄
か
ら
隔
て
て
い
る

（T
he “Bridge of Sighs ”

（il Ponte dei Sospiri

）divides the D
oge ’s Palace from

 the state prison

）。
橋
に
は

屋
根
が
着
い
て
い
て
、
仕
切
り
壁
に
よ
っ
て
、
ふ
た
つ
の
通
路
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
通
路
を
使
っ
て
、
囚
人
は

刑
の
宣
告
へ
と
連
れ
て
行
か
れ
、
も
う
ひ
と
つ
の
通
路
を
使
っ
て
、
連
れ
戻
さ
れ
、
死
刑
を
執
行
さ
れ
た
。
死
刑
は
、
ふ
つ

う
、
橋
に
隣
接
す
る
部
屋
の
な
か
で
の
絞
首
刑
だ
っ
た）

6
（

。

バ
イ
ロ
ン
の
こ
の
書
き
方
は
、
読
者
が
「
た
め
い
き
の
橋
」
と
い
う
名
も
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
建
造
物
で
あ
る
か
も
知
ら
な
い

こ
と
を
予
想
し
た
書
き
方
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
の
書
き
方
は
、
読
者
が
「
た
め
い
き
の
橋
」
に
つ
い
て
名
前

も
用
途
も
既
知
で
あ
る
こ
と
を
予
想
し
た
書
き
方
に
変
化
し
て
い
る
。『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
』
以
後
、『
イ
タ
リ
ア
詩
情
』

が
書
か
れ
る
ま
で
の
あ
い
だ
に
、「
た
め
い
き
の
橋
」
は
英
語
の
読
者
に
と
っ
て
〈
わ
れ
ら
の
「
た
め
い
き
の
橋
」〉
に
な
っ
て
い

た
様
子
で
あ
る
。

　

そ
し
て
英
語
の
読
み
手
に
と
っ
て
の
〈
わ
れ
ら
の
「
た
め
い
き
の
橋
」〉
は
、
こ
の
詩
行
が
フ
ラ
ン
ス
語
で“le Pont des 

Soupirs ”

、
ド
イ
ツ
語
で“die Seufzerbrücke ”

、
な
ど
と
訳
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
読
み
手
に
と

っ
て
〈
わ
れ
ら
の
「
た
め
い
き
の
橋
」〉
と
な
っ
て
い
っ
た
可
能
性
も
（
証
明
は
難
し
い
が
）
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
（F

rançois-R
ené de C

hâteaubriand, 1768
─1848

）
の
自
叙
伝
『
墓
の
彼
方
の
回
想M

ém
oires 

d ’outre-tom
be

』
の
な
か
の
「
た
め
い
き
の
橋
」
の
記
述
は
ひ
じ
ょ
う
に
興
味
深
い
。
こ
の
自
伝
は
一
八
四
一
年
ま
で
に
書
き



13　　「ためいきの橋」の出現と正義の国ヴェネツィア像の転倒

終
え
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
一
八
三
三
年
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
滞
在
の
く
だ
り
で
あ
る
。
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア

ン
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
監
獄
に
つ
い
て
書
い
た
後
で
、
新
し
い
段
落
を
、
何
の
説
明
も
な
い
ま
ま
、
い
き
な
り
フ
ラ
ン
ス
語
訳

の
「
た
め
い
き
の
橋
」
か
ら
書
き
始
め
る
の
で
あ
る
。

　
「
た
め
い
き
の
橋
」
は
統
領
宮
殿
を
市
の
監
獄
と
結
び
つ
け
て
い
る
（Le Pont des Soupirs joint le palais ducal 

aux prisons de la ville

）。
橋
は
、
伸
び
て
い
る
方
向
に
そ
っ
て
ふ
た
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
の
側
か
ら

は
一
般
の
囚
人
が
入
り
、
も
う
一
方
の
側
か
ら
は
、
国
事
犯
の
囚
人
が
国
事
審
問
法
廷
も
し
く
は
十
人
委
員
会
法
廷
へ
と
出

頭
し
た
。
こ
の
橋
の
外
見
は
優
雅
で
あ
り
、
監
獄
の
フ
ァ
サ
ー
ド
も
賛
美
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
、
圧
政
や
不

幸
に
つ
い
て
も
、
美
し
さ
を
避
け
て
は
通
れ
な
い
と
い
う
わ
け
だ）

7
（

。

シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
の
こ
の
書
き
方
も
、
読
者
が
「
た
め
い
き
の
橋
」
と
い
う
名
前
の
橋
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
こ
と
を
予
想
し

て
い
る
書
き
方
で
あ
る
。
一
八
三
○
年
代
ま
で
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
読
者
に
と
っ
て
も
、
こ
の
橋
は
〈
わ
れ
ら
の
「
た
め
い
き
の

橋
」〉
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
、
ヨ
ハ
ン
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
（Johann Strauss II, 1825

─1899

）
の
オ
ペ
レ
ッ
タ
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
の
一
夜E

ine N
acht in V

enedig

』（
一
八
八
三
初
演
）
の
台
本
（
Ｆ
・
ツ
ェ
ル
＆
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ジ
ュ
ネ
ー
作
）
の
ト
書
き

を
み
る
と
、
そ
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
で
、「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
有
名
な
見
所
」
を
表
す
人
物
た
ち
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

そ
の
例
と
し
て
、
鐘
楼
と
「
た
め
い
き
の
橋
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
た
め
い
き
の
橋
」（
弓
形
を
つ
く
り
、
そ
の
下
へ
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愛
し
合
う
恋
人
た
ち
一
組
を
配
す
、
と
さ
れ
て
い
る
）
は
ド
イ
ツ
語
訳
さ
れ
た“die Seufzerbrücke ”

で
あ
る）

8
（

。
こ
の
時
点
に

な
る
と
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
も
「
た
め
い
き
の
橋
」
は
あ
き
ら
か
に
〈
わ
れ
ら
の
「
た
め
い
き
の
橋
」〉
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
し
、『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
、
第
四
部
』（
一
八
一
八
）
と
同
年
に
出
版
（
執
筆
は
前
年
の
一
八
一
七

年
）
さ
れ
た
Ｅ
・
Ｔ
・
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン
（E.T

.A
. H

offm
ann, 1776

─1822

）
の
短
編
小
説
「
統
領
と
そ
の
夫
人D

oge und 

D
ogaresse

」
の
な
か
に
は
、「
統
領
宮
殿
の
裏
面
近
く
の
橋
の
上
で
、
牢
獄
に
向
か
っ
て
…
…A

n den Brücke neben der 

hintern Seite des Pallastes, den Gefängnissen gegenüber . . .

」
と
い
う
箇
所
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
橋
の
す
ぐ
側
に

あ
る
は
ず
の
「
た
め
い
き
の
橋
」
に
は
ひ
と
こ
と
の
言
及
も
な
い）

9
（

。
ド
イ
ツ
語
圏
で
も
、〈
わ
れ
ら
の
「
た
め
い
き
の
橋
」〉
化
が

起
き
た
の
は
、
バ
イ
ロ
ン
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
、
第
四
部
』
出
版
以
後
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

二

　

“A
 palace and a prison on each hand

”

の
読
み
方

　

も
う
一
度
、
バ
イ
ロ
ン
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
、
第
四
部
』
の
書
き
出
し
の
二
行
を
見
直
し
て
み
よ
う
。

I stood in V
enice, on the Bridge of Sighs;

A
 palace and a prison on each hand:

こ
の
二
行
目
に
つ
い
て
は
、
昔
か
ら
バ
イ
ロ
ン
の
文
法
の
乱
れ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、“on each hand ”

と
書
か
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れ
て
い
る
た
め
に
、
橋
の
両
端
に
宮
殿
と
牢
獄
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
、
宮
殿
が
ふ
た
つ
、
牢
獄
も
ふ
た
つ
あ

る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
は
、
ピ
ー
タ
ー
・
コ
ク
ラ
ン
（Peter Cochran

）
が
、
こ
の
詩
行
に

文
法
の
誤
り
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
の
監
獄
は
す
な
わ
ち
宮
殿
で
あ
り
、
こ
の
宮
殿
は
す
な
わ
ち
監
獄
だ
と
い
う
意
味

を
バ
イ
ロ
ン
は
含
ま
せ
た
の
だ
、
と
い
う
興
味
深
い
反
論
を
提
示
し
て
い
る
。
コ
ク
ラ
ン
の
反
論
は
、
ア
メ
デ
・
ピ
シ
ョ
ー
に
よ

る
フ
ラ
ン
ス
語
の
散
文
訳
（A

m
edée Pichot &

 Eusebe Sale, trans.: Œ
uvres de Lord Byron, 10 vols., Paris, 1812

─

21.

）
が
不
適
切
だ
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
な
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
仏
訳
は
一
八
七
二
年
に
十
五
版
が
出
版
さ
れ
る
ほ
ど
に
版

を
重
ね
、
フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
な
く
国
外
で
も
広
く
読
ま
れ
た
影
響
力
の
大
き
な
訳
書
）。『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
、
第

四
部
』
冒
頭
部
分
の
ピ
シ
ョ
ー
の
仏
訳
は
、“J ’étais à V

enise, sur le pont des Soupirs, entre un palais et une pris-

on ”

と
い
う
も
の
で
あ
る）

（（
（

。
日
本
語
に
直
訳
す
れ
ば
、「
わ
た
し
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
、
宮
殿
と
監
獄
と
の
あ
い
だ
、『
た
め
い

き
』
の
橋
の
上
に
い
た
」、
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
だ
ろ
う
。
ピ
シ
ョ
ー
の
こ
う
い
う
仏
訳
に
対
し
て
コ
ク
ラ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

批
判
す
る
。

こ
の
訳
に
は
ふ
た
つ
の
誤
解
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
バ
イ
ロ
ン
が
橋
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
失
わ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
バ
イ
ロ
ン
の
文
法
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
ピ
シ
ョ
ー
の
思
い
こ
み
を
介
し
て
、
こ
の
監
獄
は
す
な
わ
ち
宮
殿

で
あ
り
、
こ
の
宮
殿
は
す
な
わ
ち
監
獄
で
あ
る
（the prison is a palace and the palace is a prison

）
と
い
う
含
意
、

そ
し
て
ま
た
、
バ
イ
ロ
ン
は
二
重
に
圧
迫
感
の
あ
る
ふ
た
つ
の
建
物
の
中
間
に
捉
え
ら
れ
た
状
態
で
立
っ
て
い
る
と
い
う
含

意
、（
た
し
か
に
、
英
語
を
母
語
と
す
る
読
者
の
な
か
で
も
ご
く
少
数
の
読
者
に
し
か
見
抜
け
な
い
こ
の
）
大
胆
な
含
意
が
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失
わ
れ
て
い
る）

（（
（

。

　

コ
ク
ラ
ン
の
指
摘
の
な
か
の
、
統
領
宮
殿
は
す
な
わ
ち
監
獄
だ
と
い
う
含
意
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
指
摘
は
、
興
味
深
い
だ
け

で
な
く
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
正
し
い
指
摘
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
う
一
方
の
、
こ
の
国
家
監
獄
は
す
な
わ
ち
宮
殿

だ
と
の
含
意
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
指
摘
に
は
（
同
一
内
容
の
反
復
と
い
う
の
で
な
い
か
ぎ
り
）
賛
成
し
が
た
い
よ
う
に
思
う
。

な
る
ほ
ど
、
イ
タ
リ
ア
語
の
「
パ
ラ
ッ
ツ
ォpalazzo

」
も
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
パ
レpalais

」
も
、
い
わ
ゆ
る
「
宮
殿
」
を
指
す

も
の
と
は
限
ら
ず
、（
多
く
は
公
共
の
）
大
建
築
物
の
呼
び
名
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
刑
務
所
を
イ
タ
リ
ア
語
な
ら

palazzo dei prigioni

、
フ
ラ
ン
ス
語
な
らpalais de prison

と
い
っ
て
お
か
し
く
な
い
。
し
か
し
、
英
語
でprison palace

あ
る
い
はpalace of prison

と
結
び
つ
け
る
の
は
ふ
つ
う
の
言
い
方
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
特
殊
な
、
た
と
え
ば
反
語
的
・
皮

肉
な
意
味
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
バ
イ
ロ
ン
の
自
注
に
い
う
、「
い
わ
ゆ
る
『
た
め
い
き
の
橋
』（
イ
ル
・
ポ
ン
テ
・
デ
イ
・
ソ
ス
ピ

ー
リ
）
は
統
領
宮
殿
を
国
家
監
獄
か
ら
隔
て
て
い
る
」、
と
い
う
書
き
方
か
ら
み
て
も
、
コ
ク
ラ
ン
の
読
み
方
に
は
無
理
が
あ
る

感
じ
が
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
バ
イ
ロ
ン
の
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
、
第
四
部
』
冒
頭
の
二
行
に
つ
い
て
は
、
も
う
ひ
と
り
た
い
へ

ん
興
味
深
い
読
み
方
を
し
た
人
物
が
い
る
。
そ
れ
が
英
国
の
画
家
タ
ー
ナ
ー
で
あ
る
。
タ
ー
ナ
ー
は
、『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
た
め

い
き
の
橋V

enice, the Bridge of Sighs

』
と
題
し
た
油
彩
〔
図
版
2
〕
を
一
八
四
○
年
に
王
立
ア
カ
デ
ミ
ー
展
に
展
示
し
た

の
だ
が
、
そ
の
際
の
カ
タ
ロ
グ
に
、
バ
イ
ロ
ン
の
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
、
第
四
部
』
の
詩
行
を
若
干
変
更
し
て
、

つ
ぎ
の
か
た
ち
で
載
せ
て
い
た）

（（
（

。
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I stood upon a bridge, a palace and

A
 prison on each hand.

─Byron

興
味
深
い
の
は
、
一
行
目
のand

の
つ
ぎ
の
改
行
で
あ
る
。
タ
ー
ナ
ー
の
改
行
を
意
図
的
な
意
味
の
区
切
り
と
見
な
せ
ば
、
一

行
目
の
後
半
は
、
宮
殿
が
ひ
と
つ
だ
け
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
二
行
目
は
、「
橋
の
ど
ち
ら
側
に
も
牢
獄
が
あ
る
」
こ
と

を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
行
全
体
と
し
て
は
、「
た
め
い
き
の
橋
」
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
一
方
の
端

に
は
宮
殿
が
あ
り
、
両
端
に
牢
獄
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
見
た
と
お
り
、
事
実
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
統

領
宮
殿
の
な
か
に
は
屋
根
裏
の
牢
獄
と
地
下
牢
が
あ
り
、「
た
め
い
き
の
橋
」
の
反
対
側
に
は
新
監
獄
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

面
白
い
の
は
、
一
旦
タ
ー
ナ
ー
の
読
み
方
を
経
由
し
て
バ
イ
ロ
ン
の
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
』
そ
の
も
の
の
詩
行
に
戻
っ

て
み
る
と
、“a palace ”

の
あ
と
に
軽
く
区
切
り
を
入
れ
て
、“a palace ” and “a prison on each hand ”

と
い
う
ふ
う
に
ふ

た
つ
の
ま
と
ま
り
と
読
み
直
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
そ
う
読
み
直
せ
ば
、
事
実
と
し
て
も
正
し
く
、
文
法
も
乱
れ
な
い

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
』
の
書
き
出
し
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
意
味
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
「
た
め
い
き
の
橋
」
の
う
え
に
立
っ
た
。

宮
殿
が
あ
り
、
橋
の
両
端
は
牢
獄
だ
っ
た
。
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さ
ら
に
こ
の
よ
う
に
、
宮
殿
は
ひ
と
つ
だ
が
、
牢
獄
は
橋
の
両
側
に
あ
る
、
と
読
み
直
す
と
、
重
要
な
も
う
ひ
と
つ
の
含
意
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
橋
の
あ
た
り
、
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
国
政
の
中
枢
付
近
で

圧
倒
的
な
存
在
感
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
じ
つ
は
牢
獄
だ
、
と
い
う
含
意
で
あ
る
。
こ
う
読
む
な
ら
、
統
領
宮
殿
脇
の
小
運
河
を

挟
ん
だ
向
か
い
の
新
監
獄
の
建
物
は
、
統
領
宮
殿
内
部
に
あ
っ
た
天
井
裏
の
牢
獄
と
地
下
の
牢
獄
だ
け
で
は
部
屋
数
が
足
り
な
く

な
っ
た
た
め
に
増
設
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
史
実
に
、
あ
ら
た
め
て
光
を
当
て
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
読
み

方
に
し
た
が
え
ば
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
政
治
体
制
は
、
十
六
世
紀
後
半
～
十
七
世
紀
初
頭
ま
で
に
は
多
数
の
牢
獄
を
必
要

と
す
る
〈
圧
政
〉
に
変
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
も
、
先
の
引
用
の
な
か
で
、「
た
め
い
き
の
橋
」

と
新
監
獄
に
つ
い
て
、「
こ
の
橋
の
外
見
は
優
雅
で
あ
り
、
監
獄
の
フ
ァ
サ
ー
ド
も
賛
美
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
、

圧
政
や
不
幸
（la tyrannie et le m
alheur

）
に
つ
い
て
も
、
美
し
さ
を
避
け
て
は
通
れ
な
い
と
い
う
わ
け
だ
」、
と
書
い
て
い

た
の
が
思
い
出
さ
れ
る
。
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
の
文
章
で
は
、「
た
め
い
き
の
橋
」
と
新
監
獄
は
〈
圧
政
〉
を
象
徴
す
る
建
造
物

と
し
て
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
〈
圧
政
〉
に
よ
る
人
民
の
不
幸
を
象
徴
す
る
建
造
物
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
統
領
宮
殿
に
つ
い
て
は
、
客
観
的
な
事
実
を
思
い
出
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
統
領
宮
殿
と
い
う
建
物
の

内
部
に
は
、
統
領
の
執
務
室
お
よ
び
そ
の
家
族
の
た
め
の
複
数
の
居
室
が
あ
り
、
大
評
議
会
や
元
老
院
な
ど
の
議
事
が
遂
行
さ
れ

る
複
数
の
部
屋
が
あ
り
、
四
十
人
委
員
会
や
十
人
委
員
会
に
よ
る
裁
判
が
お
こ
な
わ
れ
る
複
数
の
部
屋
が
あ
り
、
屋
根
裏
と
地
下

に
牢
獄
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
建
物
は
、
統
領
公
邸
、
議
事
堂
、
裁
判
所
、
監
獄
を
す
べ
て
収
め
る
複
合
施
設
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
四
種
の
機
能
の
な
か
か
ら
、
統
領
公
邸
（palace

）
と
監
獄
（prison

）
だ
け
に
注
目
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す

で
に
、
バ
イ
ロ
ン
あ
る
い
は
タ
ー
ナ
ー
に
よ
っ
て
重
要
な
選
択
的
判
断
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ヴ
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ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
法
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
の
判
断
、
あ
る
い
は
法
の
乱
用
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
判
断
に
関
わ
っ
て
く

る
の
だ
が
、
そ
の
点
は
次
節
で
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三

　『フ
ォ
ス
カ
リ
家
の
ふ
た
り
』『
マ
リ
ー
ノ
・
フ
ァ
リ
エ
ー
ロ
』
に
よ
る
正
義
の
国
家
像
の
転
倒

　
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
』
の
冒
頭
近
く
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
連
が
あ
る
。

し
か
し
、
わ
れ
ら
英
国
人
に
対
す
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
魅
力
は

歴
史
の
な
か
の
名
前
を
越
え
る
も
の
、

そ
し
て
ま
た
、
統
領
も
お
ら
ず
支
配
力
も
失
っ
た
町
の
う
え
で

朧
気
な
落
胆
の
姿
を
見
せ
る
数
多
の
偉
人
た
ち
の
亡
霊
を
越
え
る
も
の
。

わ
れ
ら
の
記
念
碑
は
リ
ア
ル
ト
橋
と
と
も
に
朽
ち
る
も
の
で
な
い

シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
と
ム
ー
ア
人
、
そ
し
て
ピ
エ
ー
ル
は

流
さ
れ
も
せ
ず
、
す
り
減
り
も
せ
ぬ
、
ア
ー
チ
の
か
な
め
石
だ

（O
urs is a trophy w

hich w
ill not decay

W
ith the Rialto; Shylock and the M

oor,

A
nd Pierre, can not be sw

ept or w
orn aw

ay

─
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T
he keystones of the arch!

）

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
終
わ
っ
て
も
、
わ
れ
ら
の
た
め
に
は

寂
し
い
河
岸
に
住
む
人
た
ち
が
居
続
け
る）

（（
（

　

こ
こ
で
バ
イ
ロ
ン
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
英
国
人
は
以
前
か
ら
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
舞
台
に
す
る
文
学
（
演
劇
）
作
品
に
親
し

ん
で
い
て
、
そ
れ
ら
の
文
学
（
演
劇
）
作
品
を
今
後
も
読
み
続
け
る
（
見
続
け
る
）
だ
ろ
う
か
ら
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
都
市

が
滅
ん
で
も
、
英
国
人
の
心
の
な
か
で
は
文
学
（
演
劇
）
の
登
場
人
物
は
生
き
続
け
る
、
と
い
う
こ
と
だ
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、

こ
れ
ら
の
詩
行
の
な
か
で
特
筆
さ
れ
て
い
る
の
が
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
と
ム
ー
ア
人
─
─
と
り
わ
け
、
今
回
の
拙
論
と
の
関
連
で
は
シ

ャ
イ
ロ
ッ
ク
─
─
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
イ
ロ
ン
の
い
う
「
ム
ー
ア
人
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア

（W
illiam

 Shakespeare, 1564

─1616
）
作
『
オ
セ
ロO

thello, the M
oor of V

enice

』（1604

初
演
）
の
主
人
公
オ
セ
ロ
の

こ
と
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
バ
イ
ロ
ン
が
心
の
な
か
か
ら
消
え
去
る
こ
と
が
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
が
、
北
ア
フ
リ
カ
出
身

の
黒
人
で
外
国
人
の
オ
セ
ロ
で
あ
っ
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
デ
ス
デ
モ
ー
ナ
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
オ
セ
ロ
の

場
合
に
は
、
芝
居
の
主
人
公
で
あ
る
か
ら
、
当
然
だ
と
い
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
場
合
は
ど
う
か
。
バ
イ

ロ
ン
は
な
ぜ
、『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人T

he M
erchant of V

enice
』（1600

初
版
）
の
タ
イ
ト
ル
ロ
ー
ル
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
大

商
人
で
あ
る
ア
ン
ト
ニ
オ
や
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
法
律
を
鮮
や
か
に
運
用
す
る
女
性
ポ
ー
シ
ャ
を
忘
れ
が
た
い
登
場
人
物
と
し
て

選
び
出
さ
ず
に
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
外
国
人
で
あ
る
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
を
選
び
出
す
の
か
。

　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
と
い
う
戯
曲
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
外
国
人
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
が
、
日
頃
か
ら
恨
ん
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で
い
た
ア
ン
ト
ニ
オ
を
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
法
律
を
“
冷
酷
無
情
”
か
つ
“
愚
か
に
も
”
厳
密
に
運
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
合

法
的
に
殺
そ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
ポ
ー
シ
ャ
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
法
律
を
や
は
り
厳
密
に
“
賢
く
”
運
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
市
民
ア
ン
ト
ニ
オ
の
命
を
守
る
ば
か
り
か
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
市
民
の
命
を
狙
っ
た
“
非
道

な
”
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
財
産
を
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
国
家
に
没
収
し
、“
慈
悲
深
く
”
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
さ
せ
、
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の

“
愚
か
さ
”
を
、
登
場
人
物
た
ち
と
観
客
が
い
っ
し
ょ
に
笑
う
の
が
正
統
的
解
釈
に
な
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
戯
曲
は
、

（
す
く
な
く
と
も
表
向
き
に
は
）
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
国
家
の
正
当
性
、
そ
の
国
家
の
法
律
の
正
当
性
、
キ
リ
ス

ト
教
的
慣
行
の
正
当
性
（
利
子
を
取
ら
な
い
）、
と
い
っ
た
ひ
と
か
た
ま
り
の
も
の
の
正
当
性
を
基
盤
に
書
か
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
バ
イ
ロ
ン
は
、
ど
う
や
ら
そ
う
い
う
正
当
性
の
側
に
は
立
た
ず
、
む
し
ろ
そ
の
“
正
当
性
”
に
よ
っ
て
裁
か
れ
嘲
笑
さ
れ

る
ユ
ダ
ヤ
人
の
側
に
立
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
バ
イ
ロ
ン
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
国
家
の
市
民
に
は
し
て
も

ら
え
な
か
っ
た
異
邦
人
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
人
、
異
分
子
か
つ
底
辺
的
存
在
の
側
か
ら
芝
居
を
見
直
す
視
点
を
持
っ
て
い
た
ら
し
い
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
シ
ャ
イ
ロ
ッ
ク
の
側
か
ら
捉
え
直
せ
ば
、『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
と
い
う
喜
劇
は
笑
え
な
い
劇

と
な
り
、
劇
中
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
国
家
の
法
の
あ
り
方
も
、
そ
の
運
用
の
仕
方
も
、
疑
惑
に
満
ち
た
も
の
に
変
わ
る
の
で

あ
る
。

　

バ
イ
ロ
ン
に
は
『
マ
リ
ー
ノ
・
フ
ァ
リ
エ
ー
ロM

arino Faliero, D
oge of V

enice

』（1821

）、『
フ
ォ
ス
カ
リ
家
の
ふ
た
り

T
he T

w
o Foscari

』（1821

）
と
い
う
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
舞
台
と
す
る
ふ
た
つ
の
詩
劇
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
、
シ
ェ
ー
ク
ス

ピ
ア
の
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
で
は
当
然
の
よ
う
に
讃
え
ら
れ
て
い
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
法
の
あ
り
方
と
運
用
と
を
強
く
批
判
す

る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
バ
イ
ロ
ン
は
、
こ
の
ふ
た
つ
の
戯
曲
で
、
英
国
に
行
き
渡
っ
て
い
た
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
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ア
的
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
像
を
転
倒
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
え
な
く
も
な
い
だ
ろ
う
。

　
『
マ
リ
ー
ノ
・
フ
ァ
リ
エ
ー
ロ
』
も
『
フ
ォ
ス
カ
リ
家
の
ふ
た
り
』
も
バ
イ
ロ
ン
の
作
品
の
な
か
で
今
で
は
注
目
を
引
く
作
品

で
は
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
九
世
紀
に
は
、
前
者
は
ド
ニ
ゼ
ッ
テ
ィ（Gaetano D

onizetti, 1797

─

1848

）、
後
者
は
ヴ
ェ
ル
デ
ィ（Giuseppe V

erdi, 1813

─1901

）
と
い
う
い
ず
れ
も
人
気
作
曲
家
に
よ
っ
て
オ
ペ
ラ
化
さ
れ
る
ほ

ど
に
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
（M

arino Faliero, 1835

初
演
。I D

ue Foscari, 1844

初
演
）。
そ
し
て
、

そ
の
後
も
、
オ
ペ
ラ
と
し
て
上
演
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
バ
イ
ロ
ン
の
精
神
は
生
き
延
び
た
と
も
い
え
る
。

　

バ
イ
ロ
ン
の
『
マ
リ
ー
ノ
・
フ
ァ
リ
エ
ー
ロ
』
は
、
十
四
世
紀
末
、
統
領
マ
リ
ー
ノ
・
フ
ァ
リ
エ
ー
ロ
が
、
一
部
の
民
衆
と
手

を
組
ん
で
貴
族
集
団
の
殺
害
を
企
て
た
た
め
に
、
国
家
反
逆
の
罪
で
斬
首
刑
に
処
さ
れ
た
事
件
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
バ
イ
ロ
ン

の
劇
の
展
開
の
な
か
で
は
、
統
領
の
行
動
の
直
接
の
動
機
に
関
し
て
は
、
老
統
領
の
若
妻
の
不
倫
疑
惑
を
公
の
場
に
書
き
付
け
た

ひ
と
り
の
貴
族
に
対
す
る
法
廷
の
処
罰
が
軽
す
ぎ
る
こ
と
に
立
腹
し
た
こ
と
、
ま
た
、
民
衆
側
の
首
謀
者
の
直
接
の
動
機
に
関
し

て
は
、
や
は
り
同
一
の
貴
族
に
よ
っ
て
暴
力
を
振
る
わ
れ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
示
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
劇
で

重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
直
接
の
原
因
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
遠
因
・
基
盤
と
し
て
統
領
お
よ
び
民
衆
の
指
導
者
側
に
あ
っ
た
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
国
政
に
対
す
る
不
満
感
な
ら
び
に
（
主
観
的
な
）
正
義
感
で
あ
る
。
統
領
の
認
識
は
、
つ
ぎ
の
ふ
た
つ
の
台
詞

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

正
義
を
求
め
る
一
般
市
民
と
し
て
も
、
正
義
を
命
じ
る
元
首
と
し
て
も
だ
が
、
そ
れ
ら
ふ
た
つ
の
権
利
を
ど
ち
ら
も
貴
族
ど

も
は
わ
た
し
か
ら
欺
き
取
っ
た
の
だ
よ
（
こ
の
町
で
は
、
元
首
と
い
え
ど
も
市
民
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
ね）

（（
（

）。
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（
独
白
）
…
…
百
の
手
を
持
つ
こ
の
元
老
院
で
支
配
を
振
る
っ
て
人
民
を
無
視
し
、
君
主
を
た
だ
の
見
せ
物
に
し
て
い
る
ブ

リ
ア
レ
オ
ス
の
王
笏
を
、
わ
し
の
手
で
た
た
き
つ
ぶ
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か）

（（
（

。

民
衆
側
の
首
謀
者
の
認
識
は
、
つ
ぎ
の
台
詞
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

全
人
民
が
、
不
当
な
扱
い
を
強
く
感
じ
、
苦
し
み
に
呻
い
て
お
り
ま
す
。
元
老
院
に
雇
わ
れ
て
い
る
外
国
人
傭
兵
た
ち
は
支

払
い
の
遅
延
に
不
満
を
抱
い
て
お
り
ま
す
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
水
兵
た
ち
も
市
民
軍
兵
士
た
ち
も
、
傭
兵
た
ち
と
同
様
に

感
じ
て
お
り
ま
す
。
彼
ら
の
な
か
で
、
兄
弟
・
両
親
・
子
供
・
妻
・
姉
妹
が
、
貴
族
に
よ
る
抑
圧
（oppression

）
の
被
害

や
、
貴
族
の
堕
落
（pollution

）
に
よ
る
被
害
を
被
ら
な
か
っ
た
者
は
ひ
と
り
も
い
な
い
の
で
す）

（（
（

。

要
す
る
に
、
ク
ー
デ
タ
ー
を
企
て
る
側
に
よ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
国
政
に
関
す
る
認
識
は
、
貴
族
集
団
が
、
元
首
で
あ
る
統
領
か

ら
も
、
人
民
か
ら
も
“
正
当
な
”
権
利
を
剥
奪
し
、
圧
政
か
つ
堕
落
し
た
政
治
を
営
ん
で
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
彼
ら
の
計
画
し
て
い
る
ク
ー
デ
タ
ー
は
そ
う
い
う
政
治
か
ら
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
を
解
放
す
る
企
て
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
貴
族
集
団
側
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
国
法
を
盾
に
取
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
、
十
人
委
員
会
委
員
長
に
よ
る

つ
ぎ
の
よ
う
な
台
詞
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、「
十
人
委
員
会Consiglio dei D

ieci

」
は
、
緊
急
で
秘
密
を
要
す
る
重
要
事
件
を

処
理
し
た
り
、
武
装
反
乱
や
貴
族
の
分
派
活
動
を
見
張
る
内
務
警
察
と
し
て
機
能
し
て
い
た
機
関
で
あ
る
。
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こ
の
者
ど
も
の
多
岐
に
わ
た
る
明
白
な
犯
罪
が
こ
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
た
の
ち
、
今
残
る
の
は
、
こ
れ
ら
強
情
な
者
ど
も
に
、

法
に
よ
る
宣
告
を
下
す
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
…
…
わ
た
く
し
の
在
任
期
間
が
、
こ
れ
か
ら
の
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
、
正
義

に
し
て
自
由
な
国
家
（a just and free state

）
に
対
す
る
ま
こ
と
に
汚
ら
わ
し
く
込
み
入
っ
た
こ
の
反
逆
の
起
き
た
と

き
だ
と
い
う
烙
印
を
押
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
は
、
嘆
か
わ
し
い
。
こ
の
国
は
、
サ
ラ
セ
ン
の
輩
、
分
離
主
義
の
ギ
リ
シ
ア

人
、
野
蛮
な
フ
ン
族
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
野
蛮
な
フ
ラ
ン
ク
族
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
防
波
堤
と
し
て
世
界
中
で
知
ら
れ
、

…
…）

（（
（

し
か
し
な
が
ら
、
統
領
を
裁
く
た
め
の
法
が
あ
る
か
ど
う
か
を
統
領
か
ら
詰
問
さ
れ
る
場
面
で
、
こ
の
委
員
長
（
ベ
ン
イ
ン
テ
ン

デ
）
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
返
答
す
る
。

統
領　

わ
た
し
は
、
地
位
の
低
い
者
た
ち
に
対
し
て
答
弁
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
、
諸
君
に
わ
た
し
を
裁
く
法
的
権
限
が
あ

る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
法
律
を
見
せ
て
も
ら
お
う
。

ベ
ン
イ
ン
テ
ン
デ　

火
急
の
場
合
に
は
、
法
は
改
正
や
修
正
を
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
（O

n great em
ergencies, / 

T
he law

 m
ust be rem

odell ’d or am
ended

）
（（
（

）。

委
員
長
の
こ
の
台
詞
は
、
目
下
、
統
領
を
裁
い
て
い
る
の
は
超
法
規
的
措
置
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
貴
族
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集
団
側
に
よ
る
法
の
乱
用
を
示
唆
し
て
い
る
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
貴
族
集
団
側
か
ら
す
れ
ば
、
国
家
元
首
で
あ
る
統
領

が
国
家
に
反
逆
す
る
こ
と
は
法
の
想
定
外
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
と
い
う
理
由
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
理
由
付
け
る
こ
と
は
、

国
家
と
は
す
な
わ
ち
貴
族
集
団
の
こ
と
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
を
生
じ
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
貴
族
寡
頭
政
治
は
正
し

い
政
体
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
バ
イ
ロ
ン
の
詩
劇
『
マ
リ
ー
ノ
・
フ
ァ
リ
エ
ー
ロ
』
で
は
、
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
は
「
正
義
の
国
家
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
こ
の
劇
は
（“
正
統
的
”
に
解

釈
さ
れ
る
場
合
の
）
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
に
描
か
れ
る
正
義
の
国
家
と
い
う
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
像
を
転
倒
さ
せ

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
、
バ
イ
ロ
ン
の
『
マ
リ
ー
ノ
・
フ
ァ
リ
エ
ー
ロ
』
で
は
、
統
領
宮
殿
が
そ
の
な
か
に
屋
根
裏
牢
と
地
下
牢
を
含
む

建
物
だ
と
い
う
事
実
を
越
え
て
、
統
領
宮
殿
＝
牢
獄
、
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
統
領

の
つ
ぎ
の
よ
う
な
台
詞
で
あ
る
。
な
お
、
統
領
宮
殿
は
、
統
領
の
公
邸
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
貴
族
政
治
の
お
こ
な
わ
れ
る
議

会
・
委
員
会
の
場
で
も
あ
り
、
裁
判
の
お
こ
な
わ
れ
る
法
廷
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
き
た
い
。

結
果
と
し
て
、
わ
た
し
は
家
来
ど
も
の
奴
隷
と
な
り
、
…
…
衛
兵
の
代
わ
り
に
ス
パ
イ
た
ち
に
取
り
巻
か
れ
、
…
…
自
由
の

代
わ
り
に
虚
飾
を
身
に
ま
と
い
、
枢
密
院
の
代
わ
り
に
獄
吏
た
ち
に
、
友
の
代
わ
り
に
国
家
審
問
官
た
ち
に
取
り
囲
ま
れ
て
、

生
き
地
獄
の
な
か
に
い
た
（So that I w

as a slave to m
y ow

n subjects; . . . / Begirt w
ith spies for guards . . . 

/ W
ith pom

p for freedom
 -- gaolers for a council . . . and hell for life

）
（（
（

）。
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さ
き
ほ
ど
、
ピ
ー
タ
ー
・
コ
ク
ラ
ン
が
、『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
』
の
詩
行“A

 palace and a prison on each hand ”
に
つ
い
て
、
こ
の
宮
殿
は
す
な
わ
ち
監
獄
だ
と
い
う
意
味
を
バ
イ
ロ
ン
は
含
ま
せ
た
、
と
指
摘
し
た
の
は
正
し
い
だ
ろ
う
、
と
わ

た
く
し
は
書
い
た
。「
正
し
い
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
の
は
、『
マ
リ
ー
ノ
・
フ
ァ
リ
エ
ー
ロ
』
の
な
か
で
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
統
領

フ
ァ
リ
エ
ー
ロ
の
意
識
の
問
題
と
し
て
、
自
分
の
住
む
宮
殿
を
す
な
わ
ち
牢
獄
と
表
象
す
る
原
型
的
認
識
は
、
す
で
に
『
チ
ャ
イ

ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
』
執
筆
の
段
階
の
バ
イ
ロ
ン
に
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
意
味
だ
っ
た
。

　

バ
イ
ロ
ン
の
書
い
た
も
う
ひ
と
つ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
も
の
の
詩
劇
『
フ
ォ
ス
カ
リ
家
の
ふ
た
り
』
の
な
か
で
も
、
や
は
り
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
貴
族
寡
頭
政
治
、
お
よ
び
そ
の
政
治
体
制
に
よ
る
法
の
乱
用
へ
の
批
判
は
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
劇
は
、
フ
ォ
ス
カ
リ
家
に
よ
っ
て
父
と
叔
父
を
毒
殺
さ
れ
た
と
思
い
こ
み
復
讐
を
企
て
て
い
る
ひ
と
り
の
貴
族
が
、（
自
ら
構

成
員
で
あ
る
）
委
員
会
（
十
人
委
員
会
を
核
と
す
る
拡
大
委
員
会
）
を
操
り
な
が
ら
、
フ
ォ
ス
カ
リ
家
の
父
子
の
命
を
“
合
法

的
”
に
奪
う
筋
立
て
と
な
っ
て
い
る
。
法
の
乱
用
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
対
話
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

対
話
は
、
復
讐
を
実
行
し
て
い
る
貴
族
ロ
レ
ダ
ー
ノ
と
、
そ
れ
に
批
判
的
な
元
老
院
議
員
バ
ル
バ
ー
リ
ゴ
と
の
対
話
で
あ
る
。
ロ

レ
ダ
ー
ノ
は
拡
大
委
員
会
で
統
領
フ
ォ
ス
カ
リ
に
退
位
を
勧
告
す
る
決
議
を
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

バ
ル
バ
ー
リ
ゴ　

も
し
統
領
が
退
位
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
す
る
の
か
ね
。

ロ
レ
ダ
ー
ノ　

別
の
統
領
を
選
び
出
し
て
、
あ
い
つ
を
無
効
に
す
る
。

バ
ル
バ
ー
リ
ゴ　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
に
法
的
根
拠
は
あ
る
だ
ろ
う
か
（But the law

s uphold us?

）。

ロ
レ
ダ
ー
ノ　

法
律
な
ど
問
題
で
は
な
い
。
十
人
委
員
会
こ
そ
が
法
律
な
の
で
す
。
仮
に
委
員
会
が
法
律
で
な
い
の
な
ら
、



27　　「ためいきの橋」の出現と正義の国ヴェネツィア像の転倒

こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
私
が
立
法
し
よ
う
（W

hat law
s?

─ “T
he T

en ” are law
s; and if they w

ere not, I 

w
ill be the legislator in this business

）。

バ
ル
バ
ー
リ
ゴ　

君
の
身
が
危
険
に
な
る
の
で
は
。

ロ
レ
ダ
ー
ノ　

危
険
は
皆
無
。
わ
れ
わ
れ
の
権
力
は
絶
大
な
の
で
す）

（（
（

。

そ
し
て
、
事
実
、
ロ
レ
ダ
ー
ノ
は
拡
大
委
員
会
を
説
得
し
て
、（
お
そ
ら
く
法
的
根
拠
は
な
い
ま
ま
）
統
領
の
退
位
勧
告
を
出
さ

せ
、
ま
た
つ
ぎ
の
統
領
を
選
出
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
戯
曲
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
で
は
貴
族
寡
頭
政
治
集
団
に
よ
っ
て

法
の
乱
用
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
は
正
義
の
国
家
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
を
提
示
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、『
マ
リ
ー
ノ
・
フ
ァ
リ
エ
ー
ロ
』
で
は
、
統
領
宮
殿
＝
牢
獄
、
と
い
う
表
象
が
な
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。『
フ
ォ
ス
カ
リ
家
の
ふ
た
り
』
で
は
、
さ
ら
に
イ
メ
ー
ジ
が
拡
大
し
、
い
わ
ば
、
町
全
体
を
牢

獄
と
し
て
表
現
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
提
示
さ
れ
る
。『
フ
ォ
ス
カ
リ
家
の
ふ
た
り
』
の
な
か
で
は
、
統
領
の
息
子
を
、
十
人
委
員
会

が
、
統
領
の
面
前
で
、
統
領
を
な
い
が
し
ろ
に
し
つ
つ
、
拷
問
し
審
問
す
る
展
開
と
な
る
。
つ
ぎ
の
重
要
な
台
詞
は
、
統
領
の
息

子
の
嫁
（
マ
リ
ー
ナ
）、
統
領
、
そ
し
て
復
讐
者
で
十
人
委
員
会
委
員
の
ロ
レ
ダ
ー
ノ
、
と
い
う
三
者
に
よ
る
口
論
の
場
面
で
あ

る
。

マ
リ
ー
ナ　

…
…
お
義
父
さ
ま
は
君
主
、
君
主
に
等
し
い
貴
族
で
す
。
で
は
、
わ
た
く
し
は
何
な
の
で
す
か
。
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ロ
レ
ダ
ー
ノ　

貴
族
の
家
の
出
の
者
で
す
。

マ
リ
ー
ナ　

し
か
も
同
等
に
高
貴
な
貴
族
に
嫁
し
た
者
で
す
。
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
の
自
由
な
考
え
を
封
じ
よ
う
と
す
る
存

在
と
は
何
、
あ
る
い
は
誰
で
す
。

ロ
レ
ダ
ー
ノ　

そ
の
存
在
と
は
、
あ
な
た
の
夫
を
裁
い
て
い
る
審
判
者
た
ち
の
存
在
で
す
よ
。

統
領　

そ
れ
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
統
治
を
し
て
い
る
人
々
の
口
か
ら
出
る
軽
微
な
言
葉
で
も
、
敬
意
が
払
わ
れ
る
べ
き
な

の
だ
。

マ
リ
ー
ナ　

そ
の
原
則
を
当
て
は
め
る
の
は
、
あ
な
た
た
ち
の
支
配
下
の
、
怯
え
て
い
る
多
数
の
職
人
た
ち
、
商
人
た
ち
、

ダ
ル
マ
チ
ア
人
や
ギ
リ
シ
ア
人
の
奴
隷
た
ち
、
朝
貢
国
民
た
ち
、
黙
り
こ
く
っ
て
い
る
市
民
た
ち
、
仮
面
を
被
っ
た
貴

族
た
ち
、
警
官
た
ち
、
ス
パ
イ
た
ち
、
ガ
レ
ー
船
の
奴
隷
や
そ
の
他
の
奴
隷
た
ち
に
対
し
て
で
し
ょ
う
。
あ
の
者
た
ち

に
と
っ
て
は
、
あ
な
た
た
ち
が
ひ
と
を
真
夜
中
に
引
っ
立
て
て
溺
死
さ
せ
た
り
、
統
領
宮
殿
の
屋
根
に
接
す
る
牢
獄
や

水
面
下
の
牢
獄
、
あ
な
た
た
ち
の
秘
密
の
会
合
、
公
開
さ
れ
な
い
判
決
、
突
然
の
処
刑
、「
た
め
い
き
の
橋Bridge of 

Sighs

」、
絞
首
刑
の
部
屋
、
拷
問
の
道
具
な
ど
を
使
う
か
ら
、
あ
な
た
た
ち
は
こ
の
世
界
と
は
別
の
悪
し
き
世
界
の
住

人
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。
さ
き
ほ
ど
の
原
則
は
彼
ら
の
た
め
に
取
っ
て
お
く
と
よ
い
。
わ
た
く
し
は
あ
な
た
た
ち
な

ど
怖
く
は
な
い）

（（
（

。

マ
リ
ー
ナ
の
台
詞
で
は
、
十
人
委
員
会
を
中
心
と
す
る
少
数
の
貴
族
集
団
が
、
他
の
貴
族
、
市
民
、
民
衆
、
…
…
と
い
う
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
の
住
民
の
大
部
分
を
奴
隷
さ
な
が
ら
に
支
配
し
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ヴ
ェ
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ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
町
は
、
大
部
分
の
住
人
に
と
っ
て
は
牢
獄
同
然
の
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
＝
牢
獄
。

　

と
こ
ろ
で
、
マ
リ
ー
ナ
の
こ
の
台
詞
の
な
か
に
は
「
た
め
い
き
の
橋Bridge of Sighs

」
へ
の
言
及
が
あ
る
。
同
様
に
ま
た
、

『
マ
リ
ー
ノ
・
フ
ァ
リ
エ
ー
ロ
』
に
も
こ
の
橋
へ
の
言
及
が
あ
る
。
し
か
し
、
バ
イ
ロ
ン
の
『
フ
ォ
ス
カ
リ
家
の
ふ
た
り
』
に
描

か
れ
た
事
件
の
起
き
た
の
は
十
五
世
紀
半
ば
の
こ
と
で
あ
り
、『
マ
リ
ー
ノ
・
フ
ァ
リ
エ
ー
ロ
』
に
描
か
れ
た
事
件
は
さ
ら
に
古

く
、
十
四
世
紀
末
の
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
す
で
に
見
た
と
お
り
、「
た
め
い
き
の
橋
」
の
建
設
は
十
七
世
紀
の
初
頭
の
こ
と
だ

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
マ
リ
ー
ノ
・
フ
ァ
リ
エ
ー
ロ
事
件
の
と
き
に
も
、
フ
ォ
ス
カ
リ
家
の
事
件
の
と
き
に
も
、「
た
め
い
き
の

橋
」
は
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
史
実
か
ら
い
え
ば
、
バ
イ
ロ
ン
の
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
戯
曲
に
は
時
代
錯
誤
が
あ
る
。
し
か

し
、
バ
イ
ロ
ン
は
お
そ
ら
く
は
そ
れ
は
承
知
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
橋
は
、
バ
イ
ロ
ン
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
お
こ
な
わ

れ
て
い
た
と
考
え
て
い
た
圧
政
、
住
民
の
感
じ
て
い
た
恐
怖
、
牢
獄
と
し
て
の
町
、
を
象
徴
す
る
建
造
物
と
し
て
ぜ
ひ
と
も
書
き

込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。『
マ
リ
ー
ノ
・
フ
ァ
リ
エ
ー
ロ
』
の
な
か
で
は
、「
た
め
い
き
の
橋
」
が
、
民
衆
側

の
ク
ー
デ
タ
ー
首
謀
者
の
台
詞
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
首
謀
者
（
イ
ズ
ラ
エ
ル
・
ベ
ル
ト
ゥ
ッ
チ

ョ
）
は
、
統
領
を
陰
謀
に
巻
き
込
も
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

統
領　

お
前
た
ち
の
総
数
は
何
人
だ
。

ベ
ル
ト
ゥ
ッ
チ
ョ　
〔
ク
ー
デ
タ
ー
の
指
導
者
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
へ
の
〕
返
答
を
い
た
だ
く
ま
で
は
、
そ
の
問
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に
は
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

統
領　

な
ん
だ
と
。
わ
た
し
を
威
嚇
す
る
つ
も
り
か
。

ベ
ル
ト
ゥ
ッ
チ
ョ　

け
っ
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
自
身
は
自
分
が
計
略
に
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
き

ら
か
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
宮
殿
の
土
台
を
蝕
む
地
下
の
謎
め
い
た
井
戸
の
な
か
で
拷
問
を
受
け
よ

う
と
も
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
恐
ろ
し
い
独
房
、「
な
ま
り
の
屋
根
」
の
な
か
で
拷
問
を
受
け
よ
う
と
も
、
わ
た
し
は
他
の

者
た
ち
の
名
前
を
ひ
と
つ
も
漏
ら
し
は
し
な
い
。「
ポ
ッ
ツ
ィ
」
も
「
ピ
オ
ン
ビ
」
も
わ
た
し
に
は
効
果
が
な
い
の
で

す
。
わ
た
し
の
身
体
か
ら
血
を
絞
り
出
す
こ
と
は
で
き
て
も
、
け
っ
し
て
裏
切
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
恐
怖
の

「
た
め
い
き
の
橋Bridge of Sighs

」
で
さ
え
、
わ
た
し
は
喜
ん
で
渡
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
の
足
音
が
地
獄

の
川
の
う
え
、
殺
す
者
〔
の
貴
族
〕
た
ち
と
殺
さ
れ
る
者
た
ち
と
の
あ
い
だ
を
流
れ
て
牢
獄
の
壁
と
宮
殿
の
壁
と
を
洗

っ
て
い
る
地
獄
の
川
の
う
え
で
鳴
る
最
後
の
足
音
に
な
る
に
違
い
な
い
と
思
う
か
ら
で
す
。
生
き
延
び
て
、
こ
の
度
の

こ
と
を
考
え
、
わ
た
し
の
敵か

た
きを

取
っ
て
く
れ
る
人
た
ち
が
現
れ
る
か
ら
で
す）

（（
（

。

こ
の
台
詞
の
な
か
で
の
「
た
め
い
き
の
橋
」
は
、
獄
舎
と
統
領
宮
殿
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
橋
、
殺
人
者
で
あ
る
貴
族
集
団
と
そ

の
哀
れ
な
被
害
者
た
ち
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
恐
ろ
し
い
橋
、
そ
の
下
を
流
れ
る
運
河
は
地
獄
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
描
き
出
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
ま
た
、『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
』
の
冒
頭
に
書
か
れ
た
「
た
め
い
き
の
橋
」
や
、
画
家
タ
ー
ナ
ー

が
絵
画
に
表
現
し
た
「
た
め
い
き
の
橋
」
の
内
容
を
あ
り
あ
り
と
照
ら
し
出
す
も
の
で
も
あ
る
。
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お
わ
り
に

　

こ
の
拙
文
で
は
、
ま
ず
、
現
在
で
は
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
最
大
の
観
光
名
所
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
「
た
め
い
き
の
橋
」

を
め
ぐ
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
し
た
。

（
一
）
現
在
「
た
め
い
き
の
橋
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
橋
は
、
架
橋
さ
れ
た
一
六
○
○
年
代
初
頭
か
ら
百
数
十
年
以
上
の
あ
い
だ
、

さ
ほ
ど
の
関
心
を
ひ
く
建
造
物
で
も
な
く
、「
た
め
い
き
の
橋
」
と
い
う
呼
び
名
も
な
く
、（
呼
び
名
の
由
来
で
あ
る
）
囚
人
が
た

め
い
き
を
つ
く
場
所
と
い
う
連
想
も
伴
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
。

（
二
）
一
七
八
○
年
の
少
し
前
あ
た
り
か
ら
現
地
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
「il Ponte dei Sospiri

」
と
イ
タ
リ
ア
語
で
呼
び
慣
わ
さ
れ

は
じ
め
た
ら
し
い
こ
と
（
そ
の
た
め
に
は
、
む
ろ
ん
、
囚
人
が
た
め
い
き
を
つ
く
場
所
と
い
う
連
想
が
さ
き
に
生
じ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
）。

（
三
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
の
著
名
人
バ
イ
ロ
ン
の
『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
、
第
四
部
』
冒
頭
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、「
た
め
い
き
の
橋
」
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
ひ
と
が
知
る
名
所
に
な
っ
て
い
っ
た
ら
し
い
こ
と
。

（
四
）
バ
イ
ロ
ン
に
よ
っ
て
「il Ponte dei Sospiri

」
と
い
う
イ
タ
リ
ア
語
の
名
称
が
「the Bridge of Sighs

」
と
英
訳
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
橋
は
英
国
で
〈
わ
れ
ら
の
「
た
め
い
き
の
橋
」〉
に
な
っ
て
い
っ
た
ら
し
い
こ
と
。
そ
し
て
ま
た
「
た
め

い
き
の
橋
」
は
、
バ
イ
ロ
ン
に
よ
る
英
訳
を
き
っ
か
け
に
（
お
そ
ら
く
は
ピ
シ
ョ
ー
に
よ
る
仏
訳
「le Pont des Soupirs

」
な

ど
も
媒
介
に
し
な
が
ら
）、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
〈
わ
れ
ら
の
「
た
め
い
き
の
橋
」〉
に
な
っ
て
い
っ
た
だ
ろ
う
と
い
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う
こ
と
。

　

こ
の
拙
文
で
は
さ
ら
に
、『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
、
第
四
部
』
冒
頭
の“I stood in V

enice on the Bridge of 

Sighs; / a palace and a prison on each hand ”

の
読
み
方
、
な
ら
び
に
バ
イ
ロ
ン
の
詩
劇
『
マ
リ
ー
ノ
・
フ
ァ
リ
エ
ー
ロ
』

と
『
フ
ォ
ス
カ
リ
家
の
ふ
た
り
』
を
め
ぐ
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
摘
を
し
た
。

（
一
）“a palace and a prison on each hand ”

に
つ
い
て
は
、「
た
め
い
き
の
橋
」
の
一
端
に
は
宮
殿
が
あ
る
が
、
両
端
に
は

牢
獄
が
あ
る
、
と
い
う
読
み
方
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。
そ
う
読
め
ば
、
か
つ
て
の
共
和
国
時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
、
牢
獄
が

最
大
の
存
在
感
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
こ
と
、
い
い
か
え
れ
ば
、
バ
イ
ロ
ン
は
、「
た
め
い
き
の
橋
」
に
〈
圧
政
〉

を
象
徴
さ
せ
て
い
た
こ
と
。

（
二
）『
マ
リ
ー
ノ
・
フ
ァ
リ
エ
ー
ロ
』
で
は
、
牢
獄
と
し
て
の
統
領
宮
殿
と
い
う
表
象
が
み
ら
れ
、『
フ
ォ
ス
カ
リ
家
の
ふ
た
り
』

で
は
、
牢
獄
と
し
て
の
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
と
い
う
表
象
が
み
ら
れ
る
こ
と
。

（
三
）
右
の
ふ
た
つ
の
表
象
は
、
貴
族
寡
頭
政
治
に
よ
る
国
法
の
乱
用
、
す
な
わ
ち
〈
圧
政
〉
の
象
徴
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

（
四
）
バ
イ
ロ
ン
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
政
治
に
つ
い
て
、
少
数
貴
族
に
よ
る
国
法
の
乱
用
、〈
圧
政
〉
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
と
い
う
ふ
う
に
描
き
出
し
た
こ
と
は
、
英
国
に
強
く
流
布
し
て
い
た
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
に
み
ら
れ
る

〈
正
義
の
国
家
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
転
倒
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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