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【
要
約
】

敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
女
性
信
者
は
︑
ラ
イ
シ
テ
に
価
値
を
見
い
だ
す
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
で
何
を
考
え
︑
ど
の
よ
う
に
生
き
た
の
だ
ろ
う
か
︒

そ
れ
が
国
民
統
合
の
使
命
を
担
っ
た
公
立
学
校
の
教
師
だ
っ
た
と
す
る
と
さ
ら
に
問
題
は
複
雑
で
あ
ろ
う
︒
本
稿
で
は
︑
ア
ル
プ
ス
の
山
岳
地
帯
を
拠
点

と
し
︑
主
に
両
大
戦
間
期
に
活
動
し
た
女
性
カ
ト
リ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
﹁
ダ
ビ
デ
﹂
を
取
り
上
げ
る
︒
彼
女
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
雑
誌
や
図
書
館
制

度
︑
巡
礼
を
通
し
て
全
国
に
広
が
り
︑
一
九
二
〇
年
代
末
に
は
公
立
小
学
校
に
勤
務
す
る
女
性
教
員
の
一
割
ほ
ど
を
惹
き
つ
け
た
︒
共
和
国
の
小
学
校
教

師
と
し
て
の
使
命
を
果
た
し
つ
つ
信
者
と
し
て
生
き
抜
く
こ
と
は
︑
ダ
ビ
デ
に
と
っ
て
両
立
可
能
で
あ
り
相
互
補
完
的
で
さ
え
あ
っ
た
︒
共
和
国
と
カ
ト

リ
シ
ズ
ム
は
と
も
に
︑
彼
女
た
ち
に
人
と
の
親
密
な
つ
な
が
り
を
も
た
ら
し
︑
自
己
を
主
張
し
防
衛
す
る
手
段
を
も
与
え
た
︒
本
稿
で
は
︑
第
三
共
和
政

期
フ
ラ
ン
ス
の
小
学
校
教
師
の
日
常
世
界
を
明
ら
か
に
し
︑
宗
教
の
社
会
的
意
義
を
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
︒

史
林

一
〇
四
巻
一
号

二
〇
二
一
年
一
月

は

じ

め

に

一
九
二
〇
・
三
〇
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
で
ダ
ビ
デ

D
av
id
ée
と
い
う
女
性
名
は
特
別
な
響
き
を
持
っ
て
い
た
︒
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
一
九

一
六
年
に
南
ア
ル
プ
ス
地
方
の
巡
礼
地
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
・
デ
ュ
・
ロ
ー
で
︑
ダ
ビ
デ
の
活
動
は
始
ま
っ
た
︒
ル
ネ
・
バ
ザ
ン
︵
R
ené
B
azin,

一
八
五
三

-
一
九
三
二
︶
の
小
説
﹃
ダ
ビ
デ
・
ビ
ロ
﹄
︵
一
九
一
二
年①
︶
の
主
人
公
に
魅
了
さ
れ
た
女
性
教
師
た
ち
が
︑
互
い
の
交
流
の
た
め
に
ダ
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ビ
デ
と
称
す
る
サ
ー
ク
ル
を
つ
く
ろ
う
と
決
め
た
の
で
あ
る
︒
彼
女
た
ち
は
バ
ス
＝
ザ
ル
プ
県
︵
現
在
の
ア
ル
プ
＝
デ
＝
ゾ
ー
ト
＝
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス

県
︶
の
山
間
部
で
働
く
二
〇
代
前
半
の
教
師
で
あ
っ
た
が
︑
雑
誌
﹃
オ
ー
・
ダ
ビ
デ

A
ux
D
avidées︵
ダ
ビ
デ
た
ち
へ
︶
﹄
は
し
だ
い
に
フ
ラ

ン
ス
国
内
外
に
読
者
を
持
ち
︑
そ
の
存
在
が
下
院
で
議
論
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
︒

ダ
ビ
デ
と
自
称
し
︑
ま
た
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
た
教
師
た
ち
の
特
徴
は
︑
次
の
三
点
で
あ
る
︒
師
範
学
校
出
身
の
公
立
小
学
校
の
教
師
で
あ

る
こ
と
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
強
く
持
っ
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て
女
性
︵
多
く
は
独
身
︶
で
あ
る
こ
と
︑
で
あ
る
︒

一
九
二
〇
年
代
と
言
え
ば
︑
フ
ラ
ン
ス
で
は
公
立
小
学
校
の
世
俗
化
か
ら
す
で
に
三
〇
年
以
上
が
経
過
し
︑
政
教
分
離
も
制
度
化
さ
れ
て
い

た
時
代
で
あ
る
︒
公
立
の
小
学
校
教
員
の
間
で
は
組
合
運
動
が
盛
ん
で
︑
社
会
主
義
や
共
産
主
義
が
一
定
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
︒
他
方
で
︑

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
相
変
わ
ら
ず
︑
公
立
学
校
を
﹁
悪
魔
の
学
校
﹂
と
断
罪
し
信
者
に
は
公
立
校
を
禁
止
し
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
系
私
立
学
校
へ
行

く
よ
う
勧
め
て
い
た
︒
共
和
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
対
立
構
図
の
中
で
︑
ダ
ビ
デ
は
無
神
論
的
傾
向
の
強
い
左
翼
の
小
学
校
教
員
組
合
運
動

か
ら
も
︑
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
司
祭
た
ち
か
ら
も
批
判
を
受
け
た
︒
激
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
︑
彼
女
た
ち
は
自
己
の
正
当
性
を
主
張
し

始
め
る
︒
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
と
は
何
か
︑
一
八
八
〇
年
代
に
制
度
化
さ
れ
た
こ
の
原
理
を
め
ぐ
っ
て
教
育
現
場
で
︑
さ
ら
に
は
議
会
で
も
議

論
が
続
い
て
い
た②
︒

公
教
育
の
世
俗
化
以
降
に
お
け
る
公
立
教
師
の
信
仰
の
問
題
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
歴
史
家
の
関
心
を
惹
い
て
こ
な
か
っ
た
︒
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
公
立
学
校
は
︑
共
和
派
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
長
く
熾
烈
な
争
い
の
末
に
︑
宗
教
的
に
中
立
な
ラ
イ
シ
テ
の
空

間
と
し
て
一
八
八
〇
年
代
に
整
備
さ
れ
た③
︒
そ
こ
で
教
鞭
を
執
る
者
は
︑
公
立
の
師
範
学
校
出
身
で
︑
金
色
の
棕
櫚
の
葉
を
か
た
ど
っ
た
紋
章

の
入
っ
た
黒
の
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
を
身
に
つ
け
た
姿
か
ら
﹁
黒
い
軽
騎
兵
﹂
と
の
異
名
を
持
ち
︑
国
民
の
文
化
統
合
に
向
け
て
フ
ラ
ン
ス
語
や

科
学
的
知
識
を
国
土
の
隅
々
に
ま
で
広
め
︑
共
和
主
義
的
公
民
を
教
化
す
る
役
目
を
負
っ
た
共
和
国
の
﹁
宣
教
師
﹂
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
︒

ま
た
両
大
戦
間
期
の
教
師
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
ら
の
特
徴
に
加
え
て
平
和
主
義
者
︑
組
合
運
動
に
身
を
投
じ
た
社
会
主
義
者
︑
活
動
家
と
し
て

の
側
面
が
強
調
さ
れ
る④
︒
し
か
し
︑
師
範
学
校
で
の
教
育
が
非
宗
教
的
な
も
の
で
︑
職
場
が
ラ
イ
シ
テ
の
空
間
だ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
教
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師
が
無
神
論
者
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
個
人
の
信
仰
は
別
の
次
元
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
熱
心
な

信
者
で
あ
る
個
人
は
︑
ラ
イ
シ
テ
に
価
値
を
見
い
だ
す
フ
ラ
ン
ス
近
代
国
民
国
家
へ
ど
の
よ
う
に
適
応
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
以
上
が
︑

筆
者
が
ダ
ビ
デ
研
究
を
始
め
た
理
由
で
あ
る
︒

ジ
ェ
ン
ダ
ー
特
集
号
に
寄
せ
る
本
稿
に
お
い
て
は
︑
上
記
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
加
え
て
︑
ダ
ビ
デ
が
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
味
を
問
う

て
み
よ
う
と
思
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
ダ
ビ
デ
の
運
動
の
中
心
に
い
た
女
性
教
師
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
環
境
で
日
常
を
過
ご
し
︑
信
仰
と
職
業
に

向
き
合
っ
て
い
た
の
か
︑
自
ら
の
女
性
性
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
と
い
う
ミ
ク
ロ
な
世
界
を
論
じ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
史
料
と
し

て
は
︑
雑
誌
﹃
オ
ー
・
ダ
ビ
デ
﹄
に
加
え
て
︑
ダ
ビ
デ
の
中
心
メ
ン
バ
ー
が
残
し
た
書
簡
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
な
ど
を
主
に
用
い
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
二
〇
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
敬
虔
な
女
性
教
師
を
研
究
す
る
こ
と
に
︑
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
︒
宗
教
と
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
お
そ
ら
く
自
明
で
は
な
い
︒
宗
教
の
中
で
も
と
り
わ
け
伝
統
宗
教
の
カ
ト
リ
ッ
ク
は
︑
封
建
制
と
の
結
び
つ
き

が
強
く
︑
自
由
・
平
等
の
近
代
的
価
値
に
反
し
︑
個
人
の
自
律
を
妨
げ
る
存
在
だ
と
み
な
さ
れ
て
き
た
︒
イ
ヴ
は
ア
ダ
ム
の
あ
ば
ら
骨
か
ら
つ

く
ら
れ
た
と
い
う
聖
書
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
議
論
が
あ
る
が⑤
︑
現
実
問
題
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
が
女
性
司
祭
を
認
め
ず
︑
司
祭
の
妻
帯
を
禁

止
し
︑
避
妊
に
関
し
て
消
極
的
な
態
度
を
示
し
︑
ヴ
ァ
チ
カ
ン
を
頂
点
と
す
る
家
父
長
的
性
格
の
強
い
世
界
で
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
︒
そ
の

点
か
ら
す
れ
ば
︑
男
女
平
等
を
求
め
︑
家
父
長
制
に
抗
う
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
は
相
容
れ
る
要
素
が
少
な
そ
う
だ
︒
し
か
し
︑
人
類
学
の
分
野
か

ら
は
︑
宗
教
に
お
け
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
あ
り
方
に
着
目
す
る
研
究
が
い
く
つ
も
発
表
さ
れ
て
き
て
い
る
︒
そ
れ
ら
が
提
起
す
る
の
は
︑
﹁
完

全
な
世
俗
主
義
が
︑
女
性
の
尊
厳
を
保
障
す
る
代
替
案
﹂
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
女
性
た
ち
の
経
験
や
取
り
組
み
に
つ
い
て
細
か
く

分
析
す
る
こ
と
の
重
要
性
で
あ
る⑥
︒
こ
の
見
方
は
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
的
視
点
か
ら
︑
す
な
わ
ち
非
西
洋
女
性
を
土
着
の
家
父
長
制
の
受
動

的
な
犠
牲
者
と
み
な
し
た
︑
西
洋
の
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
へ
の
抗
議
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
ひ
る
が
え
っ
て
近
代
西
洋
世

界
の
女
性
と
宗
教
の
関
係
性
を
考
察
す
る
際
に
も
有
効
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
近
年
︑
日
本
に
お
け
る
西
洋
近
現
代
史
の
分
野
に
お
い
て
も
︑
こ
れ

ま
で
近
代
の
﹁
対
抗
勢
力
﹂
や
﹁
敵
対
者
﹂
と
み
な
さ
れ
︑
近
現
代
史
研
究
に
正
当
な
位
置
を
持
ち
え
な
か
っ
た
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
︑
再
検
討
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し
よ
う
と
す
る
試
み
が
始
ま
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
は
近
代
国
民
国
家
と
教
会
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
両
者
の
対
抗
の
側
面
だ
け
で
な
く
︑
歩
み

寄
り
や
融
和
の
プ
ロ
セ
ス
︑
相
互
補
完
や
役
割
分
担
の
仕
組
み
を
も
視
野
に
入
れ
て
解
明
す
る
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る⑦
︒
こ
の
問
題
意
識
は

本
稿
で
も
共
有
さ
れ
る
︒

公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
原
則
が
確
立
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
両
大
戦
間
期
に
お
い
て
︑
女
性
た
ち
が
私
立
校
で
は
な
く
公
立
校
に
勤
め
な
が
ら

カ
ト
リ
ッ
ク
の
敬
虔
な
信
者
と
し
て
生
き
た
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
︒
宗
教
は
女
性
の
自
己
実
現
あ
る
い
は
自
己
防
衛
の
手
段
で
あ

り
得
た
の
だ
ろ
う
か
︒
ア
ル
プ
ス
の
山
間
部
で
教
職
と
信
仰
に
人
生
を
捧
げ
地
道
に
生
き
た
女
性
た
ち
を
︑
﹁
保
守
﹂
﹁
伝
統
﹂
と
し
て
切
り
捨

て
る
こ
と
な
く
︑
そ
の
取
り
組
み
や
思
想
の
意
味
を
両
大
戦
間
期
の
フ
ラ
ン
ス
の
文
脈
に
位
置
づ
け
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
︒

①

R
ené
B
azin,
D
avid
ée
B
irot,
P
aris,
C
.
L
évy,1912.

②

Jean
G
uitton,
L
es
D
avid
ées,
H
istoire
d
u̓
n
m
ou
vem
en
t
d
a̓postolat

laïc,
1
9
1
6
-1
9
6
6
,
T
ournai,
C
asterm
an,1967.
著
者
ジ
ャ
ン
・
ギ
ト
ン
は
︑

一
九
二
六
年
か
ら
ダ
ビ
デ
の
活
動
に
参
加
し
支
援
を
続
け
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
哲
学

者
で
︑
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
の
会
員
に
も
選
出
さ
れ
た
知
識
人
で
あ
る
︒

ダ
ビ
デ
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
︑
マ
リ
・
シ
ル
ヴ
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
が
収
め
ら

れ
た
本
書
で
は
︑
自
身
と
ダ
ビ
デ
と
の
関
わ
り
の
ほ
か
︑
グ
ル
ー
プ
の
歴
史
と
そ

の
意
義
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
︒

③

谷
川
稔
﹃
十
字
架
と
三
色
旗

近
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
政
教
分
離
﹄
岩
波

現
代
文
庫
︑
二
〇
一
五
年
︒

④

Jacques
O
zouf
et
M
ona
O
zouf,
L
a
R
épu
bliqu
e
d
es
in
stitu
teu
rs,

P
aris,
Seuil,
1992
;
M
ona
L
.
Siegel,
T
h
e
M
oral
D
isarm
am
en
t
of

F
ran
ce.
E
d
u
cation
,
P
acifism
,
an
d
P
atriotism
,
1
9
1
4
-1
9
4
0
,
N
ew

Y
ork,
C
am
bridge
U
niversity
P
ress,2004
;
Jacques
G
irault,
P
ou
r
u
n
e

école
laïqu
e
d
u
peu
ple
!
In
stitu
teu
rs
m
ilitan
ts
d
e
l̓
en
tre-d
eu
x-

gu
erres
en
F
ran
ce,
P
aris,
P
u
b
lisu
d,
2009
;
A
n
n
e-M
arie
S
oh
n,

«
Institutrices
»,
dans
C
hristian
B
ard
et
Sylvie
C
haperon
(dir.),

D
iction
n
aire
d
es
fém
in
istes.
F
ran
ce
X
V
IIIe
-X
X
Ie
siècle,
P
aris,
P
U
F
,

2017,
p.
756-758
;
A
nne-M
arie
Sohn,
«
E
xem
plarité
et
lim
ite
de
la

participation
fém
inine
à
la
vie
syndicale
:
les
institutrices
de
la
C
.G
.

T
.U
.
»,
R
evu
e
d
h̓
istoire
m
od
ern
e
et
con
tem
porain
e,
tom
e
24,
no
3,

juillet-septem
bre
1977,
p.391-414
;
上
垣
豊
﹃
規
律
と
教
養
の
フ
ラ
ン
ス
近

代

教
育
史
か
ら
読
み
直
す
﹄
︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
六
年
︶
の
主
に

第
七
章
を
参
照
︒
ま
た
︑
両
大
戦
間
期
の
女
性
教
師
と
し
て
日
本
で
名
が
知
ら
れ

て
い
る
の
は
エ
ミ
リ
・
カ
ル
ル
で
あ
ろ
う
︒
カ
ル
ル
は
ダ
ビ
デ
の
拠
点
と
同
じ
ア

ル
プ
ス
地
方
の
農
村
部
で
︑
周
囲
の
無
理
解
と
戦
い
な
が
ら
勉
学
に
励
み
教
師
と

な
る
︒
兄
を
第
一
次
世
界
大
戦
で
亡
く
し
た
経
験
か
ら
教
会
に
対
し
懐
疑
的
と
な

り
︑
同
時
に
終
生
︑
平
和
主
義
者
と
し
て
生
き
抜
い
た
︵
長
谷
川
イ
ザ
ベ
ル
著
・

長
谷
川
輝
夫
訳
﹃
共
和
国
の
女
た
ち

自
伝
が
語
る
フ
ラ
ン
ス
近
代
﹄
山
川
出

版
社
︑
二
〇
〇
六
年

;
É
m
ilie
C
arles,
U
n
e
sou
pe
au
x
h
erbes
sau
vages,

P
aris,
J.-C
.
Sim
oën,1978
︶
︒

⑤

山
口
里
子
﹁
キ
リ
ス
ト
教
﹂
田
中
雅
一
・
川
橋
範
子
編
﹃
ジ
ェ
ン
ダ
ー
で
学
ぶ

宗
教
学
﹄
世
界
思
想
社
︑
二
〇
〇
七
年
︑
四
七
頁
︒

⑥

川
橋
範
子
・
小
松
加
代
子
編
﹃
宗
教
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

フ
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ェ
ミ
ニ
ス
ト
人
類
学
の
ま
な
ざ
し
﹄
昭
和
堂
︑
二
〇
一
六
年
︑
九
～
一
二
頁
︒

⑦

中
野
智
世
﹁
序
﹂
中
野
智
世
・
前
田
更
子
・
渡
邊
千
秋
・
尾
崎
修
治
編
﹃
近
代

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
キ
リ
ス
ト
教

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
社
会
史
﹄
勁
草
書
房
︑
二
〇

一
六
年
を
参
照
︒

第
一
章

ア
ル
プ
ス
山
間
部
の
女
性
教
師
の
日
常
世
界

ダ
ビ
デ
の
誕
生
と
中
心
メ
ン
バ
ー

第
一
次
世
界
大
戦
さ
な
か
の
一
九
一
六
年
九
月
︑
巡
礼
地
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
・
デ
ュ
・
ロ
ー
で
ダ
ビ
デ
は
生
ま
れ
た
︒
バ
ス
＝
ザ
ル
プ
県
で

暮
ら
す
二
〇
代
前
半
の
女
性
教
師
六
人
が
︑
五
四
歳
の
メ
ラ
ニ
・
テ
ィ
ヴ
ォ
ル
︵
一
八
六
四

-
一
九
一
八
︶
と
出
会
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ

る①
︒
テ
ィ
ヴ
ォ
ル
は
長
年
︑
ド
ロ
ー
ム
県
ク
レ
の
上
級
講
座

cours
com
plém
entaire
の
校
長
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
と
き
す
で
に
退
職
し
て

お
り
︑
元
教
え
子
た
ち
と
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
・
デ
ュ
・
ロ
ー
ま
で
巡
礼
に
き
て
い
た
︒
通
信
手
段
が
限
ら
れ
る
中
︑
意
気
投
合
し
た
彼
女
た
ち

は
︑
﹁
互
い
に
助
け
合
い
︑
女
性
教
師
と
し
て
の
義
務
を
よ
り
よ
く
果
た
し
︑
自
分
た
ち
の
宗
教
を
よ
り
よ
く
知
る②
﹂
こ
と
を
目
的
と
し
︑
雑

誌
を
つ
く
ろ
う
と
決
意
す
る
︒
そ
れ
が
そ
の
後
︑
三
〇
年
に
わ
た
っ
て
続
く
こ
と
に
な
る
﹃
オ
ー
・
ダ
ビ
デ
﹄
で
あ
る
︒

六
人
の
新
米
の
女
性
教
師
と
は
︑
マ
リ
・
シ
ル
ヴ
︵
一
八
九
四

-
一
九
七
六
︶
︑
ロ
ー
ズ
・
ロ
ジ
エ
︵
一
八
九
四

-
一
九
七
〇
︶
︑
マ
リ
・
ブ
レ
ス

︵
一
八
九
四

-
一
九
六
一
︶
︑
マ
リ
・
レ
イ
デ
︵
一
八
九
三

-
没
年
不
明
︑
一
九
二
七
年
に
退
職
︶
︑
マ
ル
ト
・
ジ
リ
ー
︵
一
八
九
四

-
没
年
不
明
︑
第
二

次
大
戦
後
も
存
命
︶
︑
ル
イ
ー
ズ
・
ユ
ー
グ
︵
一
八
九
〇

-
一
九
一
七
︶
で
あ
る
︒
シ
ル
ヴ
︑
ロ
ジ
エ
︑
ブ
レ
ス
︑
レ
イ
デ
は
一
九
一
三
年
に
デ

ィ
ー
ニ
ュ
女
子
師
範
学
校
を
卒
業
し
た
同
期
生
で
あ
り
︑
ジ
リ
ー
は
一
学
年
下
︑
ユ
ー
グ
は
三
学
年
上
で
あ
っ
た③
︒
多
く
は
バ
ス
＝
ア
ル
プ
県

の
中
で
も
っ
と
も
自
然
が
厳
し
い
北
東
部
の
ア
ル
プ
ス
山
岳
地
帯
の
小
学
校
教
師
で
あ
り
︑
日
頃
か
ら
連
絡
を
取
り
合
う
仲
だ
っ
た
︒
六
名
の

リ
ー
ダ
ー
的
存
在
は
マ
リ
・
シ
ル
ヴ
で
あ
る
︒
シ
ル
ヴ
は
︑
一
九
一
三
年
一
〇
月
に
ユ
ベ
イ
谷

U
baye
に
あ
る
フ
ル
ス
村
の
サ
ン
＝
ロ
ー
ラ

ン
小
集
落
に
赴
任
し
た
︒
そ
の
後
︑
一
九
一
九
年
に
故
郷
の
セ
ー
ヌ
村
の
小
集
落
サ
ン
＝
ポ
ン
ス
に
異
動
と
な
り
一
九
五
二
年
ま
で
勤
め
上
げ
︑
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こ
の
地
で
生
涯
を
閉
じ
た
︒
勤
務
地
が
わ
ず
か
二
ヶ
所
と
い
う
の
は
︑
小
学
校
教
師
と
し
て
は
異
例
で
あ
る
︒

ア
ル
プ
＝
デ
＝
ゾ
ー
ト
＝
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
県
文
書
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
国
勢
調
査
に
基
づ
き
︑
彼
女
た
ち
の
社
会
的
出
自
を
調
べ
る
と
︑

シ
ル
ヴ
︑
レ
イ
デ
の
父
は
と
も
に
農
業
従
事
者
︑
ロ
ジ
エ
の
父
は
パ
ン
職
人
で
あ
っ
た
が
ロ
ー
ズ
・
ロ
ジ
エ
が
幼
少
期
に
死
去
し
︑
同
居
し
て

い
た
祖
父
は
元
郵
便
配
達
員
︑
母
は
仕
立
屋
で
あ
っ
た
︒
ブ
レ
ス
と
ジ
リ
ー
の
父
は
と
も
に
県
内
の
公
立
小
学
校
教
師
︑
ユ
ー
グ
の
父
は
運
搬

用
家
畜
の
備
品
製
造
職
人
で
あ
っ
た④
︒
ま
た
わ
か
っ
て
い
る
だ
け
で
も
︑
六
名
の
う
ち
三
名
に
は
聖
職
者
の
家
族
が
お
り
︵
シ
ル
ヴ
に
は
司
祭
の

叔
父
︑
ユ
ー
グ
に
は
司
祭
の
兄
︑
ロ
ジ
エ
に
は
修
道
士
の
兄
︶
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
の
家
庭
環
境
に
育
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒

マ
ル
ト
・
ラ
ガ
ル
ド
︵
一
八
九
八

-
一
九
七
一
︶
に
も
こ
こ
で
言
及
し
て
お
こ
う
︒
彼
女
は
一
九
一
六
年
九
月
の
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
・
デ
ュ
・

ロ
ー
巡
礼
に
は
同
行
し
な
か
っ
た
も
の
の
︑
一
九
二
〇
年
代
に
は
ダ
ビ
デ
運
動
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
な
り
︑
晩
年
ま
で
シ
ル
ブ
と
と
も
に
多
く

の
記
事
を
執
筆
す
る
こ
と
に
な
る
︒
シ
ル
ブ
よ
り
四
つ
年
下
で
︑
最
初
の
赴
任
地
が
フ
ル
ス
村
の
バ
イ
ヤ
ス
小
集
落
︑
つ
ま
り
シ
ル
ブ
の
学
校

兼
住
居
と
徒
歩
で
行
き
来
で
き
る
距
離
に
あ
っ
た
︒
彼
女
も
キ
ャ
リ
ア
を
通
じ
て
二
校
で
し
か
教
え
て
お
ら
ず
︑
バ
イ
ヤ
ス
の
次
に
赴
任
し
た

小
集
落
の
小
学
校
に
は
三
五
年
間
と
ど
ま
っ
た
︒
父
は
農
業
従
事
者
で
あ
り
︑
マ
ル
ト
は
四
人
兄
弟
の
末
っ
子
だ
っ
た
が
︑
家
業
を
継
い
だ
長

男
以
外
は
み
な
小
学
校
教
師
と
な
っ
て
い
る
︒
彼
女
の
家
庭
は
宗
教
実
践
に
熱
心
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い⑤
︒

バ
ス
＝
ザ
ル
プ
県
は
イ
タ
リ
ア
に
接
し
︑
パ
リ
か
ら
は
八
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
遠
く
離
れ
︑
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
人
口
減
少
に
悩
ま
さ
れ

た
︒
ル
・
ブ
ラ
ー
ズ
と
ブ
ラ
ー
ル
の
調
査
に
よ
れ
ば
︑
宗
教
実
践
率
は
県
全
体
と
し
て
は
低
か
っ
た
が
︑
ダ
ビ
デ
の
拠
点
ユ
ベ
イ
谷
周
辺
に
限

っ
て
は
例
外
的
に
高
か
っ
た⑥
︒
一
方
で
︑
都
会
を
好
む
教
育
修
道
会
が
こ
の
地
に
根
付
く
こ
と
は
な
く
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
家
庭
の
娘
と
は
い
え
公

立
校
に
向
か
う
の
は
ご
く
自
然
で
︑
と
く
に
民
衆
層
の
子
ど
も
に
と
っ
て
無
償
の
師
範
学
校
へ
の
進
学
は
社
会
的
上
昇
の
確
か
な
方
法
で
あ
っ

た
︒
ま
た
︑
ユ
ベ
イ
谷
に
も
っ
と
も
近
い
町
バ
ル
ス
ロ
ネ
ッ
ト
周
辺
の
男
性
た
ち
は
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
職
を
求
め
て
地
元
を
離
れ
︑
フ
ラ
ン

ス
の
都
市
部
だ
け
で
な
く
︑
外
国
と
り
わ
け
メ
キ
シ
コ
に
移
住
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る⑦
︒
こ
う
し
て
︑
若
い
男
性
が
少
な
い
土
地
柄
の
た

め
︑
必
然
的
に
初
等
教
員
の
女
性
率
は
高
く
な
り
︑
一
九
〇
一
年
に
は
バ
ス
＝
ザ
ル
プ
県
の
公
立
小
学
校
教
員
の
半
数
以
上
が
女
性
と
な
っ
て
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い
た
︒
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
一
九
一
八
年
に
は
県
内
の
公
立
小
学
校
の
教
員
数
は
男
性
一
八
八
名
︑
女
性
五
〇
七
名
で
あ
る⑧
︒

ダ
ビ
デ
の
リ
ー
ダ
ー
︑
マ
リ
・
シ
ル
ヴ

マ
リ
・
シ
ル
ヴ
は
︑
グ
ル
ー
プ
の
最
年
長
者
だ
っ
た
メ
ラ
ニ
・
テ
ィ
ヴ
ォ
ル
の
死
後
︑
訪
ね
た
部
屋
の
様
子
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
︑
自
分
の

書
類
に
つ
い
て
は
す
べ
て
処
分
し
よ
う
と
決
め
た
ら
し
い⑨
︒
﹁
手
紙
に
は
そ
の
瞬
間
だ
け
の
真
実
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
︑
燃
し
て
い
る
﹂
と

も
述
べ
て
い
る⑩
︒
し
た
が
っ
て
︑
ダ
ビ
デ
に
関
す
る
史
料
は
彼
女
の
親
族
の
元
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ム
ニ
エ
︵
哲
学

者
︑
﹃
エ
ス
プ
リ
﹄
誌
創
刊
者
︶
と
ジ
ャ
ン
・
ギ
ト
ン
︵
哲
学
者
︑
ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
会
員
︶
が
一
九
二
九
年
に
マ
リ
・
シ
ル
ヴ
に
対
し
て

行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
︑
ギ
ト
ン
が
記
し
た
ダ
ビ
デ
運
動
に
関
す
る
著
作
︑
さ
ら
に
国
立
文
書
館
の
ジ
ャ
ン
・
ギ
ロ
ー
︵
日
刊
紙
﹃
ラ
・

ク
ロ
ワ
﹄
編
集
長
︶
文
書
に
分
類
さ
れ
た
シ
ル
ブ
の
手
紙
な
ど
が
彼
女
を
知
る
手
が
か
り
に
な
ろ
う
︒

マ
リ
・
シ
ル
ヴ
は
敬
虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
家
庭
に
生
ま
れ
た
︒
と
り
わ
け
父
親
は
厳
格
で
︑
マ
リ
に
日
曜
日
に
は
必
ず
教
会
へ
行
く
よ
う
言

い
聞
か
せ
て
い
た
︒
遠
足
の
せ
い
で
た
っ
た
一
回
ミ
サ
を
休
ん
だ
体
験
を
子
ど
も
の
マ
リ
は
ひ
ど
く
後
悔
し
続
け
た
︒
マ
リ
に
と
っ
て
師
範
学

校
へ
の
入
学
は
不
安
を
伴
う
も
の
だ
っ
た
︒
郷
里
の
セ
ー
ヌ
村
の
司
祭
に
は
反
対
さ
れ
︑
師
範
学
校
に
入
る
と
信
仰
が
失
わ
れ
る
と
散
々
聞
か

さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

一
九
一
〇
年
秋
の
入
学
後
ま
も
な
く
︑
マ
リ
は
生
涯
の
友
と
な
る
ロ
ー
ズ
・
ロ
ジ
エ
と
悩
み
を
共
有
す
る
︒
諸
聖
人
の
祝
日
に
︑
二
人
は
教

会
で
秘
跡
を
受
け
た
い
と
校
長
レ
イ
ノ
ー
に
申
し
出
て
認
め
ら
れ
る
︒
マ
リ
・
シ
ル
ヴ
の
回
想
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
半
年
後
の
聖
霊
降
臨
祭
に
は

八
名
が
一
緒
に
外
出
し
た
と
い
う
︒
こ
の
校
長
か
ら
︑
シ
ル
ヴ
は
教
師
と
し
て
の
使
命
と
義
務
︑
批
判
的
精
神
︑
そ
し
て
教
師
の
美
徳
で
あ
る

忍
耐
・
謙
虚
さ
・
慈
愛
・
勇
気
を
学
ん
だ
と
︑
の
ち
に
師
範
学
校
で
の
教
育
を
高
く
評
価
し
て
い
る
が
︑
同
時
に
校
長
に
よ
る
道
徳
教
育
の
せ

い
で
自
分
と
家
族
の
信
仰
を
再
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
も
述
べ
る⑪
︒
家
庭
の
伝
統
と
し
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
と
共
和
国
の
師
範
学

校
で
の
教
育
︑
こ
の
二
つ
の
間
で
シ
ル
ブ
は
葛
藤
を
抱
え
た
ま
ま
勤
務
地
へ
と
赴
く
︒
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シ
ル
ヴ
が
一
九
一
三
年
一
〇
月
に
着
任
し
た
フ
ル
ス
村
サ
ン
＝
ロ
ー
ラ
ン
小
集
落
は
︑
バ
ル
ス
ロ
ネ
ッ
ト
か
ら
約
二
〇
キ
ロ
離
れ
︵
徒
歩
で

三
時
間
半
程
度⑫
︶
︑
標
高
一
八
四
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
山
岳
地
帯
に
あ
っ
た
︒
シ
ル
ヴ
は
こ
こ
で
五
歳
か
ら
一
五
歳
ま
で
の
二
〇
名
ほ
ど
の
生
徒

を
受
け
持
っ
た
︒
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
小
学
校
教
育
は
男
女
別
学
が
基
本
で
あ
っ
た
が
︑
人
口
の
少
な
い
村
で
は
共
学
が
認
め
ら
れ
て
お
り
︑

シ
ル
ヴ
の
学
校
も
そ
の
一
つ
だ
っ
た
︒
ま
た
︑
一
八
八
六
年
の
ゴ
ブ
レ
法
に
よ
っ
て
︑
共
学
校
に
赴
任
す
る
教
師
は
女
性
と
定
め
ら
れ
て
い
た⑬
︒

シ
ル
ヴ
が
後
年
︑
ジ
ャ
ン
・
ギ
ト
ン
へ
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
︑
最
初
の
一
年
は
︑
留
保
し
て
い
た
信
仰
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
込
む
よ
う

な
出
来
事
も
な
く
過
ぎ
た
︒
﹁
私
た
ち
﹇
シ
ル
ヴ
と
フ
ル
ス
村
の
ほ
か
の
女
性
教
師
た
ち
の
こ
と⑭
﹈
は
ミ
サ
に
通
っ
て
い
ま
し
た
︒
冬
場
で
も

近
隣
の
小
教
区
に
通
い
ま
し
た
︒
自
由
に
な
る
時
間
の
大
半
は
家
庭
訪
問
や
︑
女
性
の
大
人
だ
け
で
な
く
男
性
の
大
人
向
け
教
育
に
費
や
し
ま

し
た
︒
私
た
ち
は
校
長
か
ら
繰
り
返
し
受
け
て
い
た
︑
︿
若
々
し
さ
を
失
わ
な
い
よ
う
に
﹀
と
い
う
助
言
ど
お
り
に
︿
自
ら
の
人
生
を
捧
げ
﹀

よ
う
と
務
め
て
い
ま
し
た⑮
﹂
︒
回
想
録
と
い
う
性
質
上
︑
史
料
批
判
の
問
題
が
つ
い
て
ま
わ
る
が
︑
教
会
に
は
定
期
的
に
通
い
︑
空
い
た
時
間

を
使
っ
て
地
元
の
住
民
へ
の
成
人
教
育
を
行
う
︑
そ
う
し
た
日
常
を
過
ご
し
た
と
述
べ
て
い
る
︒

シ
ル
ヴ
が
教
師
と
な
っ
て
初
年
度
の
夏
の
休
暇
は
︑
第
一
次
大
戦
開
戦
直
後
と
あ
っ
て
︑
村
人
と
と
も
に
あ
り
村
人
を
励
ま
し
助
け
る
よ
う

に
と
の
公
教
育
省
の
命
令
に
従
い
︑
シ
ル
ヴ
も
サ
ン
＝
ロ
ー
ラ
ン
に
と
ど
ま
っ
た
︒
ル
ネ
・
バ
ザ
ン
の
小
説
﹃
ダ
ビ
デ
・
ビ
ロ
﹄
を
読
ん
だ
の

は
こ
の
夏
の
こ
と
だ
っ
た
︒
フ
ル
ス
の
小
教
区
に
一
九
一
四
年
八
月
一
五
日
に
や
っ
て
き
た
司
祭
シ
ニ
ョ
レ
が
︑
彼
女
に
数
冊
の
本
を
貸
し
た

の
で
あ
る
︒
彼
女
の
言
葉
を
信
じ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
シ
ル
ヴ
は
最
初
︑
﹃
ダ
ビ
デ
・
ビ
ロ
﹄
の
プ
ロ
ッ
ト
と
師
範
学
校
の
描
写
に
不
満
を
抱
い

た
が
︑
ほ
か
の
教
師
仲
間
に
回
し
た
と
こ
ろ
周
り
で
は
大
変
う
け
が
よ
く
︑
意
見
交
換
を
始
め
た
と
い
う⑯
︒

で
は
﹃
ダ
ビ
デ
・
ビ
ロ
﹄
と
は
︑
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
物
語
な
の
か⑰
︒
主
人
公
の
ダ
ビ
デ
・
ビ
ロ
は
ラ
・
ロ
ッ
シ
ェ
ル
近
郊
の
村
に
生
ま

れ
︑
教
会
に
懐
疑
的
な
家
庭
に
育
つ
︒
恋
愛
に
苦
悩
も
す
る
が
︑
何
よ
り
も
小
学
校
教
師
と
し
て
地
元
の
人
び
と
に
尽
く
し
︑
世
俗
教
師
の
立

場
を
貫
き
教
会
に
は
行
か
ず
︑
生
徒
に
世
俗
道
徳
を
教
え
る
こ
と
に
熱
心
だ
︒
し
か
し
︑
病
に
よ
り
死
に
直
面
し
た
生
徒
を
前
に
死
後
の
世
界

を
ど
う
語
る
の
か
で
苦
し
み
︑
最
後
に
は
教
会
と
も
和
解
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
︒
元
々
信
仰
の
あ
る
家
庭
に
育
っ
た
シ
ル
ヴ
の
よ
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う
な
教
師
が
ヒ
ロ
イ
ン
に
完
全
に
自
己
投
影
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
教
師
と
し
て
の
義
務
や
責
任
︑
地
元
の
人
び
と
へ
の

愛
と
献
身
︑
さ
ら
に
信
仰
と
道
徳
の
間
で
の
葛
藤
と
い
う
点
で
は
︑
多
く
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
師
の
共
感
を
得
や
す
い
物
語
だ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
︒
﹃
オ
ー
・
ダ
ビ
デ
﹄
の
雑
誌
名
を
考
案
し
た
の
は
︑
ル
イ
ー
ズ
・
ユ
ー
グ
だ
と
さ
れ
て
い
る
︒

ユ
ベ
イ
谷
の
﹁
神
聖
同
盟
﹂

﹁
フ
ル
ス
村
に
は
世
間
か
ら
離
れ
︑
孤
独
の
中
︑
神
の
そ
ば
で
生
き
ら
れ
る
魅
力
が
あ
っ
た
︒
こ
の
魅
力
が
私
を
捉
え
て
放
さ
な
か
っ
た
﹂

と
︑
シ
ル
ヴ
は
一
九
二
九
年
に
ム
ニ
エ
に
語
っ
た⑱
︒
孤
独
は
ダ
ビ
デ
の
原
動
力
で
あ
る
︒
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
・
デ
ュ
・
ロ
ー
が
ダ
ビ
デ
の
象
徴

的
な
拠
点
で
あ
る
一
方
︑
ユ
ベ
イ
谷
フ
ル
ス
村
は
ダ
ビ
デ
た
ち
の
友
情
そ
し
て
闘
い
の
物
語
の
出
発
点
で
あ
る
︒
マ
リ
・
シ
ル
ヴ
は
一
九
一
三

年
か
ら
一
九
一
九
年
ま
で
︑
四
つ
年
下
の
マ
ル
ト
・
ラ
ガ
ル
ド
は
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
二
〇
年
ま
で
そ
こ
で
働
き
暮
ら
し
た
︒
以
下
で
は
︑

ラ
ガ
ル
ド
の
手
紙⑲
と
彼
女
が
レ
テ
ィ
シ
ア
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
書
い
た
文
章⑳
を
元
に
︑
当
時
の
ユ
ベ
イ
谷
の
様
子
を
再
現
し
て
み
よ
う
︒

一
九
二
一
年
の
国
勢
調
査
に
よ
る
と
︑
フ
ル
ス
は
六
六
世
帯
︑
人
口
二
一
二
名
の
小
村
で
︑
い
く
つ
も
の
小
集
落
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た㉑
︒

村
の
中
心
は
マ
リ
・
シ
ル
ヴ
が
勤
務
し
た
サ
ン
＝
ロ
ー
ラ
ン
小
集
落
で
あ
っ
た
︒
一
八
八
〇
年
代
の
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー
に
よ
る
公
教
育
改

革
の
成
果
と
し
て
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
は
人
口
の
少
な
い
集
落
に
も
小
学
校
が
存
在
し
︑
一
九
一
七
年
当
時
の
フ
ル
ス
村
に
は
四
校
の
共
学
校

が
存
在
し
た
︒
シ
ル
ヴ
が
勤
め
た
サ
ン
＝
ロ
ー
ラ
ン
校
の
ほ
か
に
︑
ラ
ガ
ル
ド
が
赴
任
し
た
バ
イ
ヤ
ス
校
︑
ブ
ロ
ン
の
ヴ
ィ
ラ
ー
ル
・
ダ
バ
ス

校
︑
ル
ブ
ル
の
ル
・
コ
レ
校
で
あ
る
︵
現
在
は
す
べ
て
廃
校
︶
︒
学
校
は
そ
れ
ぞ
れ
に
二
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
て
い
た
が
︑
各
小
集
落
に
配
属
さ
れ
て

い
た
四
名
の
女
性
教
師
は
木
曜
日
と
日
曜
日
に
集
ま
り
︑
夕
べ
を
と
も
に
過
ご
し
た
り
泊
ま
っ
た
り
し
た
︒
フ
ル
ス
か
ら
二
〇
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
︑

谷
を
一
つ
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
ユ
ヴ
ェ
ル
ネ
村
の
レ
・
ザ
ニ
ュ
リ
エ
小
集
落
の
教
師
フ
ォ
ー
ル
と
も
バ
ル
ス
ロ
ネ
ッ
ト
で
落
ち
合
い
︑
ま
た

と
き
に
訪
問
し
合
っ
た
︒
マ
リ
・
シ
ル
ヴ
は
彼
女
た
ち
の
中
で
最
年
長
で
す
で
に
こ
こ
で
の
生
活
に
慣
れ
︑
教
師
と
し
て
の
経
験
も
生
活
に
関

す
る
情
報
も
持
ち
︑
着
任
し
た
ば
か
り
の
女
性
教
師
た
ち
の
手
本
と
な
っ
た
︒
ラ
ガ
ル
ド
︑
ル
ブ
ル
︑
フ
ォ
ー
ル
の
三
名
は
デ
ィ
ー
ニ
ュ
師
範
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学
校
を
一
九
一
七
年
に
卒
業
し
た
同
期
生
で
あ
り
︑
ヴ
ィ
ラ
ー
ル
・
ダ
バ
ス
校
の
ブ
ロ
ン
は
一
年
先
輩
で
あ
っ
た㉒
︒
こ
の
四
名
は
全
員
ダ
ビ
デ

で
あ
る
と
︑
一
九
二
六
年
に
マ
ル
ト
・
ラ
ガ
ル
ド
が
証
言
し
て
い
る
︒
厳
し
い
自
然
に
囲
ま
れ
た
山
の
中
で
の
一
人
暮
ら
し
で
︑
食
料
を
集
め

る
に
も
苦
労
す
る
環
境
の
中
︑
師
範
学
校
を
出
た
て
の
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
同
じ
境
遇
に
置
か
れ
た
先
輩
や
友
人
と
の
交
流
が
心
の
支
え
と
な

っ
た
こ
と
は
︑
以
下
に
引
用
す
る
両
親
宛
て
の
ラ
ガ
ル
ド
の
手
紙
か
ら
も
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
︒

﹁
月
曜
日
の
夜
︑
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ル
ブ
ル
が
う
ち
に
泊
ま
り
に
き
ま
し
た
︒
﹇
私
の
着
任
後
﹈
シ
ル
ヴ
さ
ん
な
し
で
夜
を
過
ご
す
の
は
初
め
て

で
︑
悪
い
こ
と
に
風
が
強
く
︑
ス
ト
ー
ブ
が
驚
く
ほ
ど
勢
い
よ
く
煙
を
吐
い
て
い
ま
し
た
︒
︵
⁝
⁝
︶
結
局
︑
何
事
も
な
か
っ
た
の
で
す
が
︑

私
た
ち
は
す
ぐ
に
で
も
シ
ル
ヴ
さ
ん
に
会
い
た
く
な
り
︑
翌
日
﹇
彼
女
の
サ
ン
＝
ロ
ー
ラ
ン
の
家
へ
﹈
ま
た
行
き
ま
し
た
︒
彼
女
も
私
た
ち
が

戻
っ
て
く
る
の
を
楽
し
み
に
待
っ
て
い
た
と
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
︒
︵
⁝
⁝
︶
今
晩
ジ
ャ
ン
ヌ
が
ま
た
う
ち
に
泊
ま
り
に
き
ま
す
︒
明
日
に
は

彼
女
の
お
姉
さ
ん
が
や
っ
て
く
る
は
ず
な
の
で
︑
も
う
泊
ま
り
に
く
る
よ
う
誘
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
︒
で
も
︑
彼
女
の
と
こ
ろ
に
は

大
き
な
ベ
ッ
ド
が
あ
る
の
で
︑
私
が
あ
ち
ら
に
泊
ま
り
に
行
く
こ
と
は
で
き
ま
す
︒
雪
が
降
ら
な
い
限
り
︑
私
た
ち
は
で
き
る
だ
け
行
き
来
す

る
は
ず
で
す㉓
﹂
︒
﹁
木
曜
日
は
四
人
で
︑
﹇
バ
ル
ス
ロ
ネ
ッ
ト
か
ら
山
道
を
登
り
到
着
す
る
﹈
最
初
の
小
集
落
ヴ
ィ
ラ
ー
ル
・
ダ
バ
ス
の
教
師
の

家
で
過
ご
し
ま
し
た
︒
明
日
は
み
ん
な
で
サ
ン
＝
ロ
ー
ラ
ン
に
集
ま
り
ま
す
︒
私
た
ち
の
間
柄
は
︑
さ
な
が
ら
︿
神
聖
同
盟
﹀
で
す
︒
ほ
ん
と

う
に
︑
私
が
こ
こ
に
馴
染
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
ま
っ
た
く
そ
の
お
か
げ
な
の
で
す㉔
﹂
︒
﹁
私
た
ち
二
人
﹇
マ
ル
ト
と
兄
の
デ
ジ
レ
の
こ
と
﹈

は
︑
シ
ル
ヴ
さ
ん
に
心
か
ら
︑
と
こ
し
え
に
感
謝
し
て
い
ま
す
︒
彼
女
は
母
親
同
然
に
優
し
く
接
し
て
く
れ
ま
し
た㉕
﹂
︒
シ
ル
ヴ
に
す
っ
か
り

魅
了
さ
れ
た
ラ
ガ
ル
ド
は
こ
の
と
き
一
九
歳
︑
シ
ル
ヴ
は
二
三
歳
で
あ
る
︒

雪
深
い
山
間
部
に
あ
っ
て
は
︑
冬
の
間
は
バ
ル
ス
ロ
ネ
ッ
ト
へ
通
じ
る
道
も
閉
ざ
さ
れ
る
た
め
食
料
の
貯
蓄
が
重
要
に
な
る
が
︑
冬
越
し
の

準
備
の
仕
方
を
ラ
ガ
ル
ド
に
教
え
た
の
は
地
元
の
人
と
先
輩
教
師
た
ち
で
あ
っ
た
︒
一
九
一
七
年
の
秋
に
ラ
ガ
ル
ド
は
一
つ
年
長
の
教
師
ブ
ロ

ン
に
冬
を
越
す
た
め
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
一
〇
〇
キ
ロ
注
文
し
て
い
る
︒
彼
女
が
住
む
小
集
落
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
周
辺
で
一
番
美
味
し
い
と
聞
い

て
い
た
よ
う
だ
︒
ま
た
︑
フ
ル
ス
で
一
般
的
に
食
さ
れ
て
い
た
﹁
小
麦
粉
の
ス
ー
プ
﹂
︑
﹁
ラ
ヴ
ィ
オ
リ
﹂
は
初
め
て
口
に
す
る
も
の
だ
っ
た
︒
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同
じ
県
内
で
も
︑
ラ
ガ
ル
ド
の
故
郷
の
ケ
ー
ル
村
と
フ
ル
ス
村
と
で
は
生
活
習
慣
も
気
候
も
ま
る
で
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
︑
実
家
か
ら
も
っ

て
き
た
梨
の
木
が
う
ま
く
育
た
な
い
と
残
念
が
っ
て
い
る
︒

宗
教
︑
信
仰
に
関
す
る
言
及
は
︑
両
親
へ
の
手
紙
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
︒
ミ
サ
の
日
は
フ
ル
ス
の
女
性
教
師
た
ち
が
バ
イ
ヤ
ス
に
集
ま

る
の
で
六
名
を
自
宅
に
も
招
く
予
定
と
い
う
報
告㉖
と
︑
寒
さ
の
せ
い
で
サ
ン
＝
ロ
ー
ラ
ン
の
教
会
の
聖
母
マ
リ
ア
像
が
ド
レ
ス
を
七
︑
八
枚
も

着
て
い
る
と
い
う
驚
き
の
感
想
が
述
べ
ら
れ
る
程
度
だ㉗
︒
彼
女
の
両
親
が
信
心
深
い
人
た
ち
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
一
因
だ
が
︑
の
ち
に
哲
学

者
の
ジ
ャ
ン
・
ギ
ト
ン
が
ラ
ガ
ル
ド
を
無
神
論
者
か
ら
﹁
改
宗
し
た
ダ
ビ
デ
﹂
と
み
な
し
た
こ
と
か
ら
し
て
︑
一
九
一
七
年
の
着
任
当
初
の
ラ

ガ
ル
ド
は
信
仰
心
が
強
か
っ
た
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒
他
方
で
︑
一
九
一
九
年
︑
一
九
二
〇
年
に
ラ
ガ
ル
ド
が
友
人
の
ア
ン
ジ
ェ
ル
に

宛
て
た
手
紙
は
︑
神
へ
の
お
も
い
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
︒
ア
ン
ジ
ェ
ル
は
︑
ラ
ガ
ル
ド
の
故
郷
ケ
ー
ル
村
で
公
共
要
理
を
教
え
て
い
た
女
性
で

あ
っ
た
た
め
︑
話
題
が
宗
教
に
集
中
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
一
九
一
九
年
の
ラ
ガ
ル
ド
は
毎
週
聖
体
拝
領
が
受
け
ら
れ
る
フ
ル
ス
で

の
宗
教
生
活
に
満
足
し
て
い
て
︑
夏
の
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
・
デ
ュ
・
ロ
ー
の
巡
礼
に
も
参
加
し
た
と
語
っ
て
い
る㉘
︒
大
自
然
に
包
ま
れ
︑
シ
ル

ヴ
た
ち
と
と
も
に
過
ご
し
た
フ
ル
ス
で
の
二
年
間
が
彼
女
を
変
え
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
︒
ダ
ビ
デ
の
多
く
は
マ
リ
・
シ
ル
ヴ
と
同
じ
く
︑

カ
ト
リ
ッ
ク
の
家
庭
に
育
ち
︑
共
和
国
の
師
範
学
校
で
信
仰
の
﹁
危
機
﹂
を
経
験
し
︑
再
び
信
心
に
戻
る
と
い
う
ル
ー
ト
を
た
ど
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
が
︑
ラ
ガ
ル
ド
の
よ
う
に
友
情
を
通
じ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
改
心
し
た
ダ
ビ
デ
も
存
在
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
︒
孤
立
し
た
若
い
女

性
が
生
活
を
と
も
に
す
る
同
業
の
友
人
た
ち
に
惹
か
れ
て
い
く
の
は
ご
く
自
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

ダ
ビ
デ
の
絆
の
基
礎
に
こ
の
よ
う
な
ユ
ベ
イ
谷
で
の
友
情
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
︒
残
さ
れ
た
史
料
の
関
係
上
︑
こ
こ
で
は
シ
ル
ヴ

よ
り
四
歳
年
下
の
ラ
ガ
ル
ド
世
代
を
中
心
に
紹
介
し
た
が
︑
一
九
一
六
年
に
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
・
デ
ュ
・
ロ
ー
に
集
っ
た
六
名
も
ほ
ぼ
同
じ
よ

う
な
関
係
を
一
九
一
四
年
頃
か
ら
築
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

①

Jean
G
uitton,
L
es
D
avid
ées,
p.55.

②

«
E
claircissem
ents
sur
les
D
avidées.
A
près
le
rapport
de
M
.

M
arceau
P
ivert
au
C
ongrès
de
C
lerm
ont
»,
A
u
x
D
avid
ees,
juillet

1930,
p.603.
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③

A
rchives
départem
entales
des
A
lpes-de-H
aute-P
rovence,1T
303.

④

A
rchives
départem
entales
des
A
lpes-de-H
aute-P
rovence.
L
es
re-

censem
ents
de
la
population,
1896,
1901,
1906,
1911
(consultés
en

ligne).
国
勢
調
査
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
閲
覧
可
能
︒

⑤

E
m
m
an
u
el
M
ou
n
ier,
E
n
tretien
s
1
9
2
6
-1
9
4
4
,
R
en
n
es,
P
resses

universitaires
de
R
ennes,2017,
p.114.

⑥

F
ernand
B
oulard,
P
rem
iers
itin
éraires
en
sociologie
religieu
se,

P
aris,
L
es
éditions
ouvrières,1954.

⑦

«
D
es
A
lpes
au
M
exique,
l̓ém
igration
des
B
arcelonettes
»,
D
avid

C
olon
(dir.),
H
itoire,2e
,
P
rogram
m
e
2010,
P
aris,
B
elin,
p.22-23.
ユ
ベ

イ
谷
住
民
の
メ
キ
シ
コ
へ
の
移
住
に
つ
い
て
は
高
校
一
年
生
向
け
の
教
科
書
に
も

掲
載
さ
れ
て
い
る
︒

⑧

A
rchives
départem
entales
des
A
lpes
de
H
aute
P
rovence,1
T
104.

R
ecueils
des
actes
adm
inistratifs
de
la
préfecture
des
B
asses-A
lpes.

É
lection
des
m
em
bres
du
C
onseil
d̓
adm
inistration
de
l̓O
ffice

départem
entale
des
P
upilles
de
la
N
ation.
É
lection
du
10
m
ars
1918.

C
ollège
électoral
des
instituteurs,
collège
électoral
des
institurices.

⑨

E
m
m
anuel
M
ounier,
E
n
tretien
s,
p.101.

⑩

E
m
m
anuel
M
ounier,
E
n
tretien
s,
p.105.

⑪

Jean
G
uitton,
L
es
D
avid
ées,
p.46-48.

⑫

L
ettre
de
M
arthe
L
agarde
à
ses
parents,
Saint-L
aurent,
23

novem
bre
1917.

⑬

一
八
八
六
年
一
〇
月
三
〇
日
発
布
の
通
称
﹁
ゴ
ブ
レ
法
﹂
の
第
六
条
に
は
︑

﹁
男
子
校
で
は
男
性
教
師
が
教
育
を
担
当
し
︑
女
子
校
・
幼
稚
園
・
幼
児
学
校
・

幼
児
学
級
・
共
学
校
で
は
女
性
教
師
が
教
育
を
担
当
す
る
︒
校
長
の
妻
や
姉
妹
も

し
く
は
直
系
家
族
で
あ
れ
ば
女
性
で
あ
っ
て
も
男
子
校
で
補
助
的
に
教
育
に
従
事

で
き
る
︒
ま
た
︑
県
議
会
は
臨
時
の
決
定
で
︵
常
に
取
り
消
し
可
能
︶
︑
一
︑
男

性
教
師
に
よ
る
共
学
校
の
運
営
︵
裁
縫
を
担
当
す
る
女
性
教
師
を
補
助
と
し
て
︶
︑

二
︑
本
条
文
の
第
二
文
の
制
限
に
対
し
特
例
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
﹂
と
あ
る
︒

⑭

引
用
文
中
の
﹇

﹈
表
記
は
筆
者
前
田
の
補
足
説
明
で
あ
る
︒
ま
た
︑
︿

﹀

表
記
は
原
文
に
お
い
て
括
弧
で
表
さ
れ
た
文
や
言
葉
を
示
し
て
い
る
︒
︵
⁝
⁝
︶

は
前
田
に
よ
る
中
略
で
あ
る
︒
以
下
︑
同
様
︒

⑮

Jean
G
uitton,
L
es
D
avid
ées,
p.47.

⑯

Jean
G
uitton,
L
es
D
avid
ées,
p.51-52.

⑰

バ
ザ
ン
の
小
説
﹃
ダ
ビ
デ
・
ビ
ロ
﹄
に
は
実
在
の
モ
デ
ル
が
い
た
ら
し
い
︒
彼

女
が
記
し
た
メ
モ
書
き
に
基
づ
い
て
バ
ザ
ン
は
小
説
を
書
い
た
︵
E
m
m
an
u
el

M
ounier,
E
n
tretien
s,
p.146
︶
︒

⑱

E
m
m
anuel
M
ounier,
E
n
tretien
s,
p.100.

⑲

マ
ル
ト
・
ラ
ガ
ル
ド
の
兄
デ
ジ
レ
・
ラ
ガ
ル
ド
の
孫
に
あ
た
る
ジ
ャ
ニ
ン
ヌ
・

ラ
ガ
ル
ド
︵
マ
ノ
ス
ク
在
住
︶
が
手
紙
の
コ
ピ
ー
を
提
供
し
て
く
れ
た
︒

⑳

L
oëtitia,
«
Souvenirs
de
Jeunesse
»,
A
u
x
D
avid
ées,
décem
bre

1926.

㉑

A
rchives
départem
entales
des
A
lpes-de-H
aute-P
rovence,
6M
101.

L
e
recensem
ent
de
la
population,1921,
F
ours
(consulté
en
ligne).

㉒

A
rchives
départem
entales
des
A
lpes-de-H
aute-P
rovence,1T
303.

㉓

L
ettre
de
M
arthe
L
agarde
à
ses
parents,
B
ayasse,
12
octobre

1917.

㉔

L
ettre
de
M
arthe
L
agarde
à
ses
parents,
B
ayasse,
27
octobre

1917.

㉕

L
ettre
de
M
arthe
L
agarde
à
ses
parents,
B
ayasse,
12
octobre

1917.

㉖

L
ettre
de
M
arthe
L
agarde
à
ses
parents,F
ours,7
novem
bre
1917.

㉗

L
ettre
de
M
arthe
L
agarde
à
ses
parents,
s.l.,4
octobre
1917.

㉘

L
ettre
de
M
arthe
L
agarde
à
A
ngèle,
F
ours,14
octobre
1919.
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第
二
章

共
和
国
の
教
師
と
し
て

ユ
ベ
イ
谷
で
の
経
験

文
明
化
の
担
い
手

ラ
ガ
ル
ド
が
フ
ル
ス
村
バ
イ
ヤ
ス
校
で
受
け
持
っ
た
生
徒
数
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
︒
一
九
一
七
年
一
〇
月
一
二
日
の
手
紙
で
は
︑
新
学
期

始
め
と
い
う
こ
と
も
あ
り
人
数
は
と
り
わ
け
少
な
く
﹁
午
前
中
に
一
人
︑
午
後
に
二
人
﹂
︒
七
日
後
の
一
〇
月
一
九
日
に
は
多
い
と
き
で
﹁
生

徒
は
五
人
﹂
と
書
い
て
い
る
︒
一
九
二
六
年
の
﹃
オ
ー
・
ダ
ビ
デ
﹄
に
は
当
時
の
こ
と
を
︑
﹁
生
徒
た
ち
は
︑
点
在
し
て
い
る
周
り
の
小
集
落

か
ら
通
っ
て
い
た
︒
勇
敢
な
子
ど
も
た
ち
！
冬
に
は
雪
道
を
転
が
り
な
が
ら
︑
指
を
真
っ
赤
に
し
︑
服
を
ぐ
っ
し
ょ
り
濡
ら
し
て
や
っ
て
き
た
︒

︵
⁝
⁝
︶
哀
れ
な
子
ど
も
た
ち
！
︵
⁝
⁝
︶
全
員
︑
ほ
と
ん
ど
全
員
が
︿
科
学
﹀
を
ま
っ
た
く
受
け
入
れ
な
か
っ
た
︒
彼
ら
が
暮
ら
し
て
い
る

環
境
は
彼
ら
の
知
性
を
開
く
の
に
ま
っ
た
く
役
に
立
た
な
か
っ
た
︒
全
員
が
隣
の
イ
タ
リ
ア
語
に
近
い
方
言
で
︿
考
え
て
い
た
﹀
︒
私
に
は
そ

の
ま
ま
話
す
か
︑
あ
る
い
は
不
完
全
な
が
ら
も
訳
し
な
が
ら
話
し
た
﹂
と
描
写
す
る①
︒
ま
た
︑
両
親
宛
の
手
紙
に
も
︑
新
し
い
生
徒
が
や
っ
て

き
た
の
で
名
前
を
聞
い
た
と
こ
ろ
︑
生
徒
は
少
し
間
を
置
い
た
後
︑
O
u
salou
pas
と
言
っ
た
︑
こ
こ
の
子
ど
も
た
ち
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
一

度
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
記
し
て
い
る②
︒
O
u
salou
pas
と
は
︑
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
語
で
﹁
わ
か
ら
な
い
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒

こ
の
描
写
か
ら
︑
一
九
一
七
年
に
お
い
て
も
な
お
︑
こ
の
地
域
の
人
び
と
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
日
常
的
に
は
話
し
て
お
ら
ず
︑
子
ど
も
に
と
っ

て
は
学
校
が
フ
ラ
ン
ス
語
に
触
れ
る
最
初
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
︑
ま
た
共
和
国
の
小
学
校
教
師
と
し
て
の
ラ
ガ
ル
ド
の
自
覚
も
伝
わ
る
︒
子
ど

も
た
ち
の
知
性
を
開
花
さ
せ
︑
科
学
を
伝
え
る
こ
と
を
使
命
と
考
え
る
教
師
の
姿
で
あ
る
︒
生
徒
た
ち
は
︑
﹁
個
人
的
に
共
和
国
を
知
っ
て
い

た
︒
共
和
国
と
い
う
あ
だ
名
の
老
女
が
近
く
に
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
四
歳
も
一
四
歳
も
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
恩
恵
は
彼
女
の
も
の
だ
と
み
な
し

て
い
た
﹂
と
の
一
文
も
あ
る
︒
こ
の
女
性
が
ど
う
し
て
共
和
国
と
呼
ば
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
こ
の
文
面
か
ら
は
真
の
共
和
国
を
知
っ
て

ほ
し
い
と
い
う
ラ
ガ
ル
ド
の
思
い
が
読
み
取
れ
よ
う
︒
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ラ
ガ
ル
ド
は
︑
地
元
の
住
民
た
ち
を
﹁
原
住
民

indigènes﹂
と
呼
ん
だ③
︒
植
民
地
帝
国
を
築
い
て
い
た
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
︑
一

般
に
植
民
地
の
﹁
原
住
民
﹂
を
指
す
こ
の
単
語
が
ア
ル
プ
ス
の
奥
地
の
女
性
教
師
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
着
目
に
値
す
る
︒
フ
ラ
ン
ス

の
地
方
が
植
民
地
と
同
様
に
捉
え
ら
れ
︑
こ
れ
を
文
明
化
す
る
の
が
教
師
の
仕
事
だ
と
師
範
学
校
で
教
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
︒
同
じ

県
内
に
住
む
家
族
に
向
け
て
︑
ラ
ガ
ル
ド
は
手
紙
を
も
っ
と
書
い
て
欲
し
い
と
切
望
し
︑
﹁
私
は
文
明
化
さ
れ
た
土
地
か
ら
く
る
︑
ち
ょ
っ
と

し
た
手
紙
を
も
ら
う
の
が
と
て
も
好
き
な
の
﹂
と
も
述
べ
て
い
る④
︒

フ
ル
ス
村
の
住
人
に
つ
い
て
は
︑
﹁
善
良
な
人
び
と
︑
も
し
か
し
た
ら
少
し
ば
か
り
粗
野
︒
で
も
︑
善
良
で
感
じ
の
良
い
キ
リ
ス
ト
教
徒
﹂

と
表
現
し
︑
生
徒
の
こ
と
で
家
を
訪
問
す
る
と
︑
彼
女
は
コ
ー
ヒ
ー
と
バ
タ
ー
の
塗
ら
れ
た
パ
ン
や
︑
ラ
ヴ
ィ
オ
リ
と
か
マ
カ
ロ
ン
と
呼
ば
れ

た
パ
ス
タ
を
振
る
舞
わ
れ
た
︒
ラ
ガ
ル
ド
に
よ
れ
ば
︑
﹁
衛
生
は
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
た
﹂
︒
足
湯
の
実
践
を
生
徒
に
勧
め
た
と
こ
ろ
親
は
心

配
し
︑
激
し
く
反
対
︒
ま
た
﹁
窓
を
開
け
る
の
は
風
変
わ
り
﹂
と
み
な
さ
れ
た
︒
フ
ル
ス
で
は
﹁
病
人
は
寝
床
を
離
れ
て
家
畜
小
屋
の
隅
で
養

生
す
る
﹂
と
驚
い
て
い
る⑤
︒
こ
れ
ら
の
習
慣
を
変
え
て
い
く
こ
と
も
教
師
の
務
め
だ
と
も
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

ラ
イ
シ
テ
の
学
校
と
信
仰

さ
て
︑
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
事
件
が
起
き
た
の
も
フ
ル
ス
村
で
の
こ
と
だ
っ
た
︒
一
九
一
八
年
二
月
の
学
校
視
察
で
マ
リ
・
シ
ル
ヴ
は
視
学

官
か
ら
学
校
の
中
立
性
に
違
反
し
た
と
し
て
叱
責
を
受
け
た
︒
シ
ル
ヴ
は
そ
の
経
緯
を
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
日
刊
紙
﹃
ラ
・
ク
ロ
ワ
﹄
の
編
集
長

ジ
ャ
ン
・
ギ
ロ
ー
に
手
紙
で
伝
え
︑
対
応
に
つ
い
て
助
言
を
求
め
た
︒
そ
れ
ら
の
手
紙
を
読
む
と
︑
一
方
で
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
の
視
学
官
は
敬

虔
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
師
の
存
在
そ
の
も
の
を
嫌
悪
し
︑
他
方
で
シ
ル
ヴ
の
側
は
神
の
存
在
を
抜
き
に
道
徳
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
︑
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
具
体
的
な
争
点
と
し
て
は
次
の
二
つ
が
あ
っ
た
︒

第
一
の
問
題
は
︑
一
八
八
二
年
の
フ
ェ
リ
ー
法
で
公
立
の
初
等
教
育
は
世
俗
の
も
の
と
規
定
さ
れ
︑
一
八
八
三
年
に
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら

﹁
道
徳
・
宗
教
﹂
教
育
が
消
え
︑
﹁
道
徳
・
公
民
﹂
教
育
が
新
た
に
導
入
さ
れ
る
が
︑
一
八
八
二
年
に
発
表
さ
れ
た
小
学
校
の
道
徳
教
育
の
学
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習
指
導
要
領
に
︑
﹁
両
親
へ
の
義
務
﹂
﹁
祖
国
へ
の
義
務
﹂
﹁
他
者
へ
の
義
務
﹂
﹁
自
分
自
身
へ
の
義
務
﹂
な
ど
と
並
ん
で
﹁
神
へ
の
義
務
﹂
と
い

う
学
習
項
目
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
起
因
し
た⑥
︒
こ
れ
は
一
九
二
三
年
ま
で
残
さ
れ
た
︒
当
時
の
公
教
育
大
臣
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー
は

﹁
私
た
ち
の
政
治
は
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
よ
う
で
あ
る
︒
そ
れ
は
反
教
権
主
義
的
だ
が
反
宗
教
的
で
は
な
い
﹂
と
述
べ
︑
﹁
神
へ
の
義
務
﹂
を
教

え
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
た⑦
︒

こ
れ
を
論
拠
と
し
な
が
ら
マ
リ
・
シ
ル
ヴ
は
︑
﹁
私
は
確
か
に
神
の
観
念
を
教
え
て
い
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
教
室
で
私
の
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を

教
え
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
﹂
と
述
べ
る
こ
と
に
な
る⑧
︒
加
え
て
︑
彼
女
は
こ
う
も
言
う
︒
﹁
そ
れ
で
も
︑
私
た
ち
は
数
ヶ
月
前
か
ら

迫
害
を
受
け
て
い
た
の
で
︑
今
年
度
は
慎
重
を
期
し
︑
神
に
基
づ
く
道
徳
﹇
の
授
業
﹈
を
行
っ
て
い
ま
せ
ん⑨
﹂
︒
ダ
ビ
デ
の
活
動
は
す
で
に
県

内
で
噂
に
な
り
視
学
官
が
監
視
を
強
め
て
い
た
の
を
︑
彼
女
は
知
っ
て
い
た
の
だ⑩
︒
し
か
し
︑
一
九
一
八
年
二
月
に
訪
問
し
た
初
等
視
学
官
は

授
業
を
視
察
し
た
だ
け
で
な
く
︑
生
徒
に
前
年
の
道
徳
の
授
業
の
ノ
ー
ト
を
家
ま
で
取
り
に
行
か
せ
︑
神
に
関
す
る
記
述
を
発
見
す
る
︒
後
日

送
付
さ
れ
た
評
価
書
に
対
し
シ
ル
ヴ
が
抗
議
を
す
る
と
︑
﹁
神
へ
の
義
務
は
敵
陣
営
に
配
慮
し
て
残
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
︑
師
範
学
校
教
育
か
ら

は
す
で
に
こ
の
項
目
は
削
除
さ
れ
た
︒
そ
れ
に
︑
師
範
学
校
出
身
の
女
性
教
師
が
神
へ
の
義
務
を
教
え
よ
う
と
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
想
定

さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
も
な
く
こ
の
文
言
は
削
除
さ
れ
る
だ
ろ
う
﹂
と
視
学
官
は
応
答
し
た
と
い
う⑪
︒
シ
ル
ヴ
は
最
終
的
に
ジ
ャ
ン
・
ギ
ロ
ー
の

助
言
に
従
い
︑
視
学
官
の
評
価
書
に
抗
議
の
言
葉
を
並
べ
︑
そ
の
上
で
署
名
し
た⑫
︒
シ
ル
ヴ
を
ギ
ロ
ー
に
仲
介
し
た
の
は
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
・

デ
ュ
・
ロ
ー
の
司
祭
リ
カ
ー
ル
で
あ
る
︒

第
二
の
争
点
は
︑
信
教
の
自
由
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
︒
シ
ル
ヴ
は
手
紙
の
中
で
︑
自
分
に
起
こ
っ
た
出
来
事
に
続
い
て
ヴ
ィ
ラ
ー
ル
・
ダ
バ

ス
小
集
落
の
ブ
ロ
ン
の
例
を
挙
げ
な
が
ら
︑
彼
女
は
神
の
観
念
を
教
室
に
は
ま
っ
た
く
持
ち
込
ん
で
い
な
い
の
に
︑
雑
誌
﹃
オ
ー
・
ダ
ビ
デ
﹄

を
受
け
取
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
︑
つ
ま
り
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
だ
と
い
う
だ
け
で
︑
視
学
官
に
目
を
付
け
ら
れ
叱
責
を
受
け
た
と
憤
る
︒
そ

し
て
﹁
信
教
の
自
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
﹂
と
問
い
︑
﹁
私
た
ち
は
フ
ラ
ン
ス
の
た
め
に
︑
私
た
ち
の
生
徒
た
ち
の
た
め
に
闘
っ
て
い
ま
す
︒

私
た
ち
は
誤
謬
の
中
で
︑
隷
属
状
態
の
中
で
生
き
て
い
た
く
は
な
い
の
で
す⑬
﹂
と
語
気
を
強
め
た
︒
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一
方
で
シ
ル
ヴ
は
ギ
ロ
ー
に
︑
視
学
官
と
の
付
き
合
い
方
を
教
え
て
ほ
し
い
︑
未
熟
な
自
分
た
ち
を
導
い
て
ほ
し
い
と
相
談
し
て
い
る
︒
視

学
官
に
激
し
く
憤
り
な
が
ら
も
︑
必
要
な
と
き
に
は
行
政
と
妥
協
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
彼
女
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒

そ
れ
か
ら
一
〇
年
ほ
ど
後
の
一
九
二
九
年
︑
シ
ル
ヴ
の
学
校
︵
こ
の
と
き
は
セ
ー
ヌ
村
︶
を
訪
問
し
た
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ム
ニ
エ
は
彼
女
の
教

室
で
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
し
た
︒
﹁
私
が
滞
在
し
て
い
た
間
︑
二
つ
の
こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た
︒
﹇
一
つ
は
﹈
一
人
の
子
ど
も
が
彼
女
に

︿
奇
跡
﹀
に
つ
い
て
質
問
を
し
た
の
で
す
︒
そ
の
子
は
朝
︑
新
聞
に
奇
跡
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
た
よ
う
で
し
た
︒
彼
女
は
︑
教
室

で
は
こ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
話
し
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
優
し
く
諭
し
な
が
ら
︑
子
ど
も
に
回
答
す
る
の
を
拒
み
ま
し
た
︒
﹇
も
う
一
つ
は
﹈

子
ど
も
た
ち
が
︑
ジ
ャ
ン
﹇
お
そ
ら
く
ジ
ャ
ン
・
ギ
ト
ン
の
こ
と
﹈
に
宛
て
る
手
紙
に
︑
司
祭
が
病
気
の
間
︑
自
分
た
ち
へ
公
共
要
理
を
教
え

て
く
れ
た
お
礼
を
書
い
て
も
よ
い
か
と
彼
女
に
尋
ね
ま
し
た
︒
︿
い
い
で
す
か
︑
み
な
さ
ん
︑
絶
対
に
だ
め
で
す
よ
︒
こ
こ
で
は
だ
め
で
す
︒

授
業
に
は
関
係
の
な
い
こ
と
で
す
か
ら⑭
﹀
﹂
︒
視
学
官
と
対
決
し
た
一
九
一
八
年
か
ら
比
べ
る
と
︑
シ
ル
ヴ
自
身
︑
学
校
の
宗
教
的
中
立
性
に
よ

り
敏
感
に
な
り
学
校
の
内
と
外
と
の
世
界
を
厳
格
に
分
け
よ
う
と
し
て
い
る
印
象
を
受
け
る
︒

ま
た
シ
ル
ヴ
は
︑
地
元
の
司
祭
に
対
し
て
一
定
の
距
離
を
と
り
続
け
た
︒
ダ
ビ
デ
は
︑
特
定
の
指
導
司
祭
を
持
つ
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た

が
︑
そ
れ
は
ラ
イ
シ
テ
の
学
校
の
教
師
と
い
う
自
分
た
ち
の
独
立
性
を
確
保
す
る
た
め
だ
っ
た
︒
フ
ラ
ン
ス
司
教
団
は
一
九
二
五
年
三
月
に
︑

公
立
校
は
﹁
子
ど
も
の
知
性
を
欺
き
︑
意
志
を
損
な
い
︑
良
心
を
ゆ
が
め
る
﹂
と
公
言
し
て
は
ば
か
ら
ず⑮
︑
ピ
ウ
ス
一
一
世
は
一
九
二
九
年
一

二
月
三
一
日
発
布
の
回
勅
﹁
若
者
の
教
育
﹂
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
生
徒
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
学
校
で
教
育
を
受
け
る
の
が
好
ま
し
い
︑
と
の
見
解
を

示
し
て
い
た⑯
︒
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
ラ
イ
シ
テ
の
学
校
を
公
式
に
容
認
す
る
の
は
一
九
四
五
年
で
し
か
な
い
︒
シ
ル
ヴ
は
︑
告
解

の
際
に
司
祭
か
ら
教
室
で
祈
る
よ
う
に
と
要
求
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
を
拒
絶
し
続
け
た
︒
司
祭
は
﹁
私
た
ち
の
問
題
を
ま
っ
た
く

わ
か
っ
て
い
な
い
﹂
と
シ
ル
ヴ
は
笑
み
を
浮
か
べ
て
語
っ
た
︑
と
ム
ニ
エ
は
述
懐
す
る⑰
︒
ま
た
︑
ダ
ビ
デ
の
初
期
の
活
動
を
支
え
た
シ
ニ
ョ
レ

司
祭
に
関
し
て
も
︑
﹁
彼
は
お
そ
ら
く
ラ
イ
シ
テ
の
学
校
に
対
す
る
私
た
ち
の
忠
誠
義
務
︑
中
立
性
の
義
務
を
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て
い
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
︒
そ
の
点
に
つ
い
て
私
た
ち
は
彼
に
抵
抗
を
し
ま
し
た
﹂
と
回
想
し
た⑱
︒

170 (170)



シ
ル
ヴ
は
︑
一
方
で
は
視
学
官
か
ら
﹁
毎
日
ミ
サ
に
い
く
あ
な
た
に
は
公
立
の
職
は
な
い
﹂
と
警
告
さ
れ
︑
他
方
で
は
司
祭
か
ら
﹁
私
立
学

校
へ
移
り
な
さ
い
﹂
と
忠
告
さ
れ
た
と
述
べ
な
が
ら
︑
そ
れ
で
も
公
立
校
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
を
こ
う
表
現
し
た
︒
﹁
私
の
居
場
所
は
世
俗
の

学
校
に
あ
り
ま
す
︒
私
は
世
俗
主
義
者
以
上
の
者
に
な
り
た
い
︑
つ
ま
り
ラ
イ
シ
テ
の
本
質
に
到
達
し
た
い
か
ら
で
す
︒
同
時
に
私
は
カ
ト
リ

ッ
ク
以
上
の
者
に
も
な
り
た
い
か
ら
で
す
︒
そ
う
敢
え
て
言
い
ま
す⑲
﹂
︒

教
師
の
権
利
で
あ
る
信
教
の
自
由
を
守
る
ラ
イ
シ
テ
︒
彼
女
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
ラ
イ
シ
テ
の
本
質
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
ダ
ビ
デ

の
最
年
長
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
メ
ラ
ニ
・
テ
ィ
ヴ
ォ
ル
の
発
言
に
も
そ
の
点
は
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ
る
︒
﹁
私
た
ち
の
権
利
に
関
し
て
頑
固
で

あ
り
ま
し
ょ
う
︒
私
生
活
に
お
い
て
私
た
ち
は
自
由
で
あ
り
た
い
と
願
い
ま
す⑳
﹂
︒

①

L
oëtitia,
«
Souvenirs
de
Jeunesse
»,
A
u
x
D
avid
ées,
décem
bre

1926.

②

L
ettre
de
M
arthe
L
agarde
à
ses
parents,F
ours,7
novem
bre
1917.

③

L
oëtitia,
«
Souvenirs
de
Jeunesse
»,
A
u
x
D
avid
ées,
décem
bre

1926.

④

L
ettre
de
M
arthe
L
agarde
à
ses
parents,
B
ayasse,
12
octobre

1917.

⑤

L
oëtitia,
«
Souvenirs
de
Jeunesse
»,
A
u
x
D
avid
ées,
décem
bre

1926.

⑥

﹁
神
へ
の
義
務
﹂
に
つ
い
て
は
︑
前
田
更
子
﹁
一
九
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
女
子
師
範
学
校
の
世
俗
化
と
宗
教
﹂
﹃
明
治
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要
﹄

第
八
七
冊
︑
二
〇
二
〇
年
三
月
︑
一
四
一
～
一
四
三
頁
︒

⑦

P
atrick
C
abanel,E
n
tre
religion
s
et
laïcité.
L
a
voie
fran
çaise
:
X
IX
e

-X
X
Iesiècles,
T
oulouse,
P
rivat,2007,
p.177.

⑧

A
rchives
nationales,
362A
P
/
175.
P
apiers
G
uiraud.
L
ettre
de

M
arie
Silve
à
Jean
G
uiraud,6
m
ars
1918.

⑨

A
rchives
nationales,
362A
P
/
175.
P
apiers
G
uiraud.
L
ettre
de

M
arie
Silve
à
Jean
G
uiraud,18
février
1918.

⑩

A
rchives
nationales,
362A
P
/
175.
P
apiers
G
uiraud.
L
ettre
de

l̓abbé
R
icard
à
Jean
G
uiraud,17
novem
bre
1917.

⑪

A
rchives
nationales,
362A
P
/
175.
P
apiers
G
uiraud.
L
ettre
de

M
arie
Silve
à
Jean
G
uiraud,16
m
ars
1918.

⑫

E
m
m
anuel
M
ounier,
E
n
tretien
s,
p.101-102.

⑬

A
rchives
nationales,
362A
P
/
175.
P
apiers
G
uiraud.
L
ettre
de

M
arie
Silve
à
Jean
G
uiraud,9
m
ars
1918.

⑭

E
m
m
anuel
M
ounier,
E
n
tretien
s,
p.108.

⑮

A
ntoine
P
rost,
H
istoire
gén
érale
d
e
l̓
en
seign
em
en
t
et
d
e
l̓
éd
u
ca-

tion
en
F
ran
ce,
tom
e
IV
,
L
É̓
cole
et
la
F
am
ille
d
an
s
u
n
e
société
en

m
u
tation
,
P
aris,
N
ouvelle
librairie
de
F
rance,1981,
p.422.

⑯

B
runo
P
oucet,
L
e̓n
seign
em
en
t
privé
en
F
ran
ce,
P
aris,
P
U
F
,
Q
ue

sais-je
?,2012,
p.28.

⑰

E
m
m
anuel
M
ounier,
E
n
tretien
s,
p.108.
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⑱

A
rchives
de
l̓É
vêché
de
D
igne.
L
ettre
de
M
lle
Silve,
à
l̓occasion

du
jubilé
de
M
.
le
chanoine
Signoret
A
ndré,20
m
ai
1959.

⑲

Jean
G
uitton,
M
arie
S
ilve
et
la
spiritu
alité
laïqu
e,
T
oulouse,

É
ditions
du
foyer
de
com
m
inges,1978,
p.12.

⑳

R
.
C
.
L
.,
M
lle
T
h
ivolle.
L
a
«
G
ran
d
e
A
m
ie
»
d
es
D
avid
ées

(1
8
6
4
-1
9
1
8
),
A
ix,
Im
prim
erie
des
C
roix
P
rovençales,1926,
p.16.

第
三
章

ダ
ビ
デ
・
グ
ル
ー
プ
の
特
徴

雑
誌
の
目
的
と
内
容
︑
購
読
者
と
の
交
流

こ
の
山
奥
の
︑
友
情
で
結
ば
れ
た
小
さ
な
グ
ル
ー
プ
が
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
全
国
的
な
運
動
へ
と
展
開
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
︒
シ
ル
ヴ
た

ち
は
山
の
孤
立
し
た
生
活
か
ら
は
お
お
よ
そ
考
え
つ
か
な
い
ほ
ど
広
い
交
友
関
係
を
築
き
上
げ
て
い
く
︒

雑
誌
﹃
オ
ー
・
ダ
ビ
デ
﹄
の
刊
行
は
一
九
一
六
年
一
二
月
に
始
ま
っ
た
︒
最
初
の
号
の
購
読
者
は
わ
ず
か
一
二
名
で
あ
っ
た
が
︑
一
九
一
七

年
九
月
の
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
・
デ
ュ
・
ロ
ー
の
黙
想
会
に
は
三
〇
名
以
上
が
集
ま
り①
︑
一
九
一
八
年
秋
の
雑
誌
購
読
者
数
は
三
〇
〇
名
に
︑
一

九
二
五
年
に
は
二
五
〇
〇
名
ま
で
に
増
加
し
た②
︒
ダ
ビ
デ
は
規
則
を
持
つ
団
体
で
は
な
く
︑
雑
誌
購
読
者
と
そ
の
支
援
者
の
緩
や
か
な
集
ま
り

で
あ
る
た
め
︑
賛
同
者
の
正
確
な
人
数
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
一
九
二
六
年
と
一
九
三
〇
発
行
の
対
立
陣
営
の
新
聞
に
よ
れ

ば
八
〇
〇
〇
名③
︑
一
九
二
七
年
の
警
察
の
報
告
書
に
は
一
万
五
〇
〇
〇
名
と
あ
る④
︒
一
方
︑
マ
リ
・
シ
ル
ヴ
自
身
は
︑
一
九
三
一
年
一
月
に
雑

誌
予
約
購
読
者
数
は
四
〇
〇
〇
名
︑
そ
の
ほ
か
に
二
〇
〇
〇
～
三
〇
〇
〇
名
の
賛
同
者
が
い
る
と
記
す⑤
︒
公
立
小
学
校
の
女
性
教
師
数
は
一
九

二
六
年
度
に
七
万
六
二
一
二
名
︑
一
九
三
〇
年
度
に
八
万
三
三
二
二
名
で
あ
る
か
ら⑥
︑
警
察
と
シ
ル
ブ
の
数
字
に
は
開
き
が
あ
る
も
の
の
︑
大

雑
把
に
捉
え
て
公
立
女
性
教
師
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
が
ダ
ビ
デ
に
賛
同
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
︒
一
九
二
八
年
に
南
仏
ヴ
ァ
ー
ル
県
の
ド
ラ
ギ
ニ
ャ
ン
女
子
師
範
学
校
を
卒
業
し
た
二
三
名
の
う
ち
一
五
名
は
ダ
ビ
デ
だ
と
も
言
わ
れ
た⑦
︒

ダ
ビ
デ
が
女
性
教
師
の
間
で
一
定
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
さ
そ
う
だ
︒
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と
は
い
え
︑
公
立
小
学
校
で
教
鞭
を
執
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
女
性
全
員
が
ダ
ビ
デ
に
賛
同
し
て
い
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
か
っ
た⑧
︒
ま
た
︑

ダ
ビ
デ
に
賛
同
し
て
い
た
と
し
て
も
そ
の
事
実
を
周
囲
に
隠
し
て
い
る
人
も
少
な
か
ら
ず
い
た
︒
﹁
私
に
グ
ル
ー
プ
は
不
要
で
す
﹂
︑
﹁
独
立
と

静
寂
を
保
ち
た
い
﹂
の
で
ダ
ビ
デ
に
は
参
加
し
な
い
︑
あ
る
い
は
﹁
反
教
権
的
な
周
囲
の
人
び
と
の
目
が
気
に
な
り
ダ
ビ
デ
に
な
れ
な
い
﹂
と

い
う
意
見
が
︑
雑
誌
﹃
オ
ー
・
ダ
ビ
デ
﹄
に
掲
載
さ
れ
て
い
る⑨
︒
こ
う
し
た
意
見
に
対
し
ダ
ビ
デ
は
誌
面
を
使
っ
て
︑
﹁
周
囲
に
は
知
ら
れ
な

い
よ
う
に
郵
送
す
る
こ
と
が
可
能
﹂
︑
﹁
同
僚
を
怖
が
る
こ
と
は
な
い
﹂
な
ど
と
答
え
る
︒
実
際
︑
ダ
ビ
デ
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
た
い
読
者
に
向

け
︑
編
集
部
は
年
間
五
フ
ラ
ン
高
い
購
読
料
を
と
り
︑
雑
誌
を
封
筒
に
入
れ
て
送
っ
て
い
た
︵
通
常
は
帯
封
︶
︒

月
刊
誌
﹃
オ
ー
・
ダ
ビ
デ
﹄
は
︑
Ａ
五
版
程
度
の
大
き
さ
で
︑
ペ
ー
ジ
数
は
一
九
二
〇
年
代
に
は
一
号
に
つ
き
約
四
〇
～
五
〇
ペ
ー
ジ
︑
一

九
三
〇
年
代
に
は
約
六
〇
ペ
ー
ジ
で
あ
っ
た
︒
内
容
は
︑
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
︒
雑
誌
の
前
半
三
分
の
二
程
度
に
は
︑
歴
史
︑
思
想
︑

哲
学
︑
社
会
問
題
︑
宗
教
文
化
︑
霊
性
・
精
神
生
活
を
主
題
と
す
る
学
術
的
な
論
文
や
エ
ッ
セ
ー
が
並
ぶ
︒
マ
リ
・
シ
ル
ヴ
を
中
心
と
す
る
編

集
部
は
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
女
性
教
師
の
教
養
と
知
性
︑
そ
し
て
信
仰
心
を
高
め
る
た
め
こ
と
を
ダ
ビ
デ
活
動
の
一
つ
の
使
命
と
し
て
お
り
︑
こ
れ

ら
は
そ
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
論
考
だ
っ
た
︒
寄
稿
者
の
中
に
は
男
性
の
知
識
人
も
い
た
︒

他
方
で
︑
後
半
の
三
分
の
一
は
よ
り
直
接
的
に
女
性
教
師
の
日
常
・
職
業
に
関
す
る
内
容
で
占
め
ら
れ
︑
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ム
ニ
エ
は
︑

﹁
読
者
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
頁
か
ら
読
む
だ
ろ
う
︑
そ
こ
に
彼
女
た
ち
の
生
活
・
友
情
・
秘
密
を
見
い
だ
す
﹂
と
観
察
す
る⑩
︒
教
師
の
日
常
的

取
り
組
み
︑
教
育
実
践
の
紹
介
・
提
案
︑
読
者
か
ら
の
手
紙
の
抜
粋
︑
編
集
部
か
ら
の
返
答
︑
文
献
案
内
︑
黙
想
会
・
会
合
の
情
報
︑
各
種
組

合
・
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
︒
こ
ち
ら
の
パ
ー
ト
の
執
筆
者
は
公
立
小
学
校
の
女
性
教
師
で
あ
る
︒

雑
誌
の
目
的
は
︑
ダ
ビ
デ
結
成
の
理
念
で
あ
る
﹁
互
い
に
助
け
合
い
︑
女
性
教
師
と
し
て
の
義
務
を
よ
り
よ
く
果
た
し
︑
私
た
ち
の
宗
教
を

よ
り
よ
く
知
る
こ
と
﹂
に
沿
い
︑
同
じ
悩
み
を
抱
え
る
孤
立
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
公
立
女
性
教
師
が
連
帯
す
る
場
を
つ
く
り
︑
各
人
の
職
業
と

信
仰
と
の
十
分
な
両
立
を
支
え
る
こ
と
に
置
か
れ
た
︒
﹁
私
た
ち
の
雑
誌
は
修
道
や
神
学
の
雑
誌
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
︿
恐
れ
ず
に
︑
非
難
さ

れ
ず
に
﹀
私
た
ち
の
職
業
上
の
義
務
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
義
務
を
両
立
さ
せ
る
手
助
け
を
す
る
同
業
者
の
雑
誌
で
あ
る⑪
﹂
と
説
明
さ
れ
る
︒
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信
仰
と
職
業
を
同
じ
く
す
る
女
性
が
編
集
す
る
﹃
オ
ー
・
ダ
ビ
デ
﹄
は
︑
と
り
わ
け
新
米
の
女
性
教
師
に
と
っ
て
は
生
活
上
︑
職
業
上
の
助

言
者
で
あ
っ
た⑫
︒
﹁
孤
独
を
安
ら
げ
て
も
ら
え
る
﹂
︑
﹁
信
仰
の
悩
み
を
共
有
で
き
る
﹂
︑
﹁
助
言
が
も
ら
え
る
﹂
と
い
っ
た
読
者
か
ら
の
感
謝
の

言
葉
は
ほ
ぼ
毎
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
ダ
ビ
デ
に
は
﹁
図
書
館
﹂
制
度
が
あ
り
︑
希
望
者
に
は
本
の
貸
し
出
し
を
郵
送
で
行
っ
て
い

た
︒さ

ら
に
ダ
ビ
デ
た
ち
に
は
対
面
で
の
交
流
の
機
会
も
あ
っ
た
︒
一
九
二
四
年
の
夏
を
例
に
と
る
と
︑
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
・
デ
ュ
・
ロ
ー
の
ほ

か
に
パ
レ
・
ル
・
モ
ニ
ア
ル
︑
ル
ル
ド
と
い
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
地
で
黙
想
会
が
開
か
れ
︑
リ
ー
ル
︑
ニ
ー
ス
︑
マ
ル
セ
イ
ユ
で
も
集
会
が

も
た
れ
た⑬
︒
巡
礼
は
定
期
的
に
企
画
さ
れ
︑
一
九
二
四
年
に
は
ロ
ー
マ
訪
問
も
実
現
さ
せ
た
︒
そ
の
ほ
か
一
九
三
三
年
に
は
パ
リ
に
住
居
を
借

り
て
拠
点
を
設
け
る
と
同
時
に
︑
サ
リ
エ
ー
ジ
ュ
大
司
教⑭
か
ら
援
助
を
受
け
て
ト
ゥ
ル
ー
ズ
近
郊
に
﹁
菩
提
樹
の
家
﹂
と
称
す
る
別
荘
地
を
購

入
さ
え
し
て
い
る
︒

女
性
の
主
体
性

ダ
ビ
デ
に
は
︑
サ
リ
エ
ー
ジ
ュ
大
司
教
だ
け
で
な
く
︑
ジ
ャ
ン
・
ギ
ト
ン
︑
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ム
ニ
エ
を
は
じ
め
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
知
識

人
の
支
援
者
が
多
く
い
た
︒
し
か
し
シ
ル
ヴ
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
︑
自
分
た
ち
女
性
小
学
校
教
師
が
主
体
性
・
独
立
性
を
保
っ
て
活
動

す
る
こ
と
だ
っ
た
︒
マ
リ
・
シ
ル
ヴ
が
ジ
ャ
ン
・
ギ
ト
ン
へ
宛
て
た
手
紙
を
読
ん
で
み
よ
う
︒

﹁
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
願
い
し
た
い
の
は
︑
私
た
ち
を
喜
ば
せ
る
の
を
第
一
の
目
的
あ
る
い
は
唯
一
の
目
的
と
し
て
何
か
を
す
る
こ
と

は
や
め
て
く
だ
さ
い
︒
私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
へ
の
あ
な
た
の
︿
永
遠
の
愛
情

attachem
ent
perpétuel﹀

私
は
こ
の
形
容
句
を
忘
れ
ま

せ
ん

は
十
分
に
大
き
く
︑
神
の
力
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
か
ら

私
は
そ
う
願
い
ま
す

︑
あ
な
た
は
私
た
ち
の
中
に
何
よ
り
も
魂

の
宝
を
認
め
︑
疑
義
や
批
判
を
含
め
ご
自
身
の
考
え
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
す
︒
私
た
ち
は
︑
慰
め
よ
り
も
援
助
と
真
実
が
必
要
な

の
で
す⑮
﹂
︒
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こ
の
手
紙
は
︑
二
人
の
関
係
の
初
期
に
︑
つ
ま
り
一
九
二
六
年
夏
の
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
・
デ
ュ
・
ロ
ー
の
黙
想
会
で
ギ
ト
ン
と
出
会
っ
て
か

ら
二
ヶ
月
ほ
ど
の
ち
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
﹁
慰
め
よ
り
も
援
助
と
真
実
が
必
要
だ
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
︑
単
な
る
精
神
的
な
励
ま
し
で

は
な
く
︑
具
体
的
な
支
援
︑
確
実
な
知
識
を
得
た
い
と
い
う
シ
ル
ヴ
の
意
思
が
感
じ
ら
れ
る
し
︑
彼
女
の
強
い
自
立
心
が
う
か
が
え
る
︒
ま
た
︑

相
手
が
大
物
の
大
学
人
︑
聖
職
者
︑
視
学
官
で
あ
ろ
う
と
︑
物
怖
じ
せ
ず
に
自
ら
の
意
見
を
述
べ
︑
批
判
す
る
シ
ル
ヴ
の
能
力
︒
こ
れ
に
は
驚

く
べ
き
も
の
が
あ
る
︒
ア
ル
プ
ス
の
寒
村
の
一
小
学
校
教
師
が
一
目
置
か
れ
る
存
在
で
あ
り
続
け
た
の
は
こ
の
力
ゆ
え
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

上
の
手
紙
が
書
か
れ
た
ほ
ぼ
同
時
期
に
は
︑
数
学
者
で
哲
学
者
の
マ
ル
セ
ル
・
レ
ゴ
ー
の
女
性
へ
の
︑
そ
し
て
ダ
ビ
デ
へ
の
偏
見
に
対
し
諦

め
に
も
似
た
率
直
な
感
想
も
綴
ら
れ
て
い
る
︒
レ
ゴ
ー
の
態
度
は
﹁
高
慢
だ
と
感
じ
ま
す
︒
彼
は
あ
ら
ゆ
る
修
道
会
や
新
旧
の
社
会
が
そ
う
す

る
の
と
同
様
に
︑
︵
⁝
⁝
︶
少
数
の
︑
同
じ
型
に
は
め
込
ま
れ
た
規
律
正
し
い
純
然
た
る
エ
リ
ー
ト
を
養
成
す
る
た
め
に
行
動
し
た
い
の
で
す
︒

彼
ら
は
人
数
が
多
い
の
に
緊
密
な
結
び
つ
き
を
保
つ
ダ
ビ
デ
に
つ
い
て
︑
私
に
こ
う
言
い
ま
し
た
︒
女
性
は
人
の
言
う
こ
と
に
従
順
に
従
い
が

ち
で
す
よ
ね
︑
と
︒
私
は
彼
が
ま
だ
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
︑
私
た
ち
は
修
道
会
と
は
逆
向
き
に
行
動
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
ま
せ
ん
で
し

た
﹂
︒

後
述
す
る
が
︑
ダ
ビ
デ
は
男
女
の
差
異
や
女
性
の
特
性
を
明
確
に
意
識
し
て
お
り
︑
そ
の
点
で
は
当
時
の
支
配
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
を
受
け

入
れ
た
運
動
だ
っ
た
と
言
え
る
︒
し
か
し
従
順
な
女
性
と
い
う
固
定
観
念
へ
の
反
発
に
あ
る
と
お
り
︑
女
性
を
従
属
し
た
存
在
と
捉
え
る
女
性

観
は
ダ
ビ
デ
と
っ
て
許
容
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
ダ
ビ
デ
た
ち
は
活
動
を
展
開
す
る
中
で
男
性
︑
そ
れ
も
権
威
あ
る
知
識
人
の
支
援
と

協
力
に
頼
っ
て
い
た
が
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
女
性
の
自
律
性
と
主
体
性
が
守
ら
れ
る
範
囲
内
に
お
い
て
で
あ
っ
た
︒

シ
ル
ヴ
は
ダ
ビ
デ
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
︒
﹁
私
た
ち
の
扉
は
大
き
く
開
か
れ
て
い
ま
す
︒
私
た
ち
は
ガ
ラ
ス
の
家
に
い
て
︑
中

を
す
べ
て
見
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
︒
作
り
物
は
一
切
な
く
︑
規
則
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
私
た
ち
は
ひ
と
り
一
人
の
友
を
︑
彼
女
の
正
確
な
義
務

を
︑
彼
女
の
傾
向
を
︑
彼
女
の
才
能
を
︑
彼
女
の
環
境
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
︑
誰
に
も
似
る
べ
き
で
は
な
い
そ
の
彼
女
が
完
全
に
自
己
実
現

を
で
き
る
よ
う
に
助
け
︑
置
か
れ
た
場
所
で
宗
教
生
活
を
可
能
な
限
り
深
く
生
き
ら
れ
る
よ
う
に
助
け
ま
す
︒
︵
⁝
⁝
︶
困
難
な
こ
と
︑
そ
れ
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は
他
者
を
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
常
に
自
ら
を
脱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
﹂
︒
ま
た
ほ
か
の
日
に
は
︑
こ
う
も
言

う
︒
﹁
未
熟
な
活
動
に
違
い
な
い
私
た
ち
の
活
動
は
︑
い
つ
で
も
再
編
可
能
な
管
理
者
と
し
っ
か
り
と
し
た
一
つ
の
組
織
を
持
た
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
が
︑
い
わ
ば
︿
そ
の
下
に
は
﹀
︑
肩
書
き
も
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
も
な
く
︑
見
た
目
に
は
規
律
さ
え
な
く
︑
一
方
で
は
全
面
的
な
献
身
に
よ
っ

て
︑
他
方
で
は
相
互
の
愛
情
と
自
発
的
な
信
頼
︑
そ
し
て
常
に
す
べ
て
を
︿
差
し
出
す
﹀
助
け
と
な
る
︑
神
の
力
に
よ
る
友
情
に
よ
っ
て
動
か

さ
れ
て
い
ま
す⑯
﹂
︒

シ
ル
ヴ
は
ダ
ビ
デ
の
リ
ー
ダ
ー
だ
と
外
部
か
ら
も
内
部
か
ら
も
認
知
さ
れ
て
い
た
が
︑
ほ
か
の
メ
ン
バ
ー
と
同
じ
一
人
で
あ
る
と
い
う
姿
勢

を
徹
底
し
て
貫
こ
う
と
し
て
い
た
︒
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
な
い
フ
ラ
ッ
ト
な
人
間
関
係
︑
修
道
会
の
よ
う
な
会
則
も
な
く
閉
ざ
さ
れ
ず
︑
誰
に
で

も
開
か
れ
て
い
る
集
団
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
ダ
ビ
デ
た
ち
は
互
い
を
尊
重
し
信
頼
し
︑
他
者
の
た
め
に
自
ら
を
投
げ
出
す
必
要
性
を
も
説
く
の
で

あ
る
︒
友
情
は
受
け
取
る
だ
け
で
な
く
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
一
九
二
五
年
一
一
月
号
の
記
事
﹁
ダ
ビ
デ
を
突
き
詰
め
る
﹂
で
も
︑
読
者

に
対
し
雑
誌
を
定
期
購
読
し
て
い
る
だ
け
で
は
ダ
ビ
デ
に
な
っ
て
い
な
い
と
積
極
的
な
参
加
を
呼
び
か
け
て
い
る⑰
︒

①

«
N
otice
h
istoriq
u
e
su
r
le
b
u
lletin
:
A
u
x
D
av
id
ées
»,
A
u
x

D
avid
ées,
octobre
1918.

②

Jean
G
uitton,
L
es
D
avid
ées,
p.58.
マ
リ
・
シ
ル
ヴ
の
回
想
に
は
︑
定
期

購
読
者
数
は
﹁
一
九
二
五
年
に
二
五
〇
〇
強
﹂
と
あ
る
が
︑
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ム

ニ
エ
は
︑
一
九
二
一
年
に
四
〇
〇
〇
名
を
超
し
た
と
記
載
し
て
い
る

︵
E
m
m
anuel
M
ounier,
E
n
tretien
s,
p.113
︶
︒

③

Jou
rn
al
d
es
in
stitu
teu
rs,12
décem
bre
1926
;
L
é̓cole
libératrice,28

juin
1930.

④

A
rch
iv
es
n
ation
ales,
20040106
/
20.
D
irection
d
e
la
su
reté

générale.
C
ontrôle
général
des
services
de
police
adm
inistrative,

«
L
es
D
avidées
»,25
août
1927.

⑤

A
rchives
m
unicipales
de
L
yon,
F
onds
A
ndré
L
atreill,154
II
32.

L
ettre
de
M
arie
Silve,5
janvier
1930.
一
九
三
〇
年
四
月
の
マ
ル
ソ
ー
・

ピ
ヴ
ェ
ー
ル
か
ら
の
非
難
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る
の
で
︑
同
手
紙
の
日
付
は
一
九

三
〇
年
で
は
な
く
︑
正
し
く
は
一
九
三
一
年
一
月
五
日
で
あ
ろ
う
︒

⑥

ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ー
ヌ
地
方
の
三
県
と
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
三
県
を
除
い
た
︑
八

七
県
の
公
立
の
幼
稚
園
・
小
学
校
の
教
師
総
数
︒
M
ona
L
.
Siegel,
T
h
e

M
oral
D
isarm
am
en
t
of
F
ran
ce,
p.109.

⑦

L
é̓cole
libératrice,28
juin
1930.

⑧

A
u
x
D
avid
ées,
juin
1926.

⑨

た
と
え
ば
︑
A
u
x
D
avid
ées,
février
1924
;
avril
1924,
p.152.

⑩

F
rançois
C
hauvière
(E
m
m
anuel
M
ounier),
«
L
es
idées
et
les

œ
uvres.
U
ne
am
itié
spirituelle
:
les
D
avidées
»,
L
a
vie
spiritu
elle.

A
scétiqu
e
et
m
ystiqu
e,13e
année,
tom
e
27,
avril-juin
1931,
p.78-79.
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⑪

«
D
avidées
jusqu̓
au
bout
»,
A
u
x
D
avid
ées,
novem
bre
1925,
p.324.

⑫

A
u
x
D
avid
ées,
janvier
1923,
p.38
;
m
ars
1924,
p.83.

⑬

A
u
x
D
avid
ées,
juillet
1924.

⑭

サ
リ
エ
ー
ジ
ュ
大
司
教
︵
Jules-G
éraud
Saliège,
一
八
七
〇

-
一
九
五
六
︶

は
︑
ナ
チ
ス
占
領
下
の
フ
ラ
ン
ス
で
展
開
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
に
対
し
︑
批
判
的

態
度
を
示
し
た
こ
と
で
有
名
な
聖
職
者
で
あ
る
︒
ア
ル
プ
ス
地
方
ギ
ャ
ッ
プ
の
司

教
を
一
九
二
五
年
か
ら
一
九
二
八
年
ま
で
務
め
た
こ
と
が
縁
で
ダ
ビ
デ
を
知
り
︑

ト
ゥ
ル
ー
ズ
へ
移
っ
て
か
ら
も
ダ
ビ
デ
を
支
援
し
続
け
た
︒
ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
司
教

在
任
期
間
一
九
二
八
～
一
九
五
六
年
︒

⑮

L
ettre
de
M
arie
Silve
à
Jean
G
uitton,
13
novem
bre
1926,
dans

E
m
m
anuel
M
ounier,
E
n
tretien
s,
p.111.

⑯

E
m
m
anuel
M
ounier,
E
n
tretien
s,
p.110-111.

⑰

«
D
avidées
jusqu̓
au
bout
»,
A
u
x
D
avid
ées,
novem
bre
1925,
p.324.

第
四
章

信
仰
と
女
性
教
師
の
使
命

小
さ
な
村
に
と
ど
ま
る
よ
う
に

ダ
ビ
デ
は
出
版
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
︑
郵
便
︑
鉄
道
を
利
用
し
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
拡
大
し
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
点
で
は
近
代
の
特
徴
を
備
え

た
運
動
で
あ
っ
た
︒
だ
が
他
方
で
︑
ダ
ビ
デ
の
中
心
メ
ン
バ
ー
は
あ
く
ま
で
も
バ
ス
＝
ザ
ル
プ
県
の
自
分
の
生
ま
れ
故
郷
に
近
い
︑
人
口
の
少

な
い
村
に
こ
だ
わ
り
︑
と
ど
ま
り
続
け
た
︒
マ
リ
・
シ
ル
ヴ
は
︑
ダ
ビ
デ
と
農
村
と
の
関
係
を
︑
都
会
と
の
対
比
で
次
の
よ
う
に
表
現
し
た
︒

﹁
都
市
に
﹇
も
﹈
ダ
ビ
デ
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
︒
し
か
し
彼
女
た
ち
の
生
活
は
職
業
上
の
義
務
と
は
関
係
の
な
い
︑
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
時
間

を
と
ら
れ
て
い
ま
す
︒
ま
た
集
団
の
運
営
を
︑
と
く
に
雑
誌
の
運
営
を
手
伝
う
に
は
あ
ち
こ
ち
に
散
ら
ば
り
す
ぎ
て
も
い
ま
す
︒
雑
誌
を
支
え

て
い
る
の
は
小
さ
な
村
で
暮
ら
し
て
い
る
人
た
ち
︑
農
村
の
穏
や
か
さ
︑
つ
つ
ま
し
さ
︑
平
和
の
中
に
望
ん
で
暮
ら
し
て
い
る
人
た
ち
で
す
︒

農
村
は
神
の
そ
ば
で
暮
ら
し
︑
神
に
魂
を
捧
げ
る
こ
と
が
よ
り
た
や
す
い
場
所
な
の
で
す①
﹂
︒
農
村
は
︑
信
仰
生
活
を
送
る
上
で
か
け
が
え
の

な
い
場
所
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
実
際
の
農
村
で
の
生
活
に
は
苦
労
も
伴
う
︒
だ
か
ら
こ
そ
ダ
ビ
デ
は
﹁
孤
立
し
た
女
性
教
師
を
一
人
に
さ
せ
な
い
﹂
と
い
う
基
本
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方
針
の
も
と
に
︑
と
り
わ
け
農
村
に
勤
務
す
る
女
性
教
師
に
宛
て
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
た
︒
ひ
と
り
一
人
の
日
々
の
苦
労
に
対
す
る
理
解

と
深
い
共
感
が
示
さ
れ
︑
そ
れ
と
同
時
に
神
が
定
め
た
運
命
に
従
い
︑
与
え
ら
れ
た
場
所
に
と
ど
ま
る
よ
う
助
言
を
与
え
る
の
で
あ
る
︒
た
と

え
ば
日
々
の
不
平
不
満
を
述
べ
る
一
人
の
ダ
ビ
デ
へ
の
応
答
と
い
う
形
で
書
か
れ
た
﹁
女
性
教
師
の
喜
び
﹂
と
い
う
コ
ラ
ム
は
次
の
よ
う
に
結

ば
れ
る
︒

﹁
妹
よ
︑
あ
な
た
は
も
し
か
し
て
そ
れ
で
も
ま
だ
自
分
の
運
命
に
満
足
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
︿
こ
の
家
は
悲
惨
な
状
態
な
の
で
す
﹀
と

あ
な
た
は
言
い
ま
す
︒
で
は
︑
天
の
王
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
洞
窟
と
そ
こ
を
比
較
で
き
ま
す
か
︒
あ
な
た
は
幸
運
で
し
ょ
う
︒
︿
と
く
に
無

関
心
︑
冷
淡
さ
︑
手
荒
い
待
遇
︑
軽
蔑
が
あ
る
の
で
す
﹀
﹇
と
あ
な
た
は
言
い
ま
す
﹈
︒
神
は
ほ
め
た
た
え
ら
れ
ま
す
！

完
璧
で
す
︒
あ
な
た

の
幸
せ
に
足
ら
な
い
も
の
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
人
が
自
ら
の
内
に
生
き
た
イ
エ
ス
の
精
神
を
持
つ
の
で
あ
れ
ば
︑
︿
貧
し
い

人
た
ち
は
幸
い
で
あ
る
︒
苦
し
ん
で
い
る
人
た
ち
は
幸
い
で
あ
る
︒
迫
害
さ
れ
た
人
た
ち
は
幸
い
で
あ
る
︒
悪
口
を
言
わ
れ
る
人
た
ち
は
幸
い

で
あ
る
︒
軽
蔑
さ
れ
る
人
た
ち
は
幸
い
で
あ
る
﹀
か
ら
で
す
︒
︵
⁝
⁝
︶
い
ち
ば
ん
小
さ
く
︑
い
ち
ば
ん
後あ

と

の
者
で
あ
る
ダ
ビ
デ
よ
︑
あ
な
た

は
︑
敬
意
を
払
う
べ
き
功
績
の
あ
る
︿
模
範
的
な
﹀
親
愛
な
る
女
性
教
師
よ
り
も
ず
っ
と
羨
望
に
値
す
る
の
で
す
︒
そ
う
で
す
！

第
一
の
者

に
な
ろ
う
と
望
み
な
が
ら
︑
イ
エ
ス
が
望
む
限
り
い
ち
ば
ん
後
の
者
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
下
さ
い②
﹂
︒
こ
の
表
現
は
︑
偉
大
な
者
と
は
何
か
に

つ
い
て
説
く
聖
書
の
中
の
イ
エ
ス
の
言
葉
︑
﹁
第
一
の
者
に
な
ろ
う
と
望
む
者
は
︑
い
ち
ば
ん
後
の
者
と
な
り
︑
ま
た
み
な
に
仕
え
る
者
と
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
︵
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
九
章
三
五
節③
︶
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

記
事
は
︑
﹁
親
愛
な
る
友
へ
﹂
﹁
親
愛
な
る
ダ
ビ
デ
た
ち
へ
﹂
で
始
ま
る
手
紙
形
式
や
応
答
文
で
書
か
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
こ
れ
は
読
者
と
の

親
近
感
︑
一
体
感
を
生
む
た
め
の
編
集
部
の
工
夫
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

四
月
の
異
動
願
い
を
出
す
時
期
に
は
︑
年
老
い
た
両
親
に
近
づ
く
た
め
に
異
動
を
希
望
す
る
の
は
望
ま
し
い
と
し
な
が
ら
も
︑
数
年
ご
と
に

学
校
を
移
る
行
為
を
戒
め
て
い
る
︒
一
つ
の
村
で
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
見
守
り
︑
そ
の
生
徒
が
親
に
な
る
の
を
見
届
け
︑
彼
ら
の
子
ど
も
世

代
に
も
教
育
を
施
す
こ
と
で
得
ら
れ
る
喜
び
︑
小
さ
な
村
の
学
校
に
長
く
と
ど
ま
る
こ
と
の
幸
せ
が
説
か
れ
る
︒
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教
師
は
地
元
の
人
び
と
と
交
流
し
︑
そ
の
中
に
入
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
女
性
教
師
は
︑
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
苦
し
む
村
に
お
い
て

は
助
言
者
と
し
て
改
善
の
手
助
け
を
し④
︑
医
者
の
い
な
い
村
で
は
衛
生
︑
薬
学
︑
看
護
の
知
識
を
活
か
し
て
村
人
を
看
病
し
︑
過
疎
化
の
危
険

に
さ
ら
さ
れ
た
村
で
は
生
徒
だ
け
で
な
く
村
人
へ
農
村
生
活
の
す
ば
ら
し
さ
を
科
学
的
に
伝
え
︑
さ
ら
に
行
政
と
彼
ら
を
結
び
つ
け
る
努
力
を

す
る
よ
う
に
と
も
忠
告
さ
れ
た⑤
︒
こ
の
よ
う
に
ダ
ビ
デ
は
︑
人
口
の
少
な
い
村
で
の
勤
務
を
信
仰
面
か
ら
も
職
業
面
か
ら
も
評
価
し
︑
同
僚
に

推
奨
し
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
法
に
従
い
︑
小
村
の
教
師
は
き
ま
っ
て
女
性
で
あ
っ
た
点
に
も
改
め
て
注
意
を
払
お
う
︒
こ
れ
は
幼
い
子
ど

も
の
面
倒
を
み
る
の
は
女
性
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
当
時
支
配
的
だ
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
に
基
づ
く
決
定
で
あ
り
︑
そ
こ
に
構
造
上
の
男
女
差

別
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
︒
し
か
し
一
方
で
男
性
教
師
が
不
在
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
︑
女
性
教
師
は
村
で
ほ
ぼ
唯
一
︑
知
性
と
科
学
を
体

現
す
る
存
在
で
︑
威
信
や
影
響
力
を
持
ち
得
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
︒
実
は
︑
女
性
教
師
の
社
会
的
地
位
を
考
え
る
上
で
は
︑
小
学
校
教
師
は

公
務
員
の
中
で
も
っ
と
も
早
く
一
九
一
九
年
に
給
与
の
男
女
平
等
を
実
現
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る⑥
︒

信
仰
に
基
づ
く
女
性
観
︑
家
族
観

で
は
ダ
ビ
デ
た
ち
は
女
性
で
あ
る
自
分
た
ち
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
︑
ま
た
家
族
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
︒
彼
女
た
ち
の
思
想
と
行
動
の
根
底
に
は
ま
ず
も
っ
て
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
え
と
規
範
が
あ
っ
た
︒
キ
リ
ス
ト
教
に
基
づ
く
規
範

と
な
れ
ば
︑
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
主
義
・
世
俗
主
義
の
対
極
に
位
置
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
実
は
そ
う
で
は
な
い
︒
家
族
主

義
や
男
女
の
不
平
等
を
温
存
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
関
し
て
︑
共
和
主
義
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
そ
の
意
見
を
二
〇
世
紀
後
半
ま
で
一
致
さ

せ
て
い
た
こ
と
は
近
年
の
研
究
が
つ
と
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る⑦
︒
そ
の
点
か
ら
す
る
と
︑
ダ
ビ
デ
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
だ
け
で
な
く
︑

共
和
国
の
市
民
と
し
て
も
模
範
的
な
働
き
を
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒
詳
し
く
見
て
い
こ
う
︒

マ
リ
・
シ
ル
ヴ
は
ギ
ト
ン
と
ム
ニ
エ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
次
の
よ
う
に
応
じ
る
︒
﹁
私
は
自
分
に
対
し
て
も
神
に
対
し
て
も
自
信
が
ほ
と
ん
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ど
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
あ
る
司
祭
が
信
頼
は
愛
の
大
き
さ
で
あ
る
と
示
し
て
く
だ
さ
り
︑
気
分
が
落
ち
着
き
ま
し
た
︒
行
動
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
自
信
は
高
ま
り
ま
し
た
が
︑
私
に
お
い
て
自
信
は
生
来
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
私
た
ち
︑
も
う
一
方
﹇
の
性
﹈
で
あ
る
女
性
た
ち
︒
私

た
ち
は
苦
し
む
た
め
に
︑
同
情
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
︒
ま
さ
に
そ
の
こ
と
は
私
た
ち
の
肉
体
に
刻
ま
れ
て
い
ま
す
︒
し
か
し
だ
か

ら
と
い
っ
て
︑
私
た
ち
が
働
く
の
を
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す⑧
﹂
︒
自
信
が
な
い
と
述
べ
る
シ
ル
ヴ
︒
そ
れ
が
女
性
で
あ
る
た
め
だ
と

ま
で
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
次
の
文
は
﹁
女
性
は
苦
し
む
た
め
に
︑
同
情
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
﹂
と
続
い
て
お
り
︑
女
性
性
に
由
来

す
る
自
信
の
な
さ
を
告
白
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
︒

で
は
︑
シ
ル
ヴ
に
と
っ
て
女
性
教
師
の
資
質
は
何
か
︒
知
識
︑
自
己
犠
牲
の
精
神
な
ど
は
当
然
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
加
え
て
教
師
の
女
性
性

に
関
し
て
言
え
ば
︑
ダ
ビ
デ
・
ビ
ロ
の
よ
う
に
生
徒
を
﹁
母
性
愛
﹂
で
も
っ
て
愛
し
︑
そ
れ
を
言
葉
で
伝
え
行
動
で
示
す
こ
と
だ
と
語
ら
れ
る⑨
︒

つ
ま
り
︑
独
身
で
あ
ろ
う
と
彼
女
は
明
ら
か
に
母
性
主
義
を
称
揚
す
る
立
場
に
あ
っ
た
︒

た
だ
し
︑
彼
女
の
理
想
は
家
庭
内
に
と
ど
ま
る
母
で
は
な
く
︑
働
く
母
で
あ
る
︒
先
の
引
用
文
の
最
後
︑
﹁
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
私

た
ち
が
働
く
の
を
妨
げ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
教
師
と
し
て
の
自
負
で
あ
り
経
験
に
基
づ
い
た
訴
え
で
あ
る
︒
ダ
ビ

デ
た
ち
は
︑
男
性
と
女
性
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
︑
先
に
見
た
と
お
り
女
性
の
従
属
性
に
つ
い
て
は
批
判

的
で
︑
女
性
の
労
働
と
自
立
を
非
常
に
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
で
も
確
認
で
き
る
︒

ダ
ビ
デ
は
共
和
国
の
教
師
と
し
て
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
師
と
し
て
︑
自
分
た
ち
が
家
族
政
策
に
も
関
わ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
︒
第
一
次
世

界
大
戦
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
は
一
三
〇
万
人
の
男
性
を
失
っ
た
が
︑
こ
の
数
は
男
性
就
業
人
口
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
︑
総
人
口
の
三
パ
ー
セ
ン
ト

強
に
あ
た
っ
た
︒
減
少
し
た
人
口
を
回
復
す
る
た
め
︑
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
出
産
を
奨
励
す
る
動
き
が
加
速
化
し
︑
そ
れ
ま
で
少
数
派
だ
っ

た
出
産
奨
励
主
義
運
動
︑
家
族
中
心
主
義
運
動
が
力
を
持
っ
た
︒
結
婚
・
出
産
は
女
性
に
と
っ
て
の
半
ば
義
務
と
な
り
︑
一
九
二
〇
年
の
法
と

一
九
二
三
年
の
法
は
避
妊
に
つ
い
て
の
知
識
を
広
め
る
こ
と
を
禁
止
し
︑
中
絶
を
犯
罪
行
為
と
し
た⑩
︒
こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
﹃
オ
ー
・
ダ
ビ

デ
﹄
で
も
人
口
減
少
対
策
が
ダ
ビ
デ
の
﹁
布
教
﹂
活
動
の
一
環
に
掲
げ
ら
れ
︑
編
集
部
は
﹁
フ
ラ
ン
ス
人
口
増
加
全
国
連
合
﹂
に
加
入
し
た
こ
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と
を
読
者
に
告
げ
て
い
る⑪
︒
ま
た
︑
人
口
増
加
の
た
め
に
教
師
と
し
て
成
す
べ
き
こ
と
が
列
挙
さ
れ
︑
た
と
え
ば
生
徒
に
妹
か
弟
が
出
来
た
場

合
に
は
授
業
中
に
盛
大
に
祝
い
︑
一
人
っ
子
を
憂
え
る
よ
う
に
と
か
︑
子
ど
も
の
い
る
家
庭
に
共
感
を
示
し
必
要
で
あ
れ
ば
そ
の
家
庭
の
手
助

け
を
し
な
さ
い
と
か
︑
国
が
子
ど
も
の
い
る
家
庭
に
負
っ
て
い
る
感
謝
の
念
を
教
師
が
表
明
す
る
よ
う
に
と
か
︑
さ
ら
に
は
育
児
に
関
す
る
授

業
を
行
う
よ
う
に
︑
と
助
言
さ
れ
た
︒
そ
し
て
文
章
は
こ
う
続
く
︒
﹁
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
︑
独
身
者
で
あ
っ
て
さ
え
も
フ
ラ
ン
ス
再
建
の
事

業
に
関
心
を
寄
せ
る
方
法
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
﹂
︒
一
方
︑
若
い
ダ
ビ
デ
に
向
け
て
は
︑
﹁
将
来
家
庭
を
築
く
幸
せ
を
持
つ
女
性
教
師
た
ち

は
︑
よ
り
多
く
︑
そ
し
て
よ
り
よ
く
﹂
こ
の
事
業
に
参
加
で
き
る
で
し
ょ
う
と
言
い
︑
﹁
神
が
そ
の
数
を
増
や
し
ま
す
よ
う
に
！
﹂
と
︑
論
考

は
結
ば
れ
る⑫
︒

神
が
自
分
を
公
立
学
校
教
師
に
導
い
た
か
ら
に
は
フ
ラ
ン
ス
に
も
尽
く
さ
ね
ば
な
ら
な
い
︑
こ
の
姿
勢
は
ダ
ビ
デ
に
一
貫
し
て
い
る
︒
そ
の

意
味
で
は
彼
女
た
ち
は
愛
国
主
義
者
で
あ
っ
た
︒
﹁
生
徒
の
面
倒
を
み
る
こ
と
は
私
た
ち
の
国
家
へ
の
義
務
︑
つ
ま
り
私
た
ち
の
様
々
な
義
務

の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
で
す
︒
そ
れ
は
国
家
へ
の
義
務
を
列
聖
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す⑬
﹂
と
言
い
切
っ
て
い
る
︒
彼
女
た
ち
に
と
っ
て

共
和
国
の
教
師
と
し
て
の
義
務
と
自
分
の
信
仰
は
完
全
に
共
存
可
能
で
あ
り
︑
相
互
補
完
的
で
さ
え
あ
っ
た
︒
信
仰
が
あ
る
ゆ
え
に
国
家
へ
の

義
務
を
十
全
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

独
身
で
あ
る
こ
と

独
身
者
で
あ
っ
て
も
フ
ラ
ン
ス
再
建
事
業
に
関
心
を
寄
せ
る
方
法
は
あ
る
の
だ
と
い
う
上
記
の
主
張
は
︑
ダ
ビ
デ
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
ほ
と

ん
ど
が
独
身
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
読
者
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
特
別
な
意
味
を
持
つ
︒

修
道
女
が
教
師
の
理
想
と
さ
れ
た
一
九
世
紀
に
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
大
多
数
の
女
性
教
師
は
独
身
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
二
〇
世
紀
に
理
想
の

教
師
像
が
結
婚
し
子
ど
も
を
育
て
る
共
和
国
の
母
へ
変
化
す
る
と
︑
結
婚
す
る
教
師
の
数
は
明
ら
か
に
増
加
し
た
︒
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
地
方
の
マ

ン
シ
ュ
県
の
女
性
教
員
を
例
に
と
れ
ば
既
婚
者
の
割
合
は
︑
一
八
九
七
年
に
一
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
︑
一
九
〇
三
年
に
二
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
︑
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一
九
二
二
年
に
は
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
へ
と
変
化
し
た
︒
結
婚
相
手
に
は
男
性
教
師
が
多
く⑭
︑
行
政
も
教
師
同
士
の
結
婚
を
積
極
的
に
推
奨
し
た
︒

同
じ
村
の
男
子
校
で
夫
が
教
え
︑
女
子
校
で
妻
が
教
え
る
︑
あ
る
い
は
幼
い
子
ど
も
の
面
倒
を
み
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
ナ
ポ
レ

オ
ン
法
典
の
規
定
に
従
い
当
時
︑
妻
に
は
夫
と
同
居
す
る
義
務
が
あ
っ
た
た
め
︑
国
は
こ
の
問
題
に
対
し
一
九
二
一
年
に
ル
ス
タ
ン
法
を
制
定

し
︑
公
務
員
夫
婦
の
職
住
接
近
を
定
め
︑
解
決
を
図
っ
た
︒

こ
う
し
た
風
潮
の
中
︑
独
身
者
は
非
難
の
的
と
な
っ
た
︒
一
九
二
六
年
四
月
号
の
﹃
オ
ー
・
ダ
ビ
デ
﹄
に
あ
る
﹁
少
し
笑
う
た
め
に

ま

た
し
て
も
ダ
ビ
デ
﹂
と
い
う
コ
ラ
ム
の
書
き
出
し
は
こ
う
で
あ
る
︒
﹁
相
も
変
わ
ら
ず
こ
の
ダ
ビ
デ
だ
︑
こ
の
︿
公
立
の
女
性
教
師
﹀
︒
き
わ
め

て
危
険
だ
︒
彼
女
た
ち
は
︿
信
心
に
凝
り
固
ま
り
多
か
れ
少
な
か
れ
ヒ
ス
テ
リ
ー
で
︑
精
神
異
常
か
不
安
定
﹀
﹇
と
噂
さ
れ
る
﹈
︒
な
ん
て
す
ば

ら
し
い
定
義
な
の
か
︒
も
し
︑
我
々
の
グ
ル
ー
プ
に
根
拠
な
く
贈
ら
れ
た
こ
の
ち
ょ
っ
と
し
た
広
告
が
神
経
症
の
専
門
家
へ
届
い
て
い
た
な
ら
︑

学
者
の
心
を
歓
喜
で
飛
び
上
が
ら
せ
る
に
十
分
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
生
理
学
者
の
気
を
そ
そ
る
特
異
な
事
実
︑
つ
ま
り
雑
誌
の
す
べ
て
の
定
期

購
読
者

数
千
人

が
神
経
症
も
し
く
は
精
神
障
害
の
重
症
な
症
状
を
示
し
て
い
る
の
だ
か
ら⑮
﹂
︒
ま
た
︑
別
の
号
に
は
︑
ダ
ビ
デ
の
う

わ
さ
に
恐
れ
お
の
の
く
女
性
教
師
が
コ
ミ
カ
ル
に
描
か
れ
る
が
︑
そ
こ
で
の
ダ
ビ
デ
は
︑
﹁
お
高
く
と
ま
っ
た
女
性
﹂
︑
﹁
信
心
に
凝
り
固
ま
っ

た
嫌
な
女
﹂
︑
﹁
呪
い
を
か
け
る
﹂
︑
﹁
食
事
も
し
な
い
し
︑
眠
ら
な
い
女
﹂
と
表
象
さ
れ
る⑯
︒
中
世
の
魔
女
︑
一
九
世
紀
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
患
者
と

い
っ
た
歴
代
の
規
範
か
ら
逸
脱
す
る
女
性
の
表
象
が
見
事
に
ダ
ビ
デ
に
投
影
さ
れ
て
い
る
︒
両
大
戦
間
期
に
は
︑
独
身
者
が
そ
の
リ
ス
ト
に
加

え
ら
れ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
︒

ダ
ビ
デ
の
中
心
メ
ン
バ
ー
が
独
身
で
あ
っ
た
実
際
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
︒
前
世
紀
に
見
ら
れ
た
女
性
教
師
の
慣
習
︑
神
と
教
職
に
人
生
を

捧
げ
よ
う
と
す
る
信
仰
︑
経
済
的
・
精
神
的
自
立
︑
自
由
を
守
り
た
い
と
い
う
考
え
︑
そ
し
て
第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
同
年
齢
の
男
性
人
口

の
不
足
と
い
う
時
代
状
況
も
あ
っ
た
だ
ろ
う⑰
︒
マ
リ
・
シ
ル
ヴ
た
ち
が
ノ
ー
ト
ル
・
ダ
ム
・
デ
ュ
・
ロ
ー
で
初
め
て
テ
ィ
ヴ
ォ
ル
に
出
会
っ
た

際
︑
テ
ィ
ヴ
ォ
ル
は
五
二
歳
で
生
涯
独
身
で
あ
り
︑
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
﹁
暇
が
な
か
っ
た
﹂
と
語
っ
た⑱
︒
こ
の
と
き
の
や
り
と
り
を
雑
誌
や

追
悼
文
で
シ
ル
ヴ
た
ち
は
何
度
か
回
想
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
仕
事
に
明
け
暮
れ
る
ゆ
え
に
結
婚
の
暇
が
な
い
と
い
う
説
明
は
︑
戦
争
の
影
響
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で
男
性
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
事
実
と
並
ん
で
︑
ダ
ビ
デ
た
ち
に
と
っ
て
は
自
己
防
衛
の
理
屈
︑
周
囲
か
ら
の
批
判
を
払
い
の
け
る
理
由
と

し
て
は
好
都
合
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

た
だ
し
注
意
す
べ
き
は
︑
自
分
が
独
身
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
シ
ル
ヴ
た
ち
は
独
身
を
カ
ト
リ
ッ
ク
公
立
教
師
の
同
僚
に
︑
と
く
に
若
い
同
僚

に
容
易
に
推
奨
し
て
い
る
様
子
は
見
ら
れ
な
い
︒
﹃
オ
ー
・
ダ
ビ
デ
﹄
に
は
結
婚
に
関
す
る
記
事
が
何
回
か
登
場
す
る
が
︑
そ
れ
を
読
む
と
む

し
ろ
結
婚
は
強
く
勧
め
ら
れ
る
︒
結
婚
を
断
固
と
し
て
拒
絶
す
る
と
い
う
若
い
教
師
に
向
け
て
︑
こ
う
述
べ
ら
れ
る
︒

﹁
私
は
あ
な
た
を
非
難
し
ま
せ
ん
︒
﹇
独
身
の
﹈
私
自
身
︑
主
の
非
難
を
恐
れ
て
い
ま
す
︒
な
ぜ
な
ら
ば
主
の
た
め
に
人
間
の
愛
の
喜
び
を

諦
め
る
の
は
特
権
で
あ
る
か
ら
で
す
︒
し
か
し
︑
あ
な
た
は
ま
だ
と
て
も
若
い
︒
︵
⁝
⁝
︶
私
は
︑
若
い
女
性
た
ち
が
自
ら
の
宗
教
熱
の
中
で

結
婚
に
つ
い
て
間
違
っ
た
考
え
を
抱
い
て
い
な
い
か
︑
結
婚
を
実
際
よ
り
も
低
く
評
価
し
て
い
な
い
か
︑
余
計
に
完
璧
で
あ
ろ
う
と
す
る

そ
れ
は
幻
想
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が

不
安
の
せ
い
で
結
婚
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
懸
念
し
ま
す
︒
︿
産
め

よ
︑
増
え
よ
﹀
と
は
じ
ま
り
に
神
は
仰
せ
ら
れ
ま
し
た
︒
イ
エ
ス
は
結
婚
を
秘
跡
と
し
ま
し
た
︒
キ
リ
ス
ト
教
の
結
婚
は
非
常
に
美
し
い
も
の

な
の
で
す
︒
︵
⁝
⁝
︶
結
婚
す
る
こ
と
︑
そ
れ
は
と
り
わ
け
神
に
子
ど
も
を
与
え
る
こ
と
で
す
︒
結
婚
の
典
礼
は
︑
家
族
は
神
の
祝
福
で
あ
る

こ
と
を
︑
豊
か
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
い
っ
そ
う
家
族
の
人
数
は
増
え
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
︵
詩
編
一
二
六
編
︶
︒
︵
⁝
⁝
︶
大

多
数
の
人
の
使
命
と
は
結
婚
で
あ
り
︑
そ
の
ほ
か
の
使
命
は
稀
な
の
で
す
︑
つ
ま
り
は
企
て
る
前
に
し
っ
か
り
と
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
覚
え
て
い
て
く
だ
さ
い⑲
﹂
︒

﹁
そ
の
ほ
か
の
使
命
﹂
と
は
つ
ま
り
独
身
者
の
使
命
で
あ
る
が
︑
こ
れ
が
﹁
特
権
﹂
だ
と
表
現
さ
れ
る
︒
こ
の
文
面
は
︑
若
い
人
へ
独
身
を

選
択
す
る
前
に
﹁
特
権
﹂
に
付
随
す
る
神
へ
の
愛
＝
義
務
を
自
覚
す
る
よ
う
に
と
覚
悟
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
し
︑
単
純
に
結
婚
を

推
奨
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
︒
こ
の
記
事
が
書
か
れ
た
の
は
一
九
三
二
年
で
︑
シ
ル
ヴ
は
三
八
歳
︑
ラ
ガ
ル
ド
は
三
四
歳
︑
ダ
ビ
デ
の
中

心
メ
ン
バ
ー
は
み
な
三
〇
歳
代
半
ば
で
︑
独
身
で
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
彼
女
た
ち
が
年
下
の
若
い
同
僚
に
対
し
て
は
︑
教
職
と
結
婚
生
活
は

両
立
可
能
だ
と
い
う
見
解
を
示
し
つ
つ
︑
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
の
信
仰
上
の
意
義
を
語
り
︑
既
婚
者
に
も
神
の
国
へ
の
貢
献
の
仕
方
が
あ
る
の
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だ
と
諭
す
の
で
あ
る
︒
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
想
像
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
が
︑
教
師
・
市
民
と
し
て
の
責
任
感
や
愛
国
心
︑
社
会
的
圧
力

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
語
ら
れ
た
内
容
が
本
心
か
ら
の
も
の
だ
と
す
る
と
︑
彼
女
た
ち
は
結
婚
を
半
ば
国
民
の
義
務

と
す
る
共
和
国
の
価
値
規
範
を
︑
信
仰
を
根
拠
と
し
な
が
ら
も
内
面
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒

①

L
ettre
de
M
arie
Silve
à
Jean
G
uitton,
5
octobre
1926,
dans

E
m
m
anuel
M
ounier,
E
n
tretien
s,
p.110.

②

U
ne
H
eureuse,
«
L
es
joies
de
l̓institutrice
»,
A
u
x
D
avid
ées,

janvier
1930,
p.243-246.

③

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
聖
書
研
究
所
訳
注
﹃
聖
書
﹄
︵
原
文
校
訂
に
よ
る
口
語
訳
︶
︑

サ
ン
パ
ウ
ロ
︑
二
〇
一
三
年
︑
新
約
聖
書
部
分
の
一
一
一
頁
︒

④

A
u
x
D
avid
ées,
m
ars
1926,
p.127
;
janvier
1924,
p.37.

⑤

«
A
postolat.L
a̓bandon
des
cam
pagnes
»,A
u
x
D
avid
ées,m
ai
1924,

p.190-192.

⑥

A
ntoine
P
rost,
H
istoire
d
e
l̓
en
seign
em
en
t
en
F
ran
ce
1
8
0
0
-1
9
6
7
,

P
aris,
A
rm
and
C
olin,
p.381.

⑦

F
lorence
R
ochefort,
«
A
m
bivalences
laïques
et
critiques
fém
i-

nistes
»,
F
lorence
R
ochefort
(dir.),
L
e
pou
voir
d
u
gen
re.
L
aïcité
et

religions
1
9
0
5
-2
0
0
5
,
T
oulouse,
P
resses
universitaires
du
M
irail,

2007,
p.
65-82
;
Joan
W
.
Scott,
L
a
religion
d
e
la
laïcité,
P
aris,

F
lam
m
arion,2018
;
伊
達
聖
伸
﹁
男
性
性
の
探
究
と
＃

M
eT
oo
運
動
﹂
﹃
群

像
﹄
二
〇
二
〇
年
九
月
号
︑
三
五
四
～
三
六
三
頁
︒

⑧

E
m
m
anuel
M
ounier,
E
n
tretien
s,
p.107

⑨

Jean
G
uitton,
L
es
D
avid
ées,
p.53.

⑩

フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
テ
ボ
ー
﹁
第
一
次
世
界
大
戦

性
に
よ
る
分
割
の
勝

利
﹂
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
ビ
ィ
︑
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
ペ
ロ
ー
監
修
﹃
女
の
歴
史
Ⅴ

二
〇
世
紀
 
﹄
藤
原
書
店
︑
九
〇
～
九
四
頁
︒

⑪

出
産
奨
励
運
動
に
つ
い
て
は
︑
河
合
務
﹃
フ
ラ
ン
ス
の
出
産
奨
励
運
動
と
教
育

﹁
フ
ラ
ン
ス
人
口
増
加
連
合
﹂
と
人
口
言
説
の
形
成
﹄
日
本
評
論
社
︑
二
〇

一
五
年
に
詳
し
い
︒

⑫

A
u
x
D
avid
ées,
avril
1924,
p.156.

⑬

«
N
otre
retraite
du
L
aus
»,
A
u
x
D
avid
ées,
avril
1924,
p.135

⑭

A
ntoine
P
rost,
H
istoire
d
e
l̓
en
seign
em
en
t
en
F
ran
ce
1
8
0
0
-1
9
6
7
,

p.382.

⑮

«
P
our
rire
un
peu.
E
ncore
les
D
avidées
»,
A
u
x
D
avid
ées,
avril

1926,
p.142-144.

⑯

«
G
arez-vous
»,
A
u
x
D
avid
ées,
février
1928,
p.109-112.

⑰

A
u
x
D
avid
ées,
avril
1926,
p.167.

⑱

Jean
G
uitton,
L
es
D
avid
ées,
p.56.

⑲

A
u
x
D
avid
ées,
décem
bre
1932,
p.179-180.

お

わ

り

に

本
稿
は
公
教
育
の
ラ
イ
シ
テ
原
則
が
制
度
化
さ
れ
て
い
た
両
大
戦
間
期
の
フ
ラ
ン
ス
で
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
の
敬
虔
な
信
者
で
あ
っ
た
公
立
女
性
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教
師
は
ど
の
よ
う
に
生
き
た
の
か
と
い
う
問
い
か
ら
出
発
し
て
︑
ダ
ビ
デ
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
体
験
︑
同
じ
立
場
の
女
性
教
師
同
士
の
結
び
つ

き
︑
彼
女
た
ち
の
女
性
観
︑
家
族
観
を
検
討
し
て
き
た
︒

そ
こ
で
確
認
さ
れ
た
の
は
ま
ず
︑
両
大
戦
間
期
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
公
立
小
学
校
教
師
の
一
定
数
が
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
り
︑

信
仰
お
よ
び
宗
教
的
世
界
観
に
裏
付
け
ら
れ
た
規
範
に
沿
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
と
い
う
状
況
で
あ
る
︒
小
集
落
に
派
遣
さ
れ
た
若
い
女
性
教
師

た
ち
は
︑
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
疲
弊
し
孤
独
に
さ
い
な
ま
れ
︑
信
仰
に
基
づ
く
同
業
者
の
絆
に
救
い
を
求
め
て
い
た
︒
世
俗
的
家
庭
で
育

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
雪
深
い
山
岳
地
帯
で
自
然
の
豊
か
さ
と
脅
威
を
知
り
︑
ま
た
同
業
者
の
深
い
友
情
を
触
れ
た
結
果
︑
改
心
し
た
マ
ル

ト
・
ラ
ガ
ル
ド
の
よ
う
な
例
も
あ
っ
た
︒
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
師
範
学
校
教
育
の
機
会
を
与
え
た
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
と
並
ん
で
︑
民
衆
層
の
女
性

た
ち
に
人
の
つ
な
が
り
を
提
供
し
︑
職
業
上
の
知
識
と
自
信
を
与
え
︑
雑
誌
を
通
じ
た
自
由
な
交
流
の
空
間
を
も
用
意
し
た
︒
こ
う
し
た
日
常

世
界
に
支
え
ら
れ
た
共
和
国
の
女
性
教
師
た
ち
も
い
た
の
で
あ
る
︒

﹁
黒
衣
の
軽
騎
兵
﹂
の
世
俗
的
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
遠
い
が
︑
地
元
に
根
付
き
︑
信
仰
に
生
き
た
彼
女
た
ち
も
ま
た
ラ
イ
シ
テ
の
学
校
を
尊
重

し
つ
つ
︑
科
学
︑
衛
生
︑
言
語
教
育
な
ど
を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
の
辺
境
を
文
明
化
す
る
使
命
感
に
燃
え
︑
人
口
減
少
と
い
っ
た
国
家
的
政
治
課

題
に
取
り
組
む
︑
共
和
国
の
愛
国
的
な
教
師
た
ち
で
あ
っ
た
︒
先
に
見
た
と
お
り
︑
宗
教
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
ダ
ビ
デ
の
中
で
は
共
存
可
能

で
︑
国
家
へ
の
義
務
を
果
た
す
の
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
使
命
で
あ
り
︑
神
の
意
志
に
従
う
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
点
か
ら

す
る
と
ラ
イ
シ
テ
を
標
榜
す
る
第
三
共
和
政
国
家
は
︑
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
も
共
和
国
の
教
師
と
し
て
の
自
覚
を
持
た
せ
る
こ
と
に
十

分
に
成
功
し
て
い
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
共
和
国
の
辺
境
に
ま
で
フ
ラ
ン
ス
語
や
衛
生
観
念
な
ど

が
行
き
渡
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
お
こ
う
︒

視
学
官
と
の
対
立
は
︑
シ
ル
ヴ
に
公
・
私
を
使
い
分
け
る
教
師
と
し
て
の
技
法
を
学
ば
せ
た
だ
ろ
う
し
︑
自
ら
が
追
求
す
べ
き
ラ
イ
シ
テ
の

あ
り
方
を
考
え
る
き
っ
か
け
を
与
え
る
事
件
で
あ
っ
た
︒
公
・
私
の
分
離
は
︑
大
多
数
の
住
民
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
り
︑
熱
心
に
ミ
サ
に

通
う
彼
女
た
ち
が
信
者
で
あ
る
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
村
に
お
い
て
は
︑
簡
単
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
︒
だ
が
︑
子
ど
も
た
ち
も
教
師
が
示

信仰と職業（前田）
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す
態
度
か
ら
ラ
イ
シ
テ
の
学
校
空
間
の
あ
り
方
を
徐
々
に
学
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

女
性
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
︑
シ
ル
ヴ
の
発
言
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
︑
彼
女
た
ち
は
神
が
規
定
し
た
と
さ
れ
る
男
女
の
差
異
︑
女
性
性
に

自
覚
的
で
あ
り
︑
母
性
主
義
の
価
値
を
賞
賛
し
︑
当
時
の
支
配
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
に
同
調
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
同
時
に
彼
女
た
ち
は
決
し
て

私
的
領
域
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
公
立
学
校
の
教
師
と
し
て
公
的
責
務
を
果
た
し
︑
女
性
の
主
体
性
・
独
立
性
の
確
保
に
敏

感
で
も
あ
っ
た
︒
視
学
官
の
圧
力
に
屈
せ
ず
自
己
の
正
当
性
を
主
張
し
闘
う
勇
気
と
行
動
力
︒
小
学
校
教
師
な
が
ら
も
ジ
ャ
ン
・
ギ
ロ
ー
︑
エ

マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ム
ニ
エ
︑
ジ
ャ
ン
・
ギ
ト
ン
と
い
っ
た
当
代
き
っ
て
の
カ
ト
リ
ッ
ク
知
識
人
と
互
角
に
議
論
を
交
わ
し
︑
彼
ら
を
魅
了
す
る
信

仰
心
と
教
養
︑
そ
し
て
知
性
︒
ア
ル
プ
ス
の
山
奥
に
い
な
が
ら
定
期
購
読
者
四
〇
〇
〇
名
の
雑
誌
を
三
〇
年
に
わ
た
っ
て
刊
行
し
続
け
た
エ
ネ

ル
ギ
ー
︒
こ
こ
に
は
︑
熱
心
な
信
者
で
あ
れ
ば
こ
そ
︑
公
・
私
の
領
域
を
行
き
来
し
︑
自
己
実
現
を
果
た
し
た
女
性
た
ち
の
力
強
い
姿
を
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
そ
う
し
た
彼
女
た
ち
が
独
身
で
い
た
こ
と
は
や
は
り
︑
神
へ
の
愛
に
よ
る
も
の
だ
け
で
な
く
︑
男
性
優
位
な

社
会
で
男
性
と
対
等
に
生
き
る
た
め
の
︑
自
ら
の
自
律
性
を
保
つ
た
め
の
一
つ
の
自
己
防
衛
の
手
段
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
︒

﹃
オ
ー
・
ダ
ビ
デ
﹄
は
若
い
女
性
教
師
た
ち
に
熱
心
に
結
婚
を
勧
め
て
い
た
︒
し
か
し
︑
外
部
の
目
に
は
︑
ダ
ビ
デ
は
明
ら
か
に
独
身
を
貫

く
集
団
に
映
っ
て
い
た
︒
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
ダ
ビ
デ
は
︑
一
九
四
六
年
に
﹁
教
員
チ
ー
ム

É
quipes
enseignantes﹂
に
吸
収
合
併
さ
れ
る

が
︑
一
九
四
二
年
に
﹁
教
員
チ
ー
ム
﹂
に
集
っ
た
初
期
の
女
性
メ
ン
バ
ー
は
ダ
ビ
デ
に
敬
意
を
表
し
な
が
ら
も
︑
そ
の
独
身
集
団
と
い
う
特
徴

を
好
ま
な
か
っ
た
︒
ま
た
ダ
ビ
デ
の
雑
誌
は
教
授
法
に
偏
り
す
ぎ
て
霊
性
に
関
す
る
記
事
が
足
ら
ず
︑
加
え
て
対
面
で
の
集
会
が
少
な
す
ぎ
る

と
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る①
︒
同
じ
く
信
仰
心
の
あ
つ
い
︑
公
立
学
校
に
勤
め
る
教
師
で
あ
っ
て
も
︑
一
九
四
〇
年
代
の
若
者
は
価
値
観
︑
生

活
ス
タ
イ
ル
に
関
し
て
軸
足
の
置
き
場
を
変
え
て
い
っ
た
︒
結
婚
に
よ
り
大
き
な
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
︑
信
仰
や
精
神
性
が
よ
り
徹
底
し
て
追

求
さ
れ
︑
対
面
で
の
集
い
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
変
化
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
︒
社
会
の
世
俗
化
の
進
行
と
関

係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
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ま
た
︑
本
稿
で
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
に
︑
強
硬
な
ラ
イ
シ
テ
主
義
の
教
員
組
合
と
ダ
ビ
デ
と
の
対
立
が
あ
る
︒
ダ
ビ
デ
が
組
合
か
ら
激

し
い
攻
撃
を
受
け
た
の
は
︑
熱
心
な
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
独
身
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
女
性
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
可
能
性
は
高
い
︒
山

奥
の
小
学
校
教
師
の
立
場
で
あ
り
な
が
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
知
識
人
と
対
等
に
意
見
交
換
を
し
︑
相
当
数
の
定
期
購
読
者
を
集
め
る
こ
と
に
成
功
し

た
ダ
ビ
デ
た
ち
に
︑
男
性
の
同
業
者
は
脅
威
や
嫉
妬
を
覚
え
た
の
だ
ろ
う
か
︒
ダ
ビ
デ
が
関
与
し
た
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
は
稿

を
改
め
て
検
討
し
た
い
︒

①

ダ
ビ
デ
の
現
在
の
後
継
団
体
﹁
公
教
育
の
中
の
キ
リ
ス
ト
教
徒

C
h
rétien
s

dans
l̓enseignem
ent
public﹂
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
論
文

を
参
照
︒
﹁
教
員
チ
ー
ム
﹂
は
二
〇
〇
七
年
に
﹁
ユ
ニ
ヴ
ェ
ル
シ
テ
教
区

P
aroisse
universitaire
﹂
と
い
う
別
組
織
と
合
体
し
︑
﹁
公
教
育
の
中
の
キ
リ

ス

ト

教

徒
﹂
に

再

編

さ

れ

た
︒
«
A
u
x
o
rig
in
e
s
d
e
s
É
q
u
ip
e
s

E
nseignantes
:
une
nouvelle
génération
d̓
institutrices
»,
28
juillet

2013.
https://w
w
w
.cdep-asso.org/cdep/notre-histoire/item
/360-aux-

o
rig
in
e
s-d
e
s-e
q
u
ip
e
s-e
n
se
ig
n
a
n
te
s-u
n
e-n
o
u
v
e
lle-g
e
n
e
ra
tio
n-d-

institutrices.htm
l︵
最
終
閲
覧
日
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
九
日
︶

︵
明
治
大
学
政
治
経
済
学
部
︶

信仰と職業（前田）
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liberation of Muslim women from within the Russian Empire: About the

Emancipation of Muslim Woman (1900) by the Russian translator and

orientalist Olʼga Sergeevna Lebedeva and Woman According to Islam and in

Islam (1901) by the Azerbaijani Muslim journalist and reformist Akhmed-bek

Agaev. Both works were based on the idea of equality between men and

women in accordance with Islamic principles. By analyzing these works and

referring to relevant literature, this paper sheds light on how such

perspectives on Muslim womenʼs emancipation resonated in a cross-border

arena. The author argues that both Lebedeva and Agaev intended to resist

orientalist views of the Muslim world in Russia and found sympathizers

among some contemporary Muslim activists and writers, including key

figures such as Qasim Amin from Egypt, Fatma Aliye from Turkey, and

Syed Ameer Ali from British India.

Key Words ; Olʼga Sergeevna Lebedeva, Akhmed-bek Agaev,

Russian Empire, Emancipation of Muslim women,

Islam and gender

Faith and Profession: The World of the Davidées,

Women Teachers during the Interwar Period in France

by

MAEDA Nobuko

This article considers the ideas and activities of the Davidées, a group of

Catholic female teachers who worked in public schools. This is firstly an

attempt to clarify the daily lives of female teachers in rural France during

the Interwar period, and secondly an effort to present one case to help us

understand how pious individuals adapted to the modern nation state that

promoted laïcité as a national principle. The historical sources employed in

this study are chiefly letters written by Marie Silve and Marthe Lagarde,

who were leading members of the Davidées, records of the interviews of

Marie Silve by the Catholic intellectuals Jean Guitton and Emmanuel

Mounier, and the monthly Aux Davidées, published by the group itself.

The Davidées were created in 1916 in the sanctuary of Notre-Dame du

Laus, located in the Southern Alps, where six female teachers, who were

( 280 )



newly graduated from the teacher-training college in Digne, met with the

veteran teacher Mélanie Thivolle. These women were fervent Catholics, but

at the time in the sphere of elementary educators there was, on the one

hand, a powerful leftist teachersʼ union that would not recognize the

teachersʼ faith, and, on the other hand, the Catholic church that condemned

public schools as “schools of the devil” and encouraged the faithful to join

private schools. Given these circumstances, the women founded the Davidées

in order to fulfill their duties as public school teachers and at the same time

to keep and even enhance their faith. The Davidées network, which valued

their occupation and faith equally, gradually spread throughout the nation

via their periodicals, library system and pilgrimages, and by the end of the

1920s they had attracted to their ranks approximately 10% of the female

elementary teachers working in public schools. Carrying on their faith while

fulfilling their mission as public school teachers for the Republic was for the

Davidées something that could not only coexist, but in fact be

complementary. Furthermore, both the Republic and Catholicism provided

them intimate links to various people and gave them the means to advocate

for and protect themselves. This article attempts to throw new light on the

previous understanding of teachers in the time of the Third Republic from

the viewpoints of religion and gender.

Key Words ; public education, Catholicism, laïcité, French Third Republic,

Alpine region

Die Politik der Frauen- und Männerarbeit: Grundriss der

Geschlechtertrennung am Arbeitsplatz in der Deutschen

Reichspost und seine Perspektiven

by

ISHII Kae

Wenn man in die Geschichte zurückblickt, arbeiteten die Menschen,

unabhängig davon, ob sie bezahlt wurden oder nicht. Frauen- und

Männerarbeit wurde hier abgegrenzt. Dieser Prozess ist genau

( 279 )


