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本
日
は
、『
地
球
の
中
心
へ
の
旅
』の
成
立
過
程
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い

と
思
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
一
九
九
二
年
以
来
の
私
の

研
究
の
大
ま
か
な
方
向
性
を
ご
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
最
も
人

気
の
あ
る
ヴ
ェ
ル
ヌ
作
品
の
草
稿
を
探
索
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
成
果
の
ほ

と
ん
ど
は
ま
だ
発
表
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
多
く
の
議
論
を
呼
ぶ
で
し
ょ

う
し
、
偶
像
破
壊
的
で
あ
り
、
革
命
的
で
あ
る
と
す
ら
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

数
千
万
部
も
売
れ
た
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
こ
れ
ら
の
作
品

は
、
あ
る
程
度
ま
で
真
作
で
は
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

す
。
そ
れ
ら
は
ヴ
ェ
ル
ヌ
本
人
が
書
い
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
が
書
き
た
い

と
思
っ
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
編
集
者
ジ
ュ
ー
ル
・
エ
ッ
ツ
ェ
ル
が
そ
の

一
部
を
書
い
て
い
た
の
で
す
。
要
す
る
に
、〈
驚
異
の
旅
〉を
研
究
す
る
に
は
、

そ
の
元
と
な
っ
た
草
稿
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
知
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
て
、

後
者
は
し
ば
し
ば
刊
行
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
よ
り
優
れ
て
い
る
の
で
す
。
事
実
と

し
て
、
書
き
直
し
は
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
小
説
の
構
造
と

意
味
を
変
え
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
私
の
研
究
の

結
論
は
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
研
究
を
そ
の
土
台
か
ら
覆
す
こ
と
に
な
り
、
専
門
家
の

間
で
す
ら
草
稿
が
知
ら
れ
て
い
な
い
点
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
に
用
い
ら
れ
て
き

た
方
法
論
の
大
半
の
ア
キ
レ
ス
腱
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
で
し
ょ
う
。

エ
ッ
ツ
ェ
ル
に
よ
る〈
驚
異
の
旅
〉へ
の
介
入
は
基
本
的
に
不
当
な
も
の
で

あ
っ
て
、
作
品
生
成
の
起
源
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
、
小
説
の
質
は
高
ま
っ

て
い
く
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
私
は
発
見
し
ま
し
た
。
時
と
し
て
発
見
は
劇
的

な
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
と
言
い
ま
す
の
も
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
最
も
美
し
い
文

章
が
一
世
紀
半
に
わ
た
っ
て
未
刊
の
ま
ま
埋
も
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

逆
説
的
な
例
外
、
規
則
を
裏
づ
け
る
例
外
が『
地
球
の
中
心
へ
の
旅
』で
す
。

こ
の
小
説
に
対
す
る
エ
ッ
ツ
ェ
ル
の
貢
献
が
例
外
的
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の

で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
は
そ
の
後
、
編
集
者
が
押
し
つ
け
る
変
更
、

削
除
、
加
筆
を
辛
抱
強
く
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
ら
は
時
と
共
に
鬱
陶
し
さ
を
増
し
、
不
適
切
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す

が
。私

の
今
日
の
お
話
の
結
論
は
、
当
然
な
が
ら
刊
行
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
照
合

し
た
草
稿
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
や
や
思
弁
的

な
性
格
を
帯
び
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
絶
対
的
な
証
拠
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
、

ほ
か
の
小
説
に
対
す
る
エ
ッ
ツ
ェ
ル
の
介
入
を
当
て
は
め
て
考
え
る
部
分
が

生
じ
ま
す
。『
地
球
の
中
心
へ
の
旅
』と
は
対
照
的
に
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は

資
料
が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

と
り
わ
け
一
八
七
〇
年
代
に
は
、
エ
ッ
ツ
ェ
ル
は
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
名
義
の
小

説
を
何
頁
も
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
何
章
も
書
い
て
い
ま
す
。
彼
は
六
回
な
い
し

七
回
小
説
を
書
き
直
す
こ
と
す
ら
あ
り
ま
し
た
。
歳
を
取
る
に
つ
れ
て
彼
の

記
憶
力
は
減
退
し
、
何
度
と
な
く
、
し
か
も
時
に
は
矛
盾
し
た
こ
と
を
要
求

し
ま
し
た
。
一
度
退
け
ら
れ
た
要
求
を
通
す
た
め
に
、
意
識
的
に
繰
り
返
す

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
エ
ッ
ツ
ェ
ル
は
、
手
紙
や
草
稿
の
余
白
に
攻
撃
的
な

コ
メ
ン
ト
を
殴
り
書
き
し
て
い
ま
す
。
彼
の
書
き
直
し
に
は
、
彼
が
一
人
で
、

あ
る
い
は
ヴ
ェ
ル
ヌ
と
共
同
で
書
い
た
部
分
に
関
す
る
も
の
が
一
定
の
割
合

で
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
自
ら
の
努
力
、
と
り
わ
け
、
甘
っ
た
る
い
、
メ
ロ
ド

ラ
マ
的
な
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
、
け
ば
け
ば
し
い
、
非
論
理
的
な
、
物
語

の
流
れ
を
無
視
し
た
加
筆
を
彼
は
天
に
向
か
っ
て
自
画
自
賛
し
て
い
ま
す
。

こ
の
傾
向
を
考
慮
す
る
時
、
私
は
ベ
イ
ズ
の
定
理
を
反
転
さ
せ
、
明
ら
か
に

エ
ッ
ツ
ェ
ル
が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
証
拠
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
彼

が
あ
る
一
節
や
テ
ー
マ
に
示
す
関
心
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
彼
が
行
っ
た
介

入
に
比
例
し
て
い
る
と
主
張
し
た
く
な
り
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
の
テ
ー
ゼ
は
、
こ
れ
ま
た
実
証
は
難
し
い
の
で
す
が
、
ほ
か

の
小
説
の
草
稿
に
部
分
的
に
依
拠
し
た
上
で
言
え
る
こ
と
と
し
て
、
ヴ
ェ
ル

ヌ
の
文
章
の
中
で
違
和
感
を
覚
え
さ
せ
た
り
、
や
や
異
例
だ
っ
た
り
、
さ
ら

に
は
困
惑
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
箇
所
は
、
編
集
者
に
責
を
負
わ
せ
る
べ
き

ケ
ー
ス
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
無
邪
気
な
読
者
の
主
観
的
な
反
応

│

結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
文
学
の
存
在
意
義
で
し
ょ
う

│
は
、
実
際
、
草

稿
の
解
読
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
裏
づ
け
ら
れ
る
の
で
す
。
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
自
然

な
文
体
と
齟
齬
を
来
し
て
い
る
こ
う
し
た
箇
所
は
、
編
集
者
が
草
稿
を
読
ん

だ
後
、
そ
の
余
白
に
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
り
、
ゲ
ラ
で
加
筆
さ
れ
て
い
る

た
め
、
草
稿
に
は
な
か
っ
た
り
す
る
場
合
ば
か
り
で
す
。

『
地
球
の
中
心
へ
の
旅
』

一
八
六
四
年
一
一
月
に
刊
行
さ
れ
た『
地
球
の
中
心
へ
の
旅
』の
成
立
過
程

を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
は
ほ
と
ん
ど
現
存
し
ま
せ
ん
。『
気
球
に

乗
っ
て
五
週
間
』（
一
八
六
三
年
）を
対
象
と
す
る
最
初
の
出
版
契
約
の
後
、

エ
ッ
ツ
ェ
ル
と
ヴ
ェ
ル
ヌ
は
、
一
八
六
四
年
一
月
一
日
付
で
第
二
の
契
約
を

結
ん
で
い
ま
す
が
、『
地
球
の
中
心
へ
の
旅
』は
言
及
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
地

下
小
説
の
著
作
権
は
、
一
八
六
五
年
一
二
月
一
一
日
の
日
付
を
持
つ
、
お
そ

ら
く
は
そ
れ
ま
で
の
契
約
よ
り
も
不
当
な
、
そ
し
て
間
違
い
な
く
不
明
朗
さ

を
増
し
た
契
約
の
付
帯
事
項
の
中
で
、
後
付
け
的
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
以
上
の
条
件﹇
第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
﹈は
、
こ
れ
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
作

品﹇『
気
球
に
乗
っ
て
五
週
間
』『
地
球
の
中
心
へ
の
旅
』『
地
球
か
ら
月
へ
』『
ハ

テ
ラ
ス
船
長
の
航
海
と
冒
険
』﹈に
も
適
用
さ
れ
、
エ
ッ
ツ
ェ
ル
氏
は
そ
れ
ら

の﹇
絶
対
的
な
﹈著
作
権
を
、
そ
れ
以
前
に
支
払
わ
れ
た
金
額
に
加
え
、
五
五

〇
〇
フ
ラ
ン
を
追
加
的
に
支
払
う
こ
と
に
よ
り
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
氏
か
ら
獲
得
し

た
」。こ

の
小
説
に
言
及
し
て
い
る
同
時
代
の
資
料
は
、
一
八
六
四
年
八
月
一
二

日
付
ヴ
ェ
ル
ヌ
書
簡
だ
け
で
す
。
草
稿
の
手
直
し
が
終
わ
っ
た
後
、
初
校
が

出
る
前
の
時
点
で
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
の
書
簡
の
性
急
な
口
調
は
、
少

な
く
と
も
数
ヶ
月
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
書
き
手
の
隷
属
的
な
姿
勢
を
示
し
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自
身
の
北
方
へ
の
旅
の
時
期
と
も
一
致
し
て
い
ま
す
。
こ
の
旅
行
こ
そ
、ヴ
ェ

ル
ヌ
が
書
い
た
北
へ
の
旅
行
物
語
す
べ
て
の
起
源
と
な
っ
た
決
定
的
な
体
験

な
の
で
す
。

注
目
す
べ
き
シ
ン
メ
ト
リ
ー
と
し
て
、『
ハ
テ
ラ
ス
』に
は
日
付
に
関
す
る

逆
方
向
の
間
違
い
が
二
つ
存
在
し
て
い
て
、
作
中
の
時
期
を
一
八
六
三
年
と

し
て
い
ま
す5

▼

。
一
八
六
一
年
と
一
八
六
三
年
の
間
の
こ
の
行
き
違
い
、
相
似

た
文
体
と
内
容
と
い
っ
た
す
べ
て
が
、
こ
の
二
つ
の
作
品
を
互
い
に
結
び
つ

け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。『
地
球
の
中
心
へ
の
旅
』は
、『
ハ
テ
ラ

ス
』の
締
め
く
く
り
だ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
事
実
、『
ハ

テ
ラ
ス
』は
、
執
筆
が
か
な
り
進
ん
だ
段
階
で
二
万
語
に
及
ぶ
削
除
が
行
わ
れ

て
い
る
の
で
す
が6

▼

、
草
稿
に
は
そ
の
う
ち
の
三
〇
〇
〇
語
し
か
な
い
の
で
す
。

も
し
こ
の
削
除
部
分
が『
地
球
の
中
心
』で
あ
れ
ば
、
円
環
は
完
全
に
閉
ざ
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。『
ハ
テ
ラ
ス
』で
は
、
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
の
国

へ
の
帰
還
に
は
幾
多
の
障
害
が
付
き
ま
と
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
地
下

世
界
経
由
に
な
る
か
ら
で
す
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
エ
ッ
ツ
ェ
ル
と
ヴ
ェ
ル
ヌ

の
第
二
の
契
約
が
、
そ
の
対
象
で
あ
る
作
品
が
ゲ
ラ
に
な
っ
て
か
ら
三
ヶ
月

も
後
に
結
ば
れ
て
い
る
事
実
も
説
明
し
や
す
く
な
り
ま
す
。
当
初
は
三
万
五

〇
〇
〇
語
し
か
な
か
っ
た
地
下
小
説
の
さ
さ
や
か
な
分
量
も
、
元
々
は
北
極

遠
征
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
の
仮
説
を
支
持
す
る
資
料
は
な
に
ひ
と
つ
な
く
、
現
段
階
で

は
推
測
の
域
を
出
ま
せ
ん
。

以
上
に
加
え
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
が
初
め
て
完
成
さ
せ
た
小
説
の
一
つ
で
あ
る『
二

十
世
紀
の
パ
リ
』と『
地
球
の
中
心
へ
の
旅
』の
間
に
も
繋
が
り
が
あ
り
ま
す
。

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
は
い
え
、
一
八
六
二
年
の
年
末
に
ゲ
ラ
が
出
た
も

の
の
刊
行
を
見
送
ら
れ
た『
イ
ギ
リ
ス
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
の
旅3

▼

』、
そ
し

て
一
八
六
三
年
初
め
に
刊
行
さ
れ
た『
気
球
に
乗
っ
て
五
週
間
』よ
り
も『
地

球
の
中
心
へ
の
旅
』の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ

が
二
作
の
後
に
書
か
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
ま
す
。
つ
ま
り
、
執
筆
時
期
と
し

て
従
来
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
定
説
で
あ
る
一
八
六
四
年
を
完
全
に
は

排
除
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

『
地
球
の
中
心
へ
の
旅
』は
、『
ハ
テ
ラ
ス
』と
関
連
性
が
高
く
、
両
者
が
元
々

は
同
一
作
品
だ
っ
た
可
能
性
を
斥
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
二
作
は
特
殊

な
テ
ー
マ
を
共
有
し
て
い
ま
す
。「
両
極
に
は
巨
大
な
開
口
部
が
あ
っ
て
、
そ

こ
か
ら
オ
ー
ロ
ラ
の
光
が
発
散
さ
れ
、
地
球
の
内
部
に
入
り
込
む
こ
と
が
で

き
る
」（『
ハ
テ
ラ
ス
』第
二
部
二
四
章
）と
い
う
仮
説
が
そ
れ
で
す
。
換
言
す
れ

ば
、『
ハ
テ
ラ
ス
』が
終
わ
っ
て
い
る
点
、
す
な
わ
ち
、
極
北
の
入
口
と
い
う

観
念
が『
地
球
の
中
心
へ
の
旅
』の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

『
地
球
の
中
心
へ
の
旅
』と
同
様
に
、『
ハ
テ
ラ
ス
』
│『
地
球
の
中
心
』と

同
時
に
刊
行
さ
れ
、
そ
の
支
払
い
は
一
八
六
四
年「
二
月
末
」を
も
っ
て
完
了

さ
れ
る
と
契
約
に
は
規
定
さ
れ
て
い
ま
す

│
の
作
中
時
期
も
刊
行
時
期
よ

り
早
く
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。『
ハ
テ
ラ
ス
』の
物
語
は
一
八
六
〇
年
四
月
か

ら
翌
年
一
月
に
か
け
て
起
こ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ

の
帰
還
は
そ
れ
よ
り
も
後
）。
然
る
に
、「
覚
書
」に
よ
れ
ば
、
物
語
の
真
の
始

ま
り
だ
と
い
う
地
下
へ
の
降
下
は
、
七
月
に
始
ま
る
ば
か
り
か
、『
地
球
の
中

心
』の
本
来
の
作
中
時
期
は
ま
さ
に
こ
の
一
八
六
一
年
だ
っ
た
こ
と
が
作
中
の

四
つ
の
日
付
か
ら
判
断
で
き
る
の
で
す4

▼

。
一
八
六
一
年
七
月
は
、
ヴ
ェ
ル
ヌ

て
い
ま
す
。「『
地
球
の
中
心
へ
の
旅
』が
正
確
に
い
つ
印
刷
さ
れ
る
の
か
、
教

え
て
く
だ
さ
い
」。
も
っ
と
も
、
一
八
六
三
年
一
一
月
二
日
付
の
書
簡
で
も
、

長
く
待
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
仄
め
か
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た

の
は
、『
イ
ギ
リ
ス
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
の
旅
』、『
二
十
世
紀
の
パ
リ
』、

『
ハ
テ
ラ
ス
』第
一
巻
、
そ
し
て
／
あ
る
い
は『
地
球
の
中
心
へ
の
旅
』か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

小
説
そ
れ
自
体

│
そ
の
後
に
書
か
れ
た
小
説
は
、
多
く
の
場
合
、
刊
行

見
込
み
時
期
と
作
中
時
期
を
一
致
さ
せ
て
い
ま
す

│
は
、
一
八
六
三
年
五

月
に
始
ま
り
、
同
年「
九
月
」（X

LIII 191
1

▼

）に
終
わ
る
出
来
事
を
物
語
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
執
筆
は
一
八
六
三
年
中
旬
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

ま
す
。
こ
の
仮
説
が
正
し
け
れ
ば
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
が
そ
の
さ
ら
に「
六
ヶ
月
」

（X
LIII 193

）後
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
物
語
の
終
わ
る
時
期
と
刊
行

の
時
期
を
近
づ
け
る
た
め
の
事
後
的
な
加
筆
で
し
ょ
う
。
小
説
全
体
の
時
期

を
変
更
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
ド
イ
ツ
人
登
場
人
物
た
ち

は
デ
ン
マ
ー
ク
を
横
切
っ
て
そ
の
植
民
地
の
ひ
と
つ
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
八
六
四
年
二
月
一
日
に
プ
ロ
イ
セ
ン
が
デ
ン

マ
ー
ク
を
侵
略
し
た
か
ら
で
す
。
お
ま
け
に
、「
J
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
対
ポ
ン
＝

ジ
ェ
ス
ト
裁
判
の
た
め
の
覚
書2

▼

」（
一
八
七
六
年
二
月
か
ら
三
月
）の
中
で
、

ヴ
ェ
ル
ヌ
は
、
小
説
の
刊
行
時
期
を
一
八
六
三
年
と
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
頃
は「
エ
ッ
ツ
ェ
ル
氏
と
親
し
く
し
て
お
ら
ず
、
あ
ま
り
頻
繁
に
会
っ
て

い
な
か
っ
た
」と
書
い
て
い
ま
す

│
こ
の
間
違
い
と
否
認
か
ら
し
て
、
執
筆

時
期
が
そ
れ
よ
り
前
と
は
考
え
に
く
く
な
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
小
説
の
第
一
稿
は
一
八
六
四
年
以
前
に
で
き
上
が
っ
て
い

『
二
十
世
紀
の
パ
リ
』は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
ア
メ
リ
カ
化
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン

ス
的
魂
が
破
壊
さ
れ
る
反
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
描
き
、
主
人
公
で
あ
る
詩
人
は
、

傷
心
を
抱
え
て
餓
死
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
ヴ
ェ
ル
ヌ
批
評
が
看
過
し
て
き
た

事
実
が
ひ
と
つ
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
エ
ッ
ツ
ェ
ル
に
よ
っ
て
手
厳
し
く
批
判

さ
れ
た
後
、
お
そ
ら
く
小
説
を
再
提
示
す
る
た
め
で
し
ょ
う
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
本

人
が
草
稿
の
余
白
に
書
き
込
み
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

実
際
、
薄
れ
て
い
る
鉛
筆
書
き
で
、
こ
う
書
か
れ
て
い
ま
す
。「
た
ぶ
ん

も
っ
と
活
用
す
べ
き
」（IX

 54

）。
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
年
に
一
度
、

一
分
間
だ
け〔
主
人
公
の
伯
父
の
〕居
間
を
照
ら
す
太
陽
の
光

│
お
そ
ら
く

作
者
本
人
の
住
ま
い
を
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
に
描
写
し
て
い
る

│
で
す
。

ま
っ
た
く
発
展
さ
せ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
あ
っ
て
も
な
く
て
も
い
い
よ
う

な
描
写
で
す
。
事
実
と
し
て
、
こ
の
コ
メ
ン
ト
が
書
か
れ
た
数
週
間
後
、
あ

る
い
は
数
ヶ
月
後
に
、『
地
球
の
中
心
』の
中
で
太
陽
光
線
が
再
度
現
わ
れ
、

高
度
に
視
覚
的
な
形
で
活
用
さ
れ
、
地
球
の
中
心
へ
の
道
を
指
し
示
す
こ
と

に
な
り
ま
す7

▼

。

『
地
球
の
中
心
へ
の
旅
』の
草
稿

│
こ
の
タ
イ
ト
ル
の
初
出

│
に
関
す

る
限
り
、
作
者
が
一
人
で
書
い
た
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。
エ
ッ
ツ
ェ
ル

の
介
入
は
、
ア
ク
セ
ル
が
グ
ラ
ウ
ベ
ン
を
夢
想
す
る
場
面﹇
図
1
﹈（IV

 15

）、

文
体
に
関
わ
る
幾
つ
か
の
指
摘
が
僅
か
に
認
め
ら
れ
る
ば
か
り
で
す
。

明
ら
か
に
清
書
原
稿
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
資
料
は
、
書
き
直

し
が
加
え
ら
れ
る
以
前
の
状
態
に
お
い
て
、
刊
行
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
は
明
白

に
異
な
っ
て
い
ま
す
。
章
の
数
が
少
な
い
。
移
動
し
て
い
る
箇
所
が
多
々
あ

る
。
科
学
的
情
報
源
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
リ
ー
デ
ン
ブ
ロ
ッ
ク
教
授
の
人
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物
像
は
も
っ
と
暴
力
的
だ
っ
た
ら
し
い
。
彼
の
住
む
界
隈
は「
恐
ろ
し
」く
、

女
中
と
同
棲
し
、
蠅
を
押
し
潰
し
、
ア
ク
セ
ル
を
殴
り
、
ケ
ー
ニ
ッ
ヒ
シ
ュ

ト
ラ
ー
セ
の
住
民
を
監
禁
し
た
の
も
わ
ざ
と
で
し
た
。

草
稿
が
も
た
ら
す
発
見
は
、
ア
ク
セ
ル
と
フ
ィ
ル
ラ
ン
ト
娘
グ
ラ
ウ
ベ
ン

の
関
係
に
つ
い
て
で
す
。
彼
ら
は
、
グ
ラ
ウ
ベ
ン
の
寝
室
で
差
し
向
か
い
の

午
後
を
何
度
も
過
ご
し
て
い
た
と
お
ぼ
し
く
、
彼
ら
の
し
て
い
た
こ
と
は
、

青
年
と「
二
十
歳
の
娘
」の
典
型
的
な
行
動
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
た
上
で
、
抹

消
さ
れ
た
数
行
に
よ
っ
て
描
か
れ
、
そ
こ
に
は
ア
ク
セ
ル
の
夢
想
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
ま
す
。

魅
力
的
な
思
い
出
…
…
僕
の
心
の
中
…
…
毎
日
、
彼
女
は
花
を
持
っ
て

や
っ
て
来
た
…
…
綺
麗
な
緑
色
の
リ
ボ
ン
が
彼
女
の
寝
室
の
鍵
を
胴
着
に

結
び
つ
け
て
い
た
と
い
う
考
え﹇
が
再
び
過
ぎ
る
﹈。
花
を
売
っ
て
い
た
彼

女
…
…
い
ち
ご
…
…
彼
女
の
寝
室
の
鍵
は
緑
の﹇
薔
薇
色
の
﹈リ
ボ
ン
で
彼

女
の
胴
着
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
こ
と
を
僕
に
思
い
出
さ
せ
に﹇
や
っ
て
来

た
﹈。
彼
女
と
僕
、
僕
た
ち
は
お
互
い
を
よ
く
知
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら

…
…
彼
女
の
薔
薇﹇
図
2
﹈（III 11-12

）

「
僕
た
ち
は
お
互
い
を
よ
く
知
っ
て
い
た
」。
こ
の
一
文
の
含
意
に
よ
っ
て
、

家
の
鍵
に
関
す
る
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
説
明
さ
れ
ま
す
。
刊
行
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ

ン
で
は
、
フ
ロ
イ
ト
的
象
徴
主
義
を
探
す
の
で
も
な
い
限
り
、
こ
の
オ
ブ
セ
ッ

シ
ョ
ン
は
な
ん
の
意
味
も
な
し
て
い
な
か
っ
た
。
胴
着
に
秘
め
ら
れ
た
鍵
は
、

神
聖
不
可
侵
の
彼
女
の
寝
室
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
心
、
そ
し
て
肉
体
へ
の

［図2］「彼女の胴着にぶら下がって」（『地球の中心への旅』III 11）

［図1］エッツェルの殴り書き（『地球の中心への旅』IV 15）

道
を
開
く
の
で
す
。
果
物
と
花
の
売
り
子
と
い
う
彼
女
の
職
業
自
体
、
意
味

深
長
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
な
ら
、「
フ
ィ
ル
ラ
ン
ト
娘（V

irlandaise 8

▼

）」と
い
う
言

葉
の
生
み
の
親
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
若
い
売
り
子
の
娘
た
ち
を
魅
力
的
に
描

い
て
い
て
、
同
じ
緑
色
の
リ
ボ
ン
を
付
け
た
彼
女
た
ち
の「
身
持
ち
が
い
か
に

固
い
と
は
い
え
、
彼
女
た
ち
が
最
後
に
は
誘
惑
に
屈
し
な
い
の
は
稀
で
あ
る
」

こ
と
を

│
本
気
で
、
で
し
ょ
う
か
？

│
残
念
が
っ
て
い
る
の
で
す
！

同
様
に
、
こ
の
青
春
時
代
の
恋
の
ク
レ
ッ
シ
ェ
ン
ド
の
果
て
に
訪
れ
る
小

説
の
結
末
に
お
い
て
、
若
者
は
、
マ
ル
タ
の
こ
と
を「
最
も
幸
せ
な
女
中
」、
よ

う
や
く
フ
ィ
ル
ラ
ン
ト
娘
と
結
ば
れ
た
自
ら
を「
最
も
幸
せ
な
恋
人
」﹇
図
3
﹈

（X
LIII 193

）と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
の
享
楽
が
エ
ッ
ツ
ェ
ル
に
削
除
さ
れ

る
の
は
避
け
が
た
い
こ
と
で
し
た
。

草
稿
の
独
自
性
は
、
以
上
の
戯
れ
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
と
い
う
の

も
、
地
下
の
冒
険
も
か
な
り
違
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
例
え
ば
、
草
稿
の
九

九
頁
は
四
分
の
三
以
上
が
抹
消
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
地
下
の
地
質
学
に
関
す

る
箇
所
に
相
当
し
ま
す﹇
図
4
﹈。
ま
た
、
主
人
公
た
ち
が
喉
の
渇
き
に
苦
し

み
、
ア
ク
セ
ル
が
気
を
失
い
、
教
授
と
ハ
ン
ス
の
心
に
疑
い
が
忍
び
込
む
暗

い
シ
ー
ン
も
そ
の
半
分
が
消
さ
れ
て
い
ま
す﹇
図
5
・
6
﹈（X

X
II 101-102

）。

 

逆
に
、
岩
壁
の
向
こ
う
に
水
流
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
肯
定
的
な
半
頁

は
、
一
〇
二
頁
の
最
後
の
余
白
に
加
筆
さ
れ
て
い
ま
す
。

同
様
に
、
洞
窟
も
草
稿
の
執
筆
後
に
変
形
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
初
期
の

段
階
で
は
精
彩
に
富
む
細
部
が
目
立
ち
、
例
え
ば
、
大
洪
水
以
前
の
生
き
物

た
ち
の
旺
盛
な
繁
殖
を
強
調
す
る
き
わ
ど
い
指
摘
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
相
変

わ
ら
ず
刊
行
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
よ
り
感
じ
が
悪
く
、
非
科
学
的
な
態
度
を
示
す
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［図4］地質学的記述の削除（『地球の中心への旅』XXI-XXII 99）

リ
ー
デ
ン
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
過
去
に
お
け
る
大
規
模
な
崩
落
の
可
能
性
や
、
洞

窟
と
地
上
の
間
の
直
接
的
な
繋
が
り
に
つ
い
て
思
弁
を
め
ぐ
ら
せ
ま
す
。
グ

ラ
ウ
ベ
ン
港
の
命
名
は
、
エ
ッ
ツ
ェ
ル
の
教
育
的
性
格
を
典
型
的
に
示
す
ト

ポ
ス
と
言
え
ま
す
が
、こ
の
段
階
で
は
存
在
し
ま
せ
ん﹇
図
7
﹈（X

X
X

II 140

）。

だ
が
、
最
も
驚
く
べ
き
は
、
刊
行
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
な
い
箇
所
で
す
。
最

も
古
い
段
階
の『
地
球
の
中
心
』は
、
本
当
ら
し
さ
を
演
出
し
、
現
実
の
旅
行

記
を
そ
っ
く
り
模
倣
す
る
意
志
に
お
い
て
、『
ハ
テ
ラ
ス
』や『
気
球
』に
奇
妙

な
ほ
ど
似
通
っ
て
い
ま
す
。
地
下
に
お
け
る
動
植
物
の
生
態
が
現
行
ヴ
ァ
ー

ジ
ョ
ン
の
規
模
に
達
し
始
め
る
の
は
、
草
稿
の
直
し
に
お
い
て
な
の
で
す
。

最
初
に
書
か
れ
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
、
キ
ノ
コ
の
森
や
巨
大
な
植
物
、
先
史

時
代
の
骨
、
生
き
て
い
る
怪
物
た
ち
の
存
在
を
め
ぐ
る
想
像
を
い
く
ら
探
し

て
も
無
駄
で
す﹇
図
8
・
9
・
10
﹈。
イ
ク
チ
オ
サ
ウ
ル
ス
と
プ
レ
シ
オ
サ
ウ
ル

ス
の
戦
い
す
ら
、
そ
こ
で
は
迫
力
を
欠
い
て
い
る
の
で
す﹇
図
11
・
12
﹈。

草
稿
の
余
白
で
始
ま
っ
た
拡
張
作
業
は
、
そ
の
後
も
続
け
ら
れ
ま
す
。
海

の
怪
獣
の
戦
い

│
一
八
六
四
年
の
単
行
本
初
版
の
該
当
箇
所
は
、
草
稿

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
僅
か
な
加
筆
を
施
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す

│
の
後
、

リ
ー
デ
ン
ブ
ロ
ッ
ク
が
さ
ら
に
地
下
深
く
下
り
て
い
こ
う
と
す
る
の
は
ど
の

版
も
同
じ
で
す
。
単
行
本
初
版
に
お
い
て
は
、
探
検
家
た
ち
は
そ
の
後
で
サ

ク
ヌ
ッ
セ
ン
ム
の
短
剣
と
岩
に
彫
り
込
ま
れ
た
イ
ニ
シ
ャ
ル
を
発
見
し
、
地

球
の
中
心
へ
の
道
を
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

『
地
球
の
中
心
へ
の
旅
』は
い
か
な
る
新
聞
や
雑
誌
に
も
連
載
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
こ
の
小
説
は
、
単
行
本
刊
行
後
に
作
品
構
造
に
変
更
が
加
え
ら
れ
た

唯
一
の
事
例
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。
事
実
、
一
八
六
七
年
五
月
に
刊
行
さ
れ

［図3］「最も幸せな恋人」（『地球の中心への旅』XLIII 193）
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［図5］暗いシーンの削除（『地球の中心への旅』XXII 101）［図6］暗いシーンの削除（続き）（『地球の中心への旅』XXII 102）
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［図8］巨大なキノコと灌木の加筆（『地球の中心への旅』XXX 133） ［図7］グラウベン港の命名（『地球の中心への旅』XXXII 140）
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［図9］大洪水以前の生き物の骨の加筆
（『地球の中心への旅』XXX 134）

［図10］「こうした怪物たちの標本が今なおこの暗い森の中を彷徨っていないと誰に言えるだろう」の加筆
（『地球の中心への旅』XXX 135）
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［図11］海の怪物たちの戦いの当初のヴァージョン（『地球の中心への旅』XXXIII 149）［図12］海の怪物たちの戦いの当初のヴァージョン（続き）（『地球の中心への旅』XXXIII 150）
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一
八
六
〇
年
代
の
ほ
か
の
小
説
に
も
編
集
者
は
大
幅
に
介
入
し
、
変
更
を

唆
し
、
提
案
し
、
命
令
し
、
た
と
え
真
実
ら
し
さ
や
論
理
を
犠
牲
に
し
て
も
、

有
無
を
言
わ
せ
ず

│
罵
声
の
力
も
借
り
て

│
何
章
も
削
除
さ
せ
、
彼
の

見
方
と
文
章
を
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
仕
事
に
押
し
つ
け
ま
し
た
。
一
八
六
六
年
の
編

集
者
序
を
見
る
限
り
、『
地
球
の
中
心
』に
新
し
く
二
章
を
付
け
足
す
と
い
う

発
想
も
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
編
集
者
に
帰
せ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
編
集
者
が
草
稿
を
読
ん
だ
後
で
、
大
が
か
り
な
加
筆
が
施
さ
れ

て
い
る
の
は
明
白
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
そ
れ
ら
を
ヴ
ェ
ル
ヌ
に
最
低

で
も
耳
打
ち
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す11

▼

。

『
ハ
テ
ラ
ス
』に
加
え
ら
れ
た
検
閲
を
残
念
に
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

と
同
程
度
に
、
後
世
の
読
者
に
と
っ
て『
地
球
の
中
心
』の
最
も
興
味
深
い
と

思
わ
れ
る
箇
所
を
編
集
者
が
加
筆
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
は
、

彼
に
有
利
な
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
ヴ
ェ
ル
ヌ
が
年
長

の
編
集
者
に
終
生
感
じ
て
い
た
恩
義
は
、『
地
球
の
中
心
』に
そ
の
原
因
を
求

め
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ほ
か
の
小
説
に
お
け
る
編
集
者
の
介
入
は
、

明
ら
か
に
こ
れ
ほ
ど
う
ま
く
行
っ
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
補
う
だ

け
の
な
に
か
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
永
続
し
た
感
謝

の
念
を
説
明
す
る
の
は
困
難
で
す
。

《
M
》

さ
て
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
草
稿
の
探
索
を
続
け
つ
つ
も
、
こ
こ
で
話
の
方
向
を

変
え
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
実
人
生
に
お
け
る
私
的
な
ド
ラ
マ
の
痕
跡
を
探
し
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
小
父
さ
ん
』の
下
書
き12

▼

に
飛
び
込
み

た
挿
絵
入
り
八
折
大
判
に
お
い
て
、
地
下
に
降
下
し
よ
う
と
す
る
前
に
、
三

七
章
か
ら
三
九
章
ま
で
の
部
分
の
大
半
が
新
た
に
挿
入
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

部
分
は
お
そ
ら
く
一
八
六
六
年
の
変
わ
り
目
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

当
初
の
も
っ
と
野
心
的
な
計
画
の
名
残
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
の

も
、『
ハ
テ
ラ
ス
』の
八
折
判
初
版
の
序
文
に
お
い
て
、
エ
ッ
ツ
ェ
ル
が
こ
う

書
い
て
い
る
か
ら
で
す
。「
わ
れ
わ
れ
は
…
…
著
者
に
よ
っ
て
新
し
く
書
か
れ

た
数
章
を
増
補
し
た
改
訂
版『
地
球
の
中
心
へ
の
旅
』を
刊
行
す
る
予
定
で
す9

▼

」。

一
八
六
七
年
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
存
在
の
巨
大
な
連
鎖
を
繰
り
広
げ
、

ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
祖
先
の
骸
骨（
リ
ー
デ
ン
ブ
ロ
ッ
ク
が
そ
れ
に
つ
い
て

長
々
と
講
釈
す
る
）、
そ
し
て
一
二
ピ
エ
以
上
の
身
の
丈
が
あ
る
巨
人
の
牧
夫

が
番
を
し
て
い
る
マ
ス
ト
ド
ン
の
群
と
い
う
劇
的
な
発
見
を
付
け
加
え
ま
す
。

こ
の
大
胆
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
純
然
た
る
空
想
の
産
物
は
、
当
時
の
科
学
的
・

宗
教
的
信
条
を
覆
し
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
が
通
常
守
っ
て
い
る
真
実
ら
し
さ
の
枠
を

逸
脱
し
て
い
ま
す
。
同
時
に
、
ム
ー
ラ
ン
＝
キ
ニ
ャ
ー
ル
の
名
高
い「
先
史
時

代
の
」顎
骨
に
関
す
る
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
偏
っ
た
紹
介
が
加
筆
さ
れ
て
い

ま
す
。

か
く
し
て
、
一
八
六
七
年
の
変
更
は
、
一
八
六
四
年
版
の
そ
れ
を
直
接
引

き
継
い
で
お
り
、
後
者
も
ま
た
、
清
書
原
稿
の
余
白
に
認
め
ら
れ
る
変
更
を

拡
大
し
た
も
の
で
し
た
。
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
自
身
に
よ

る
小
説
の
要
約
に
も
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
彼
に
よ
れ
ば
、
地
下
に
下
り
る
こ

と
そ
の
も
の
の
ほ
う
が
エ
ピ
ソ
ー
ド
よ
り
も
重
要
だ
っ
た
の
で
す
。
小
説
の

唯
一
の
目
的
は「
様
々
な
波
瀾
を
交
え
て
、
地
球
の
地
質
学
的
層
を
描
写
す
る

こ
と
」（「
覚
書
」）だ
と
言
う
の
で
す
か
ら10

▼

。

草
稿
以
外
の
場
所
で
あ
れ
ば
、「
M
」は
一
八
七
〇
年
初
頭
現
在
で
八
歳
だ
っ

た
息
子
の
ミ
シ
ェ
ル
を
指
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
小

父
さ
ん
』に
お
け
る
二
人
の
少
年
の
紹
介
は
、
兄
の「
癇
癪
」と
共
に
、
弟
の

「
落
ち
着
か
な
い
、
び
く
び
く
し
て
い
る
、
こ
ら
え
性
の
な
い
」（I 2
）性
格
を

強
調
し
て
い
ま
す
。
同
様
に
、
ミ
シ
ェ
ル
に
関
す
る
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
一
番
古
い

記
述
は
、
彼
が
お
ま
る
を
壊
し
た
の
で
修
繕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

知
ら
せ
る
も
の
で
し
た14

▼

。
息
子
の
健
康
の
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
は
そ
れ
が
不
安
定
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
に
違
い

な
い
の
で
す
が
、
手
紙
は
オ
ノ
リ
ー
ヌ
か
ら
送
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
、
マ
ッ
ト
レ
ス
と
は
ミ
シ
ェ
ル
の
そ
れ
の
こ
と
で

し
ょ
う
。

他
方
で
、「
M
」
│「
愛
す
る（aim

e

）と
同
音

│
は
女
性
の
イ
ニ
シ
ャ
ル

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、「
動
揺
」、
そ
し
て
た
ぶ
ん「
病
気
」は
、
こ

の
当
時
、
男
性
よ
り
か
弱
い
と
見
做
さ
れ
て
い
た
女
性
を
連
想
さ
せ
る
言
葉

だ
っ
た
か
ら
で
す
。
ヴ
ェ
ル
ヌ
自
身
が
示
し
て
い
る
動
揺
に
鑑
み
て
、
恋
愛

関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
受
け
ま
す
。
編
集
者
エ
ッ
ツ
ェ

ル
と
の
往
復
書
簡
は
こ
の
推
測
を
補
強
し
ま
す
。
事
実
、
一
八
七
〇
年
の
前

半
の
手
紙
に
は
、
パ
リ
に
い
た
愛
人
の
存
在
が
何
度
も
仄
め
か
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。
一
八
七
〇
年
五
月
、
小
説
家
は
妻
の
非
難
を
尻
目
に
自
家
用
ヨ
ッ

ト〈
サ
ン
ミ
シ
ェ
ル
号
〉で
上
京
し
た
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
な
ん
ら
か

の
差
し
障
り
が
あ
っ
て
、
カ
ル
チ
エ
・
ラ
タ
ン
に
係
留
さ
れ
て
い
た
ヨ
ッ
ト

に
合
流
せ
ざ
る
を
え
な
い
羽
目
に
陥
り
、
ヨ
ッ
ト
は
な
お
一
〇
日
間
そ
こ
に

係
留
さ
れ
た
ま
ま
に
な
り
ま
す（﹇
七
〇
年
五
月
三
〇
日
﹈の
書
簡
）。
小
説
家

ま
し
ょ
う
。『
神
秘
の
島
』の
元
に
な
っ
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
も
の
で
す
。

余
白
に
対
す
る
書
き
込
み
の
中
に
は
、
小
説
本
文
と
明
ら
か
に
無
関
係
の

も
の
が
幾
つ
か
認
め
ら
れ
ま
す
。
事
実
、
二
人
の
少
年
を
紹
介
す
る
記
述
の

横
に
、
ま
ず
た
っ
た
一
言
、「
マ
ッ
ト
レ
ス
」﹇
図
13
﹈（I 2

）と
書
き
込
ま
れ
て

い
る
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
船
乗
り
の
フ
リ
ッ
プ
が
貴
重
な
マ
ッ
チ
箱
を
い
く
ら
探
し
て

も
見
つ
け
ら
れ
な
い
シ
ー
ン
に
向
か
い
合
う
よ
う
に
、
劇
的
な
書
き
込
み
が

あ
っ
て
、
今
度
と
い
う
今
度
は
、
小
説
と
何
の
関
係
も
な
い
よ
う
に
見
え
ま

す
。「
そ
の
通
り
だ
／
動
揺〈
可
哀
想
に
思
う
だ
ろ
う
！
〉手
紙
が
す
べ
て
を

語
っ
て
い
る
／
な
ん
だ
と
！
　
病
気
。
／
手
紙
を
読
み
返
す
／
マ
ッ
ト
レ
ス
」

﹇
図
14
﹈（IV

 9

）。

草
稿
の
表
紙
に
あ
る「
七
〇
年﹇
一
月
﹈二
二
日
」﹇
図
15
﹈か
ら
判
断
し
て
、
こ

の
下
書
き
原
稿
の
最
初
の
部
分
は
一
八
七
〇
年
一
月
下
旬
に
書
か
れ
た
の
で

し
ょ
う
。
余
白
の
書
き
込
み
は
、
本
文
が
書
か
れ
た
後
で
書
か
れ
て
い
る
こ

と
が
多
い
の
で
、
こ
の
年
の
春
と
推
定
で
き
る
で
し
ょ
う
。

二
番
目
の
書
き
込
み
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
最
初
の
書
き
込
み
も
個
人

的
な
性
格
の
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
手
紙
は
、
内
密
の

内
容
で
あ
る
と
同
時
に

│「
動
揺
…
…
可
哀
想
…
…
病
気
」
│
誤
解
の
余

地
の
な
い
文
面

│
そ
の
う
ち
の
一
通
は「
す
べ
て
を
語
っ
て
い
る
」
│

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
最
新
の
手
紙
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
伝
え
ら
れ
て

い
た
情
報
が
正
し
か
っ
た
こ
と

│「
そ
の
通
り
だ
」
│
が
示
さ
れ
た
の
で

す
。
最
後
の
書
き
込
み
は
同
じ
頁
の
上
部
に
あ
っ
て
、
大
文
字
ひ
と
つ
か
ら

な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す

│
た
ぶ
ん「
M 13

▼

」で
す﹇
図
14
﹈。
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ご
た
が
起
き
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
深
刻
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」。

こ
の
ご
た
ご
た
は
、「
病
気
」の
最
初
の
知
ら
せ
に
対
応
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
そ
の
知
ら
せ
が
事
実
だ
と
確
認
さ
れ
た
後
で
、
パ
リ

に
行
く
必
要
が
生
じ
た
の
で
す
。

通
常
、
病
気
の
知
ら
せ
が
事
実
か
否
か
を
確
認
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

少
な
く
と
も「
そ
の
通
り
だ
」と
い
う
言
い
方
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
形

容
詞
が
女
性
形
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
病
気
の
性
質
を
密
か
に
反
映
し
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
M
」の
正
体
を
め
ぐ
っ
て
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
専
門
家
の
狭
い
世
界
で
論
争
が
起

き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
は
仮
説
を
二
つ
だ
け
提
起
し
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
婚
外
関
係
は
、
単
な
る「
M
＊
＊
＊
」な
い
し
素
っ
気

な
い「
ヴ
ィ
ッ
ツ
夫
人
」と
い
う
筆
名
で
執
筆
を
行
っ
て
い
た
作
家16

▼

と
し
ば
し

ば
結
び
付
け
て
語
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
の
仮
説
に
と
っ
て
は
生
憎
な
こ
と
に
、

そ
こ
で
報
告
さ
れ
て
い
る
出
来
事
は
、
一
八
六
一
年
以
前
に
起
き
た
と
さ
れ

て
い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、「
M
」が
マ
リ
ア
な
い
し
マ
リ
ー
、（
ア
レ
ク

サ
ン
ド
ロ
ヴ
ナ
・
）マ
ル
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
、
ヴ
ェ
リ
ン
ス
カ
ヤ
伯
爵
夫
人
、
筆
名

マ
ル
コ
・
ヴ
ォ
フ
ゾ
ク（
一
八
三
四
‐
一
九
〇
七
年
）﹇
図
16
﹈の
こ
と
で
あ
る
可

能
性
は
ゼ
ロ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
女
は
、
ロ
シ
ア
語
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
、

フ
ラ
ン
ス
語
で
著
述
を
行
っ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
作
家
で
あ
り
、
翻
訳
家
で
あ

り
、
一
八
七
〇
年
代
に
は
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
複
数
の
小
説
に
つ
い
て
エ
ー
ジ
ェ
ン

ト
の
役
も
務
め
て
い
ま
す
。

マ
リ
ア
と
ヴ
ェ
ル
ヌ
は
愛
人
関
係
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
は
、

証
拠
こ
そ
な
い
も
の
の
、
す
で
に
提
起
さ
れ
て
い
ま
す17

▼

。
ど
う
や
ら
イ
ワ
ン
・

は
パ
リ
滞
在
を
入
念
に
計
画
し
、
最
大
限
に
享
受
し
ま
し
た
。

こ
の
手
紙
に
お
返
事
下
さ
る
際
、
月
末
に
私
が
パ
リ
に
い
る
必
要

が
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
仄
め
か
し
て
下
さ
い
…
…
。
そ
も
そ
も

事
実
で
す
し
。

﹇
ロ
ビ
ン
ソ
ン
も
の
以
外
の
﹈ほ
か
の
こ
と
は
一
切
考
え
ら
れ
ま
せ

ん
。
／
パ
リ
は
別
に
し
て
、で
す
が
。
そ
こ
に
私
は
恋フ

ー
レ
ン
ス
・
ア
モ
ー
レ
ス

に
我
を
忘
れ
て

到
着
し
、
同
じ
状
態
で

0

0

0

0

0

帰
っ
て
い
く
の
で
す
！
　
あ
あ
、
自
然
よ15

▼

！

『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
小
父
さ
ん
』の
下
書
き
に
対
す
る
最
初
の
言
及
が「
恋
に
我

を
忘
れ
」た
様
を
綴
る
手
紙
に
現
わ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
点
で
意
味
深
く
思
わ

れ
ま
す
。
同
じ
書
簡
は
さ
ら
に
こ
う
付
け
加
え
て
い
ま
す
。「
パ
リ
で
は
ご
た

［図15］「七〇年［一月］二二日」（『ロビンソン小父さん』第一ヴァージョン［0］）

［図14］「その通りだ／動揺〈可哀想に思うだろう！〉手紙がすべてを語っている／なんだと！　病気。／手紙を読み返す
／マットレス」（IV 9）

［図13］「マットレス」（『ロビンソン小父さん』I 2）

［図16］マリア・マルコヴィッチ
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の
作
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
序
文
は
、「
一
八
七
六
年
一
月
二
二
日
／
親
愛
な
る

ヴ
ェ
ル
ヌ
」と
書
き
出
さ
れ
て
い
る（Jean-M

ichel M
argot, « Jules V

erne et la Suisse », BSJV , n

° 

51, p. 85-92

）。
だ
が
、こ
の
小
説
の
刊
行
は
す
で
に
以
下
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
。Biblio-graphie et 

chronique littéraire de la Suisse , 1871.

▼
17 

以
下
を
参
照
。Ion H

obana, cité par M
artin, « R

echerches sur les m
aîtresses de Jules V

erne », 

BSJV, n° 56, p. 292-295 ; H
erbert R

. Lottm
an, Jules Verne : An Exploratory Biography, N

ew
 York, 

St. M
artin’s Press, 1996, p. 146 ; W

illiam
 Butcher, . Jules Verne : The D

efinitive Biography （JV
D

B
）, 

T
hunder’s M

outh, 2006, p. 212.

▼
18 

C
écile C

om
père, « À

 propos du séjour de Jules V
erne en Suisse », BSJV, n° 65-66, p. 56-61 ; 

Jean-Paul G
ourévitch, H

etzel, C
ortry, L

e Serpent à plum
es, 2005, p. 231 ; source citée par 

C
om

père.

▼
19 

以
下
の
引
用
に
拠
る
。C

om
père ; M

artin, « R
echerches » ; cf. JV

D
B, p. 301.

▼
20 

ヴ
ェ
ル
ヌ
は
五
月
二
日
な
い
し
三
日
に
パ
リ
に
い
た（M

argot, p. 91

）。

▼
21 

C
om

père, en parlant à la fois de 1870 et plus généralem
ent ; Jules H

oche, « Jules V
erne » 

（1883

）, in Jean-M
ichel M

argot, éd., Jules Verne vu par ses contem
porains francophones, A

m
iens, 

Encrage, 2004, p. 159-163.〔
訳
注
：
な
お
、
ル
ー
ヴ
ル
・
ホ
テ
ル
は
現
存
す
る
が
、
直
ぐ
近
く

の
別
の
敷
地
に
移
転
し
て
い
る
〕

des « Voyages extraordi-naires » （Institut d’histoire du livre, à paraître

）.

▼
12 

ナ
ン
ト
市
立
図
書
館
に「
B
48
」と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。『
ロ
ビ
ン
ソ
ン
小
父
さ
ん
』の
下
書

き
の
写
真
を
再
録
す
る
こ
と
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
同
図
書
館
お
よ
び
マ
ル
セ
ッ
ト
ー
夫
人

に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

▼
13 

『
海
底
二
万
里
』第
二
部
の
下
書
き
に
も
同
じ
書
き
込
み
が
複
数
認
め
ら
れ
る
。「
M
」（X

 39

）、

「﹇
M
﹈」（X

I 43

）。
こ
れ
ら
は
確
か
に
ペ
ン
の
試
し
書
き
か
も
し
れ
な
い
が
、同
じ
頁
に
謎
め
い

た「X
X

X

﹇ia

﹈」と
い
う
書
き
込
み
が
あ
る
。
そ
し
て
、「﹇M

﹈ m
a jam

ais

〔
決
し
て
〕// m

a m
ais

〔
だ
が
〕si〔
も
し
も
〕」（X

II 47

）。「m
a

」は
イ
タ
リ
ア
語
で「
し
か
し
」の
意
味
だ
が
、
同
時
に「
マ

マ
ン（m

am
an

）」の
こ
と
だ
ろ
う
か
。

▼
14 

フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ヴ
ィ
ア
ヌ
宛﹇
六
八
年
﹈一
二
月
一
〇
日
付
お
よ
び
六
八
年
一
二
月
一

日
付
書
簡
。

▼
15 

﹇
七
〇
年
五
月
四
日
﹈お
よ
び﹇
七
〇
年
二
月
一
七
？
日
﹈の
書
簡
。
オ
ノ
リ
ー
ヌ
は
あ
ま
り
に
も

惨
め
な
気
持
ち
だ
っ
た
の
で
、
エ
ッ
ツ
ェ
ル
に
密
か
に
手
紙
を
書
き
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
迷
走
に
つ

い
て
情
報
を
求
め
、
以
下
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。「
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
ご
め
ん
な

さ
い
、
わ
た
し
を
哀
れ
と
思
っ
て
、
わ
た
し
の
手
か
ら
す
り
抜
け
よ
う
と
す
る
夫
を
掴
ま
え
て

お
く
手
助
け
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
せ
」（﹇
七
〇
年
八
月
一
五
？
日
﹈、
以
下
の
引
用
に
拠
る
。

C
harles-N

oël M
artin, La Vie et l’œuvre de Jules Verne, M

ichel de l’O
rm

eraie, 1978, p. 182

）

▼
16 

M
***, U

n Rom
an à M

ontreux  ﹇G
enève

﹈, ﹇H
. G

eorg

﹈, ﹇v. 1876

﹈. 

こ
の
作
品
は「
ヴ
ィ
ッ
ツ
夫
人
」

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ（
一
八
一
八
‐
一
八
八
三
年
）の
愛
人
だ
っ
た
ら
し
い
こ
の
女

性
は
、
た
ぶ
ん
エ
ッ
ツ
ェ
ル
の
愛
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。
信
頼
で
き
る
情
報

源
に
よ
れ
ば
、
彼
女
は
、
一
八
七
〇
年
の
四
月
第
二
週
か
ら
同
年
五
月
一
三

日
な
い
し
一
四
日
に
か
け
て
パ
リ
に
滞
在
し
て
い
ま
し
た18

▼

。
お
ま
け
に
、
彼

女
は
一
八
六
〇
年
か
ら
一
八
六
七
年
二
月
ま
で
パ
リ
近
郊
、
一
八
六
五
年
以

降
は
ヌ
イ
イ
に
住
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
ヴ
ェ
ル
ヌ
は
一
八
六
三
年
か
ら
一

八
六
六
年
に
か
け
て
同
じ
郊
外
に
住
ん
で
い
ま
し
た19

▼

。
一
八
七
〇
年
と
い
う

特
定
の
年
に
関
し
て
言
え
ば
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
と
マ
リ
ア
の
パ
リ
滞
在
は
少
な
く

と
も
部
分
的
に
重
な
っ
て
い
ま
す20

▼
。
関
連
す
る
最
後
の
要
素
は
、
二
人
の
人

物
が
同
じ
ル
ー
ヴ
ル
・
ホ
テ
ル
に
宿
泊
す
る
習
慣
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
ホ
テ
ル
は
リ
ヴ
ォ
リ
通
り
一
六
六
―
一
六
八

番
地
に
あ
り
ま
し
た21

▼

。

要
す
る
に
、
三
つ
の
書
き
込
み
は
、
一
八
七
〇
年
に
お
け
る
作
家
の
私
生

活
と
い
う
問
題
に
新
た
な
要
素
を
も
た
ら
す
も
の
で
す
。
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
気
が

か
り
が
ミ
シ
ェ
ル
の
振
る
舞
い
と
無
関
係
だ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
難

し
い
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、
美
し
き
マ
リ
ア
に
対
す
る
言
及
で
あ
る
可
能
性

を
排
除
す
る
こ
と
も
容
易
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

そ
の
た
め
、
ヴ
ェ
ル
ヌ
自
身
に
よ
る
強
調
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。

▼
2 

Bulletin de la société Jules Verne（BSJV

）, n° 135, p. 42-50.

▼
3 

こ
の
小
説
の
草
稿
の
表
紙
に
は
、
エ
ッ
ツ
ェ
ル
の
筆
跡
で「
全
紙
一
〇
枚
分
の
一
巻
に
な
る
」と

書
き
込
ま
れ
て
い
る〔
訳
注
：
フ
ォ
ル
カ
ー
・
デ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
注
記
を
書
い
た
の
は

エ
ッ
ツ
ェ
ル
で
は
な
く
、
仲
介
者
の
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ド
・
ブ
レ
ア
で
あ
る
。
ま
た
、『
イ
ギ
リ

ス
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
へ
の
旅
』が
エ
ッ
ツ
ェ
ル
に
提
示
さ
れ
、
拒
否
さ
れ
た
こ
と（
し
た
が
っ

て
ゲ
ラ
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
）は
、
同
時
代
の
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ミ
ュ
レ
ー
ル
の
証
言（
本
号
読

書
会
を
参
照
）か
ら
明
ら
か
で
あ
る
〕。

▼
4 

「
七
月
一
日
月
曜
」（X

V
III

）、「「
七
月
六
日
」の
前
日
に
当
た
る「
金
曜
日
」（X

X
IV

）、「
八
月
七

日
」か
ら「
長
い
四
日
間
」が
経
っ
た「
日
曜
日
」（X

X
V

I

）、「
八
月
一
五
日
木
曜
日
」（X

X
X

II 

139

）、
こ
の
四
つ
の
組
み
合
わ
せ
が
可
能
な
の
は
一
八
六
一
年
だ
け
で
あ
る
。

▼
5 

「
一
八
六
三
年
と
い
う
こ
の
不
吉
な
年
」（I X

X
V

II 177

）と
草
稿
に
あ
り
、
あ
る
手
紙
の
日
付
が

「
一
八
六
三
年
一
二
月
一
九
日
」（I X

X
X

 197

）と
な
っ
て
い
る
。

▼
6 

『
教
育
と
娯
楽
誌
』で『
グ
ラ
ン
ト
船
長
の
子
供
た
ち
』の
連
載
を
す
ぐ
に
も
始
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
て
、
作
者
は
こ
う
書
い
て
い
る
。「
ま
っ
た
く
、『
ハ
テ
ラ
ス
』は
二
月
ま
で
続
く
と
ば

か
り
思
っ
て
い
た
か
ら
で
す
」（
エ
ッ
ツ
ェ
ル
宛
一
八
六
五
年
一
〇
月
二
八
日
付
書
簡
）。北
極
小

説
の
連
載
は
実
際
に
は
一
八
六
五
年
一
二
月
五
日
に
終
了
し
て
い
る
の
で
、
二
、
三
ヶ
月
分
の

連
載
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。一
万
五
〇
〇
〇
か
ら
二
万
語
に
相
当
す
る
分
量
で
あ
る〔
訳

注
：
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
書
簡
は
、
作
家
と
編
集
者
が
単
に
連
載
期
間
の
見
積
も
り
を
誤
っ
て
い
た
と

解
釈
す
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
〕。

▼
7 

『
パ
リ
』余
白
へ
の
書
き
込
み
が『
地
球
の
中
心
』の
問
題
の
シ
ー
ン
執
筆
の
前
だ
と
す
れ
ば
、
後

者
は
早
く
て
一
八
六
三
年
秋
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

▼
8 

A
rm

and de Flaux, D
u D

anem
ark

（1862

）, p. 30-31.

▼
9 

« Avertissem
ent de l’éditeur », 26 novem

bre 1866, p. 2. 

さ
ら
に
編
集
者
は
こ
う
続
け
て
い
る
。

「
…
…﹇『
ハ
テ
ラ
ス
』の
﹈こ
の
版
を
、
わ
れ
わ
れ
は
常
に
最
新
の
状
態
に
す
る
所
存
で
す
」。
こ

の
言
葉
は
、ヴ
ェ
ル
ヌ
小
説
を
繰
り
返
し
改
訂
す
る
意
志
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る〔
訳

注
：
こ
の
解
釈
は
非
常
に
疑
わ
し
い
。
単
に
エ
ッ
ツ
ェ
ル
は「
こ
の
版
」＝〈
驚
異
の
旅
〉挿
絵
版

に
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
新
作
が
収
録
さ
れ
る
た
び
に
読
者
に
知
ら
せ
る
、と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
〕。

▼
10 

地
理
学
協
会
の
例
会
で
の
発
言（
一
八
六
五
年
三
月
一
七
日
）に
お
い
て
、小
説
家
は「
彼
の
著
作

に
お
い
て
想
像
力
が
果
し
て
い
る
役
割
に
つ
い
て
…
…
陳
謝
し
た
」。
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
の

は
、『
地
球
の
中
心
』の
大
胆
な
シ
ー
ン
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

▼
11 

こ
の
段
落
は
、近
刊
予
定
の
拙
著
の
結
論
の
一
部
を
要
約
し
て
い
る
。Verne en V. O

. : Les M
anuscrits 

▼
1 

草
稿
の
参
照
箇
所
に
関
し
て
は
、「III 2

」の
よ
う
に
章
お
よ
び
頁
を
示
す
。
草
稿
の
一
章
か
ら

三
七
章
ま
で
は
、八
折
判
の
章
立
て
と
一
致
し
て
お
り
、「III

」と
言
え
ば
両
者
に
当
て
は
ま
る
。

し
か
し
、
草
稿
の
三
八
章
か
ら
四
三
章
ま
で
は（「M

S X
X

X
V

III

」の
よ
う
に
表
記
）、
刊
行

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
新
た
に
二
章
増
え
て
い
る
た
め
、
両
者
は
一
致
し
な
い
。
草
稿
か
ら
の
引
用

中
、
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
一
八
七
七
年
刊
行
の
八
折
判
に
な
い
箇
所
を
示
し
、
傍
点
は
こ
の
版
に
し

か
な
い
箇
所
を
示
す
。
そ
れ
以
外
の
箇
所
は
草
稿
と
刊
行
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
一
致
し
て
い
る
。


