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バ
ダ
ン
テ
ー
ル
著
『
フ
ォ
ー
ス
・
ル
ー
ト
』

Elisabeth
B
adinte r,Fausse

route
( O
dile
Jacob

・avnil2003)

上
村
　
く
に
こ

は
じ
め
に

エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
・
バ
ダ
ン

テ
ー
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
代

表
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
一

人
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
の

『
母
性
と
い
う
神
話
』
で
、

「
母
性
愛
は
本
能
で
は
な
い
」

と
喝
破
し
、
一
九
八
六
年
の

『
男
は
女
、
女
は
男
』
で

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
壁
は
こ
れ

か
ら
限
り
な
く
消
滅
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
」
と
断
言
し
た
。
彼
女
の
立
場

は
、
男
女
の
対
立
と
い
う
政
治
的
関
係
の
歴
史
は
終
わ
り
を
告
げ
つ
つ

あ
り
、
生
物
学
的
性
差
を
根
拠
と
す
る
性
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
核

と
し
て
痕
跡
は
残
す
が
、
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
あ
わ
せ
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー

を
自
由
に
飛
び
越
え
ら
れ
る
範
囲
は
、
無
限
大
に
拡
大
さ
れ
た
と
分
析

し
た
。
さ
ら
に
一
九
九
二
年
の
『
Ｘ
Ｙ
・
男
と
は
な
に
か
』
で
男
性
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
成
立
す
る
歴
史
的
背
景
を
探
索
し
た
。
彼
女
の

本
は
す
べ
て
出
版
さ
れ
る
た
び
に
、
そ
れ
ぞ
れ
反
感
と
賛
同
が
渦
巻
く

話
題
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
て
き
た
。
日
本
で
も
翻
訳
さ
れ
て
、
世

論
を
強
く
引
っ
張
っ
て
ゆ
く
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

そ
の
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
が
今
年
四
月
に
一
冊
の
本
を
出
版
し
、
再
び
注

目
を
あ
び
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル
は
『
フ
ォ
ー
ス
・
ル
ー
ト
（
間
違
っ
た

道
）』。
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
間
違
っ
た
道
に
は
ま
り
込

ん
だ
と
い
う
糾
弾
の
書
で
あ
る
。
エ
ク
ス
プ
レ
ス
誌
な
ど
は
、
こ
の
書

を
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
に
つ
い
て
発
言
し
た
ゾ
ラ
の
「
私
は
糾
弾
す
る
」

と
い
う
政
治
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
な
ぞ
ら
え
た
。

フ
ラ
ン
ス
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
の
特
質

い
っ
た
い
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
ど
こ
が
間
違
っ
て
い

る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。『
フ
ォ
ー
ス
・
ル
ー
ト
』
の
論
の
進
め
方
は
、

彼
女
一
流
の
平
易
な
論
理
性
に
欠
け
る
。
流
れ
る
よ
う
な
平
易
な
構
成

は
な
く
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
重
要
視
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
を
繰
り

返
し
弾
丸
の
よ
う
に
列
挙
し
て
読
者
を
圧
倒
す
る
と
い
う
手
法
を
取
っ

て
い
る
。
一
言
で
要
約
す
る
と
、
90
年
代
か
ら
の
フ
ラ
ン
ス
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
が
、
分
離
主
義
に
傾
斜
し
て
い
る
こ
と
を
憂
慮
し
、
厳
し
い
非
難

を
あ
び
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
は
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ

ン
系
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
違
っ
て
、
男
と
女
が
相
容
れ
な
い
敵
対
関
係

に
あ
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
と
ら
ず
、
女
性
の
当
然
の
権
利
を
主
張
し

つ
つ
、
男
女
の
共
生
を
尊
重
し
て
き
た
。
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
そ
の
代
表

者
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
そ
の
妥
協
性
を
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
理
論
の
不
徹

底
性
と
し
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
六
八
年
以
来
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
の
な
か
で
、
中
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絶
合
法
化
を
は
じ
め
、
女
性
の
生
殖
決
定
権
が
確
立
さ
れ
た
。
さ
ら
に

ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
が
成
立
す
る
と
、「
女
性
の
権
利
省
」
が
創
設
さ
れ
て
、

結
婚
、
出
産
、
就
職
な
ど
を
選
択
す
る
自
由
と
権
利
は
大
い
に
進
展
し

た
。
革
命
以
来
の
衣
鉢
を
つ
ぐ
共
和
国
と
フ
ラ
ン
ス
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は

自
由
と
平
等
を
押
し
進
め
る
両
輪
と
し
て
、
輝
か
し
い
成
果
を
挙
げ
て

き
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

た
し
か
に
自
由
と
言
う
点
で
大
き
な
勝
利
を
得
た
フ
ラ
ン
ス
が
、
平

等
と
い
う
点
で
は
劣
っ
て
い
る
。
立
身
出
世
よ
り
は
個
人
の
幸
福
を
追

求
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
や
外
国
人
労
働
力
の
多
さ
な
ど
の

理
由
か
ら
、
女
性
の
就
労
率
は
高
い
も
の
の
、
上
級
幹
部
と
な
る
女
性

の
数
は
伸
び
て
い
な
い
。
特
に
政
界
進
出
へ
の
進
出
は
大
い
に
遅
れ
、

下
院
に
女
性
議
員
が
占
め
る
割
合
が
四
〇
％
ま
で
達
し
て
い
る
北
欧
に

較
べ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
九
七
年
に
一
〇
・
九
％
と
、
Ｅ
Ｕ
一
五

カ
国
の
中
で
は
ギ
リ
シ
ャ
に
次
い
で
低
い
数
で
あ
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
参
加
国

の
平
均
が
二
二
・
四
％
で
あ
る
事
実
と
比
較
し
て
も
、
こ
の
立
ち
遅
れ
は

問
題
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
、
誰
し
も
が
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
を
正
す
た
め
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
運
動
の
な
か
で
、
新
し
く
主
流

と
な
っ
て
き
た
考
え
方
が
分
離
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
は
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン

や
マ
ッ
キ
ノ
ン
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
考
え
か
た
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
生
物
学
的
性
差
は
決
し
て
な
く
な
る
こ
と
は
な
く
、

男
女
の
対
立
は
、
緩
む
ど
こ
ろ
か
近
年
ま
す
ま
す
激
し
く
な
っ
て
い
る

か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
女
性
を
特
別
に
扱
う
政
策
を
取
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
こ
の
動
き
を
新
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
と
呼
び
、
こ
れ
が
い
か
に
「
男
と
女
の
絶
え
ざ
る
対
話
と
共
生
」

と
い
う
よ
き
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
を
だ
め
に
す
る
か
、
い
か
に
現
実
か
ら

か
け
離
れ
て
い
る
か
を
強
調
し
て
い
る
。「
男
性
は
戦
う
相
手
で
は
な
く
、

交
渉
の
相
手
で
あ
る
」
と
繰
り
返
す
。

パ
リ
テ
法
と
は

日
本
で
は
、
あ
ま
り
に
遠
い
理
想
の
よ
う
に
見
え
る
た
め
に
、
あ
ま

り
人
々
の
関
心
を
引
か
な
か
っ
た
パ
リ
テ
法
と
は
何
か
を
こ
こ
で
説
明

し
よ
う
。
こ
れ
は
男
女
の
立
候
補
者
の
数
を
同
じ
数
に
す
る
こ
と
を
制

度
化
す
る
法
律
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
は
一
九
九
九
年
に
憲
法
第

三
条
に
「
法
律
は
、
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
議
員
職
と
公
職
へ
の

女
性
と
男
性
の
平
等
な
ア
ク
セ
ス
を
助
長
す
る
」
と
い
う
パ
ラ
グ
ラ
フ

を
書
き
加
え
た
。
こ
の
条
項
は
二
〇
〇
一
年
に
、
比
例
代
表
制
が
採
用

さ
れ
て
い
る
人
口
三
五
〇
〇
人
以
上
の
す
べ
て
の
市
町
村
に
初
め
て
適

応
さ
れ
、
女
性
議
員
は
二
五
・
七
％
か
ら
四
七
・
五
％
と
ほ
ぼ
倍
増
し
た
。

「
新
た
な
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
」
と
メ
デ
ィ
ア
に
呼
ば
れ
た
パ
リ
テ
法

を
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
は
「
文
明
の
転
換
点
に
匹
敵
す
る
」
と

激
賞
し
た
。
ま
た
こ
の
パ
リ
テ
法
の
理
論
的
推
進
者
の
一
人
ア
リ
ミ
も
、

パ
リ
テ
法
が
成
立
し
た
と
き
「
歴
史
的
進
歩
で
あ
る
と
同
時
に
、
も
う

一
つ
の
普
遍
主
義
の
哲
学
的
到
来
」
で
あ
る
と
称
揚
し
た
。

こ
こ
で
、
普
遍
主
義
と
い
う
言
葉
を
解
説
し
よ
う
。
一
七
八
九
年
の

「
人
権
宣
言
」
の
第
六
条
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。「
す
べ
て

の
市
民
は
法
の
前
に
平
等
で
あ
る
か
ら
、
各
人
の
能
力
に
応
じ
、
各
人

の
徳
お
よ
び
才
能
に
よ
る
差
別
以
外
の
い
か
な
る
差
別
も
受
け
る
こ
と

な
く
、
等
し
く
す
べ
て
の
公
の
位
階
、
地
位
、
お
よ
び
職
に
就
く
こ
と

が
許
さ
れ
る
」。
こ
の
よ
う
に
人
権
宣
言
が
想
定
す
る
市
民
は
、
宗
教
に

も
人
種
に
も
、
そ
し
て
性
別
に
も
か
か
わ
り
な
い
、
普
遍
的
で
抽
象
的
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な
人
間
を
想
定
し
て
い
る
。

実
際
、
一
九
九
二
年
に
は
一
度
、
ク
ォ
ー
タ
ー
制
を
採
用
す
る
旨
の

選
挙
法
が
下
院
で
可
決
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
憲
法
院

に
よ
っ
て
違
憲
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
た
。
つ
ま
り
「
選
挙
に
お
け
る

立
候
補
者
を
そ
の
属
性
に
よ
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
こ
と
は
、
市

民
概
念
の
抽
象
性
ゆ
え
の
普
遍
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
人
民
を

部
分
に
分
離
し
、
共
和
国
の
不
可
分
性
を
侵
す
」
と
い
う
理
由
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
パ
リ
テ
法
を
推
進
す
る
哲
学
者
ア
ガ
サ
ン
ス
キ
ー

は
、『
二
つ
の
性
の
政
治
』
と
い
う
本
の
中
で
、「
女
性
と
男
性
は
、
存

在
の
仕
方
が
ち
が
う
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
類
と
は

男
性
市
民
と
女
性
市
民
と
い
う
二
つ
の
異
な
っ
た
層
か
ら
な
る
混
合
組

織
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
性
的
差
異
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
人
類
を
た
だ

ひ
と
つ
の
性
、
つ
ま
り
男
の
性
に
還
元
す
る
こ
と
に
な
る
。
普
遍
と
い

う
美
名
の
下
に
、
事
実
上
の
女
性
差
別
を
隠
蔽
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
」
と
反
論
し
た
。
こ
の
よ
う
に
男
女
の
分
離
を
前
提
と
し
た
パ
リ
テ

法
は
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
制
の
根
幹
に
ふ
れ
る
大
き
な
哲
学
的
問
題
で
あ

り
、
必
ず
し
も
賛
成
派
イ
コ
ー
ル
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
、
反
対
派
イ
コ
ー
ル

反
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
分
類
で
き
な
い
複
雑
さ
が
あ
る
。

「
分
離
主
義
」
と
「
犠
牲
者
と
し
て
の
固
定
化
」

バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
反
パ
リ
テ
の
論
客
と
し
て
、
一
九
九
九
年
こ
ろ
か

ら
新
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
で
論
争
を
展
開
し
て
い
た
が
、『
フ
ォ
ー
ス
・

ル
ー
ト
』
で
は
、
こ
の
批
判
を
徹
底
化
さ
せ
て
い
る
。

彼
女
が
最
も
激
し
く
非
難
す
る
の
は
、
こ
の
憲
法
の
根
本
思
想
で
あ

る
分
離
主
義
で
あ
る
。
性
別
に
よ
っ
て
市
民
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
政

治
を
自
然
主
義
へ
と
退
行
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
、
そ
し
て
男
女
の
対
立

は
近
年
ま
す
ま
す
激
し
く
な
っ
て
い
て
、
犠
牲
に
な
る
の
は
常
に
女
性
、

暴
力
を
振
る
う
側
は
常
に
男
性
で
あ
る
と
い
う
決
め
つ
け
で
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
に
行
わ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
年
間
を
通
じ
て

三
七
％
の
フ
ラ
ン
ス
女
性
が
男
性
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
精
神
的
暴
力
を
、

一
〇
％
が
肉
体
的
暴
力
を
受
け
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
と
い
う
結
果
が

発
表
さ
れ
た
。
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
こ
の
数
字
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
統

計
の
魔
術
を
使
っ
て
数
字
を
操
作
し
た
好
例
で
あ
る
と
す
る
。
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
す
る
こ
と
す
べ
て
に
関
し
て
加
害
者
と
被
害
者
を

二
分
し
て
し
ま
う
考
え
方
は
、
女
性
の
地
位
を
上
げ
る
ど
こ
ろ
か
、
女

性
を
保
護
の
必
要
な
弱
々
し
い
お
人
形
に
固
定
し
、
結
局
は
自
己
卑
下

と
屈
辱
感
に
押
し
込
め
る
こ
と
に
な
る
と
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
非
難
す
る
。

彼
女
が
糾
弾
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
法
律
は
、
二
〇
〇
二
年
に
制
定
さ

れ
た
「
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
法
」
で
あ
る
。
こ
の
法
に
よ
っ
て
、

た
と
え
言
葉
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
「
望
ま
な
い
性
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」

を
さ
れ
た
場
合
、
相
手
が
上
司
で
あ
れ
同
僚
で
あ
れ
部
下
で
あ
れ
、
証

拠
を
揃
え
な
く
て
も
訴
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
セ
ク

シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
広
義
に
定
義
し
な
お
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
、
こ
の
法
が
こ
れ
ま
で
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
追
求
し
て

き
た
対
話
的
な
男
女
関
係
を
ギ
ク
シ
ャ
ク
さ
せ
、
男
女
の
か
け
ひ
き
を

警
察
の
取
り
締
ま
り
の
対
象
に
ま
で
貶
め
て
し
ま
う
と
悲
し
む
。
そ
し

て
「
フ
ラ
ン
ス
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
こ
れ
で
死
ん
だ
」
と
ま
で
嘆
い
て
み

せ
る
。
シ
ャ
ル
ル
・
ト
レ
ネ
や
ト
リ
ュ
フ
ォ
ー
流
の
「
盗
ま
れ
た
接
吻
」

も
取
り
締
ま
り
の
対
象
に
な
り
得
る
わ
け
だ
。「
男
性
性
が
警
察
に
取
り

締
ま
ら
れ
る
」
時
代
に
な
る
。
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こ
の
法
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
権
法
の
一
環
と
し
て
、
二
〇
〇
五
年
に

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
国
す
べ
て
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
。
Ｅ
Ｕ
連
合
内

の
人
権
法
が
整
備
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
も
ア
メ
リ

カ
主
導
の
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
の
波
に
晒
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
だ
。
男
性
グ
ル
ー
プ
と
女
性
グ
ル
ー
プ
が
排
他
的
に
共
存
す
る

社
会
と
い
う
の
は
確
か
に
あ
ま
り
楽
し
く
な
い
社
会
の
よ
う
に
思
え
る
。

こ
こ
に
は
ま
た
フ
ラ
ン
ス
伝
統
の
普
遍
主
義
と
、
Ｅ
Ｕ
に
強
い
影
響

力
を
及
ぼ
し
て
い
る
共
同
体
主
義
と
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
見
ら
れ
る
。
多

様
な
個
人
が
平
等
な
市
民
と
い
う
資
格
で
参
加
す
る
こ
と
を
理
念
と
す

る
共
和
主
義
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
追
及
し
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
が
、
多
文
化

主
義
と
い
う
名
の
も
と
に
、
民
族
、
宗
教
、
文
化
な
ど
の
同
一
性
を
絆

と
す
る
排
他
的
共
同
体
が
並
存
す
る
モ
ザ
イ
ク
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
へ
と
変

容
し
て
ゆ
く
状
況
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
否
定
し
が
た
い
事
実
が
あ
る
。

結
語バ

ダ
ン
テ
ー
ル
の
本
は
、
フ
ラ
ン
ス
的
伝
統
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
時

代
の
力
に
よ
っ
て
変
容
の
必
要
性
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

ひ
し
ひ
し
と
実
感
さ
せ
る
。
普
遍
主
義
者
の
危
機
意
識
は
鋭
く
説
得
的

で
あ
る
。
し
か
し
彼
女
の
普
遍
主
義
的
主
張
が
、
ア
メ
リ
カ
流
の
分
離

主
義
に
取
っ
て
代
わ
る
ほ
ど
有
効
な
も
の
だ
と
は
、
ど
う
し
て
も
説
得

さ
れ
な
か
っ
た
。
普
遍
主
義
と
い
う
美
名
の
も
と
に
、
女
性
、
白
人
以

外
の
人
種
を
不
可
視
の
も
の
に
し
て
き
た
長
い
歴
史
が
あ
る
か
ら
だ
。

今
日
火
急
の
問
題
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
国
内
の
マ
グ
レ
ブ
系
や
ア
フ
リ
カ

系
女
性
の
問
題
の
前
で
、
こ
れ
が
至
上
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
だ
と
は
思
え
な

い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
こ
れ
か
ら
、
普
遍
主
義
と
い
う
理
念
と
多
様
な
共

同
体
の
権
利
を
ど
う
保
障
す
る
か
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
、
言
い
換
え
れ
ば

理
想
と
現
実
の
綱
引
き
の
な
か
で
、
個
々
の
問
題
と
対
峙
す
る
よ
り
他

な
い
と
思
わ
れ
る
。
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