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レ
ミ
・
ド
・
グ
ー
ル
モ
ン
（
一
八
五
八―
一
九
一
五
）
は
、
一
八
九
〇

年
の
『
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
』
誌
創
刊
に
と
も
に
関
わ
り
、

そ
の
編
集
長
を
務
め
た
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
（
一
八
五
八―

一

九
三
六
）
を
評
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。

　

芸
術
創
造
、
す
な
わ
ち
「
不
条
理
の
素
材
で
で
き
た
主
輪
で
動
き
、
理

解
し
え
ぬ
シ
ス
テ
ム
で
作
動
し
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
全
体
が
神
秘
的
な
原

理
に
従
っ
て
展
開
す
る
」
営
み
を
、
ひ
と
つ
の
「
社
会
活
動
」
に
転
換
し

組
織
化
し
た
と
も
言
え
る
「
文
芸
誌
の
創
始
者
」
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
氏
は
、

「『
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
』
誌
の
誕
生
と
同
時
に
、
彼
が
力
を

尽
く
し
て
誕
生
に
貢
献
し
た
こ
の
雑
誌
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
」。「
彼
が

こ
の
責
任
を
引
き
受
け
て
か
ら
は
、
彼
の
文
学
は
す
べ
て
行
為
の
う
ち
に
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0
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0

0
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存
在
す
る
こ
と
に
な
り
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0

0
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0

0

0
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、
実
用
的
な
想
像
力
、
す
ば
や
く
確
実
な
結
論
を

持
っ
た
批
評
力
し
か
働
か
さ
な
く
な
っ
た
。〔
…
…
〕
生
ま
れ
つ
き
現
実

主
義
的
な
知
性
は
、
当
初
、
文
学
に
お
い
て
現
実
の
論
理
的
で
細
密
な
分

析
に
適
応
し
た
よ
う
に
、
現
実
的
機
能
に
適
応
し
た
。
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
に
あ

っ
て
は
、
小
説
を
書
く
こ
と
と
そ
れ
を
生
き
る
こ
と
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0

0

0

0

0

0
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0écrire un rom
an 

et le vivre

、
こ
の
二
つ
の
仕
事
の
間
に
は
、
ま
っ
た
く
外
的
な
筋
肉
に

か
か
わ
る
相
違
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
行
為
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
れ
、
脳
髄cerveau

の
働
き
は
同
じ
で
あ
る
。
行
為l’acte

と
行
為

の
観
念l’idée de l’acte

と
の
価
値
は
完
全
に
等
し
く
、
そ
れ
ら
を
重
ね

合
わ
せ
て
も
無
益
で
あ
る
。
物
理
的
に
行
動
的
と
な
り

0

0

0

0

0

0

、
し
か
も
そ
れ
が

過
剰
な
ほ
ど
で
あ
る
氏
は
、
も
は
や
書
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た0

。」（1
）

　

書
く
か
、
生
き
る
か
。
文
学
は
行
動
た
り
う
る
か
。
書
く
行
為
は
ど
の

よ
う
に
人
生
を
作
品
に
変
え
る
の
か
。
作
家
主
人
公
を
擁
す
る
世
紀
末
小

特
集　

生
表
象
の
動
態
構
造　

虚
構
と
現
実
の
あ
い
だ

『
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』、
あ
る
い
は
世
紀
末
小
説
の
鏡

中
野
知
律
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説
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
強
度
と
た
め
ら
い
の
う
ち
に
、
ま
た
、
さ
ま
ざ

ま
な
視
角
か
ら
響
い
て
い
た
「
小
説
を
書
く
こ
と
と
そ
れ
を
生
き
る
こ

と
」
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
い（

2
）に
、
レ
ミ
・
ド
・
グ
ー
ル
モ
ン
は
、
自
ら

の
「
小
説rom

an
」
で
そ
れ
を
主
題
化
し
て
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
答

え
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
『
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ―

頭
脳
生

活
の
小
説
』（
一
八
九
〇
年
）
に
お
け
る
、
人
生
を
小
説
に
「
転
換
す
る
、

移
し
換
え
る
、
移
調
す
るtransposer

」
美
学
の
実
験
に
よ
っ
て
で
あ

る（
3
）。

transposer

の
美
学

『
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』
で
は
、
夢
想
と
類
推
に
縛
ら
れ
て
行
動
不
能
に
陥

り
、
恋
を
成
就
で
き
な
い
主
人
公
ユ
ベ
ー
ル
・
ダ
ン
ト
ラ
ー
グ
が
、「
現

在
の
精
神
状
態
に
厳
密
に
基
づ
い
た
物
語
」
を
書
き
始
め
る
。「
そ
こ
で

は
自
分
が
素
朴
か
つ
あ
り
の
ま
ま
にnaïvem

ent

シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
と

演
じ
て
い
る
ド
ラ
マ
を
、
論
理
の
常
識
を
越
え
た
様
式
に
置
き
換
え
て

transposer

愉
し
む
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
っ
た
。」　

社
会
生
活
一
般
の

「
法
則les Lois

」
を
「
脳
髄
の
生
」
の
「
論
理la logique

」
に
置
き
換

え
て
追
究
す
る
と
い
う
企
図
で
あ
る（

4
）。

彼
は
床
に
就
い
た
。
も
し
利
害
関
心
の
な
い
他
の
人
間
で
あ
っ
た
な
ら

ば
、
こ
の
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
恋
ア
ヴ
ア
ン
チ
ユ
ー
ル
愛
の
う
ち
に
見
出
す
で
あ
ろ
う
小

説
の
胚em

bryon de rom
an

を
夢
見
な
が
ら
。〔
…
…
〕
そ
し
て
頭

の
中
で
、
は
じ
め
の
章
を
一
つ
下
書
き
し
た
。
出
会
い
の
章
で
あ
る
。

場
面
は
ナ
ポ
リ
に
移
し
替
え
て
み
るtransport

﹇er

﹈。
時
代
は
一
五

世
紀
の
末
頃
、
登
場
人
物
は
純
粋
な
象
徴
に
な
る
。〈
男
〉
の
ほ
う
は
、

囚
人
で
、
肉
体
と
い
う
牢
獄
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
精
神
と
い
う
観
念

idée

を
、
自
ら
の
う
ち
に
凝
固
＝
具
体
化
さ
せ
てconcrét

﹇er

﹈
い

る
。
そ
の
精
神
は
、
外
の
世
界
を
知
る
こ
と
が
な
く
、
外
界
に
つ
い
て

は
、
感
覚
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
漠
然
と
し
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
、
思

い
の
ま
ま
に
作
り
直
すrefaçonn

﹇er

﹈
だ
け
で
で
あ
る
。〈
女
〉
の
ほ

う
は
、
聖マ
ド
ン
ナ

母
像
、
囚
人
の
男
の
愛
が
命
と
感
情
を
さ
ず
け
た
彫
像
で
あ

る
。
彼
に
と
っ
て
聖
母
像
は
、
神
の
秘
造
物
た
る
人
間
と
同
じ
く
ら
い

現
実
にréellem

ent

存
在
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、

こ
の
テ
ー
マ
の
も
と
、
愛
と
夢
と
狂
気
の
と
り
と
め
の
な
い
妄
想
戯
言

の
す
べ
て
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。（5
）

「
不
安
と
期
待
と
疑
念
」
の
三
つ
巴
で
織
り
な
さ
れ
る
主
人
公
ユ
ベ
ー
ル

の
「
愛
」
の
日
々
は
、
行
為
に
お
い
て
も
思
念
に
お
い
て
も
、「
蛇
が
尾

を
嚙
む
円
」
の
よ
う
に
閉
ざ
さ
れ
た
「
牢
獄
の
生
活
」
の
様
相
を
呈
し
、

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
彼
が
書
き
始
め
る
「
小
説rom

an

」
の
主
題
と
な
る
。

そ
の
小
説
内
小
説
の
主
人
公
、
牢
獄
と
自
ら
の
肉
体
と
「
自
ら
の
想
像
の
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虜
に
な
っ
て
い
る
囚
人
」
グ
イ
ド
・
デ
ラ
・
プ
レ
ダ
は
、
監
視
付
き
で
連

れ
出
さ
れ
る
塔
の
上
か
ら
、
向
か
い
の
教
会
の
扉
口
上
に
立
つ
聖
母
像
に

愛
を
捧
げ
る
の
だ
。『
熱
愛
者
』L’A

dorant

と
題
さ
れ
た
小
説
内
小
説

の
中
の
恋
は
、
作
家
主
人
公
の
現
実
の
恋
と
「
並
行
し
て
進
ん
でse 

parallélisait

い
き
」、
遂
に
は
共
に
現
世
的
な
意
味
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

破
綻
を
迎

え
る
。
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
神
話
を
裏
返
す
よ
う
に
、
デ
ラ
・
プ
レ
ダ
は
聖
母

像
に
生
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
の
で
は
な
く
、
逆
に
自
ら
の
命
を
捨

て
る
こ
と
で
想
像
上
の
愛
人
と
合
体
す
る
こ
と
を
夢
見
な
が
ら
、
塔
か
ら

身
を
投
げ
、
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
の
方
は
「
分
析
す
る
だ
け
の
小
説
家

analytique 
rom

ancier

」
ユ
ベ
ー
ル
を
見
限
っ
て
、
恋
の
行
為
を
積
極

的
に
仕
掛
け
て
き
た
凡
庸
な
劇
作
家
の
も
と
へ
と
去
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。「
こ
れ
で
あ
な
た
は
現
代
風
の
、
結
末
の
な
い
小
説un rom

an sans 

conclusion, à la m
oderne

を
お
書
き
に
な
る
わ
ね
」
と
、
別
れ
際
に

ヒ
ロ
イ
ン
は
ま
る
で
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
ユ
ベ
ー
ル
に
言
う
。「
移
し

替
え
、
転
換transposition

」
の
美
学
に
則
っ
て
、
破
綻
し
た
恋
は
破

綻
し
た
小
説
を
生
む
の
だ
ろ
う
か
ら
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る（

6
）。

　

ロ
マ
ン
派
が
掲
げ
た
「
芸
術
の
転
換transposition de l’A

rt

」（7
）が

芸
術
か
ら
芸
術
へ
の
移
調
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ユ
ベ
ー
ル
が
掲
げ
る

「
転
換
」
の
美
学
は
、
芸
術
未
満
の
生
を
芸
術
化
す
る

0
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0

0

0
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0

0
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0

0

し
く
み
が
賭
け
ら

れ
た
も
の
と
な
る
。

「
想
像
力
に
富
む
者im
aginatif

の
方
法
に
よ
り
、
情
念
の
対
象
を
あ
ら

ゆ
る
断
片
か
ら
再
創
造
し
な
が
ら
、
ま
た
、
分
析
者analyste

の
よ
う

に
、
私
の
印
象
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
綿
密
に
探
索
し
な
が
ら
」、「
平
凡
な
生

la vie ordinaire

」=

「
外
的
な
世
界le m

onde extérieur

」=

「
物
質

的
な
世
界le 

m
onde 

m
atériel

」=

人
間
の
行
動
と
事
物
か
ら
な
る

「
卑
俗
な
生une 

vulgaire 
vie

」
を
「
頭
脳
的
＝
観
念
的
な
生la 

vie 

cérébrale

」
に
変
換
し
て
い
く
こ
と
。
ユ
ベ
ー
ル
の
小
説
は
、
そ
の
「
不

明
瞭
な
秘
法obscures arcanes

」
を
実
践
し
見
極
め
る
も
の
と
な
る
だ

ろ
う
。「
す
べ
て
は
理
知
に
よ
る
推
論raisonnem

ent

に
、
頭
脳
の
原

子
の
漠
然
と
し
た
動
き
に
、
僅
か
な
内
な
る
ざ
わ
め
き
に
、
還
元
さ
れ
る
。

〔
…
…
〕
私
は
そ
れ
を
文
学de 

la 
littérature

に
つ
く
り
あ
げ
る
。
と

る
に
た
り
な
い
こ
の
さ
さ
や
か
な
内
な
る
ざ
わ
め
き
が
い
か
に
す
べ
て
を

包
含
し
て
い
る
か
、
世
界
か
ら
孤
立
し
た
頭
脳
が
い
か
に
し
て
一
つ
の
世

界
を
自
ら
の
た
め
に
創
造
し
て
い
く
か
を
私
は
示
し
た
い
の
だ
。」「
芸
術

は
、
世
界
の
個
人
的
な
表
象
を
模シ
ミ
ユ
ラ
ー
ク
ル

擬
的
幻
影
の
う
ち
に
観
察
す
る
能
力
に

ほ
か
な
ら
な
い
。〔
…
…
〕
世
界
と
は
、
私
が
抱
く
観
念
で
あ
り
、
そ
し

て
そ
の
観
念idée

は
、
私
の
頭
脳
の
独
特
の
転
調m

odulations

が
決

定
す
るdéterm

in

﹇er

﹈
も
の
な
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕
人
は
自
ら
に
自

ら
を
語
るO

n se raconte soi-m
êm

e

の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
そ
れ
し

か
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
芸
術
家
の
作
品
と
は
、
個
人
的
細
胞
の

そ
う
し
た
堆
積
の
う
え
で
の
、
知
性
と
意
志
の
緩
慢
な
日
々
の
反
応
な
の



173　　『シクスティーヌ』、あるいは世紀末小説の鏡

で
あ
る
。」（8
）

　

こ
れ
は
グ
ー
ル
モ
ン
自
身
が
別
の
場
で
強
調
し
て
い
る
と
お
り
、

「
観イ
デ
ア
リ
ス
ム

念
主
義
の
美
学
的
適
用
」
で
あ
る
「
象
徴
主
義
」
の
小
説
理
念
に
ほ

か
な
ら
な
い（

9
）し
、
主
人
公
ユ
ベ
ー
ル
も
自
ら
が
書
く
べ
き
「
頭
脳
的
＝

観
念
的
な
生
の
小
説
」
が
「
象
徴
主
義
者
」
の
小
説
論
で
あ
る
こ
と
を
自

覚
し
て
い
る（

10
）。
一
八
九
一
年
の
ジ
ュ
ー
ル
・
ユ
レ
に
よ
る
小
説
の
現
状

と
未
来
に
つ
い
て
の
「
ア
ン
ケ
ー
ト
」
で
も
、
グ
ー
ル
モ
ン
は
「
象
徴
派

と
デ
カ
ダ
ン
」
の
作
家
群
に
分
類
さ
れ
、「『
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』
の
作
家

と
し
て
文
人
た
ち
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
繊
細
な
芸
術
家
」
と
し
て
世
間

の
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た（

11
）。
そ
れ
は
ま
た
、
自
然
主
義
小
説
の

否
定
に
立
っ
た
美
学
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
意
識
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
。

「
外
界
が
自
分
た
ち
の
外
で
動
い
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
自
然
主
義
作
家

た
ち
の
超
越
的
な
愚
か
さ
」
に
つ
い
て
主
人
公
は
語
り
、「
ゾ
ラ
氏
を
悪

魔
払
い
す
る
た
め
の
」
新
し
い
小
説
を
希
求
し
て
書
か
れ
た
の
が
『
シ
ク

テ
ィ
ー
ヌ
』
で
あ
る
こ
と
を
グ
ー
ル
モ
ン
自
ら
も
公
言
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る（

12
）。

「
行
動
す
る
こ
とagir

」
か
ら
「
思
考
す
る
こ
とpenser, 

réfléchir

」

へ
、「
身
体
的
な
も
のle 

charnel

」「
事
実fait

」「
物chose

」「
出
来

事événem
ents

」
が
生
起
す
る
生
活
か
ら
「
観
念
の
生
」
へ
、「
な
ま

の
生la réalité brute

」
か
ら
〝
芸
術
化
さ
れ
た
生
〞
へ
、
人
生
か
ら
芸

術
へ
の
「
転
換
」。
小
説
主
人
公
の
生
に
拠
っ
て
書
か
れ
る
小
説
内
小
説

の
形
成
を
語
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
「
転
換
」
す
な
わ
ち
「
芸
術
化
」
の

生
成
過
程
を
可
視
化
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
芸
術
と
は
、
行
動
を
思

念
の
動
き
に
変
え
、
思
考
の
等
価
物
に
変
換
す
る
こ
と
、「
行
動action

の
動
機
を
説
明
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
「
出
来
事
に
象
徴
的
な
性
格
を
与

え
」、
人
生
を
「
再
創
造
」
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
主
人
公
は
主
張
す

る（
13
）。

　

し
か
し
こ
の
極
め
て
ク
リ
ア
な
定
義
と
構
想
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
生

と
芸
術
あ
る
い
は
行
動
の
生
と
観
念
の
生
と
い
う
次
元
の
異
な
る
二
つ
の

生
の
関
係
は
、
ユ
ベ
ー
ル
の
言
葉
を
追
う
に
つ
れ
、
か
な
り
曖
昧
な
様
相

を
呈
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

不
透
明
な
小
説
　―

　

隠
者
の
破
戒
、
青
髭
の
死

「
絶
え
間
な
く
永
久
に
続
く
頭
脳
活
動cérébration

に
ほ
か
な
ら
ぬ
私

の
存
在
と
は
、
普
通
の
生
の
否
定
で
あ
る
。
普
通
の
恋
愛
か
ら
な
る
普
通

の
生
の
否
定
な
の
だ
。」
共
存
不
可
能
と
さ
え
言
わ
れ
る
生
身
の
愛
と
小

説
化
さ
れ
た
愛
は
し
か
し
、
と
き
に
「
従
属
関
係
」
に
置
か
れ
て
共
に
存

立
し
（「
事
実
を
観
念
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
」）、
一
方
を
他
方
に
合
わ
せ

て
変
容
さ
せ
（「
私
の
唯
一
の
義
務
は
、
人
生
を
夢
想
に
合
わ
せ
る
こ
と

だ
」、「
可
能
な
事
実
の
構
想
が
、
そ
の
事
実
の
孵
化
を
動
機
づ
け
る
」、
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「
夢
に
よ
っ
て
一
連
の
行
動
の
中
に
介
入
す
る
こ
と
」）、
ま
た
と
き
に
は
、

働
き
か
け
を
逆
流
さ
せ
て
（「
こ
の
昔
か
ら
の
考
え
を
書
き
上
げ
る
こ
と

が
で
き
た
の
は
、
最
近
の
情
事
か
ら
そ
れ
を
汲
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て

で
あ
る
」）、
双
方
向
の
干
渉
関
係
を
結
ん
で
い
る（

14
）。

　

ユ
ベ
ー
ル
の
美
学
は
理
論
と
実
践
の
間
で
ぐ
ら
つ
く
ば
か
り
で
な
く
、

「
頭
脳
的
小
説
」
の
理
念
を
支
え
る
は
ず
の
「
知
性
」
と
「
論
理
」
へ
の

信
頼
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
制
御
す
る
能
力
に
つ
い
て
も
問
題
を
生
じ
さ

せ
て
い
る
。

　

私
は
私
自
身
の
主
人
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
、
外
の
世
界
の
主
人
、

こ
の
宇
宙
の
主
人
で
あ
る
と
。
自
分
の
印
象
の
進
行
順
序
も
論
理
的
筋

道
も
制
御
さ
え
で
き
ず
に
い
る
の
に
！

　

人
は
知
性
に
欺
か
れ
る
も
の
だ
。

「
論
理
の
惨
苦M

isères de la logique

」
に
苛
ま
れ
る
作
家
主
人
公（

15
）。

し
か
し
そ
れ
が
彼
個
人
の
無
能
力
の
ゆ
え
な
の
か
、
彼
が
掲
げ
る
「
頭
脳

生
活
の
小
説
」
の
理
論
的
的
欠
陥
な
の
か
は
ひ
ど
く
分
か
り
に
く
い
の
で

あ
る
。

　

主
人
公
の
創
造
行
為
の
破
綻
と
い
う
よ
り
も
不
徹
底
ぶ
り
を
物
語
が
露

呈
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
恋
と
い
う
主
題
を
選
ん
だ
が
ゆ
え
の

必
然
な
の
だ
ろ
う
か
。
恋
人
と
し
て
の
行
動
を
求
め
る
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ

に
答
え
よ
う
と
し
て
、「
も
は
や
思
索
す
る
こ
とréfléchir

で
は
な
い
、

行
動
す
る
こ
とagir

だ
」
と
思
わ
ず
応
じ
て
し
ま
う
ユ
ベ
ー
ル
の
弱
さ

な
の
か
。「
隠
遁
者
の
心
を
持
ち
つ
つ
、
女
を
捉
え
よ
う
と
す
る
」、
観
念

主
義
者
の
破
戒
。
生
に
働
き
か
け
そ
れ
を
変
え
る
力
を
小
説
が
発
揮
す
る

こ
と
を
望
ん
で
も
、
そ
れ
を
「
読
ま
な
い
」
女
に
は
功
を
奏
さ
な
い
。

「
あ
な
た
は
小
説
を
お
書
き
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
、
私
は
そ
れ
を
読
み
ま

せ
ん
け
れ
ど
」
と
、
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
は
最
期
の
手
紙
で
告
げ
て
い
た
。

ユ
ベ
ー
ル
の
生
と
芸
術
と
の
相
互
作
用
に
は
、
生
身
の
他
者
の
意
志
と
い

う
決
定
因
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
。「
私
は
青
髭
の
七
人
目
の
妻
な
の
」、
と

シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
は
「
観
念
的
な
る
も
の
＝
理
想
を
追
う
青
髭barbe-

bleu 
de 

l’idéal

」
ユ
ベ
ー
ル
に
語
る
。
狂
気
の
跡
を
留
め
る
小
部
屋
を

覗
い
た
女
の
身
内
が
城
の
外
か
ら
駆
け
つ
け
て
青
髭
の
息
の
根
を
止
め
た

よ
う
に
、
二
人
の
関
係
に
お
い
て
も
、
妄
想
は
生
に
屈
し
た
の
だ―

「
か
く
し
て
〈
生
〉
が
夢
を
殺
し
た
の
よ
」（16
）。

　

ユ
ベ
ー
ル
が
「
観
念
の
青
髭
」
の
ま
ま
生
命
を
繫
ぐ
に
は
、
分
身
グ
イ

ド
に
、
夢
が
生
を
殺
す
状
況
を
肩
代
わ
り
し
て
も
ら
う
し
か
な
い
。
ユ
ベ

ー
ル
は
「
個
人
を
保
全
す
る
欲
求
に
従
っ
て
、
自
身
の
半
分
を
窓
か
ら
捨

て
、
残
り
の
全
体
を
救
う
こ
と
」
を
決
意
す
る
。
恋
の
展
開
の
す
べ
て
を

自
ら
の
思
索
と
想
像
に
お
い
て
体
験
し
て
い
た
自
作
の
主
人
公
に
自
死
を
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選
ば
せ
る
こ
と
で
、
ユ
ベ
ー
ル
は
小
説
を
締
め
括
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

私
の
恋
は
、
グ
イ
ド
・
デ
ラ
・
プ
レ
ダ
の
内
に
受
肉
し
て
、
す
で
に
並

行
関
係
を
な
し
て
進
ん
で
い
た
。〔
…
…
〕
も
し
私
が
死
な
な
い
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
グ
イ
ド
の
死
が
私
の
生
を
救
っ
て
く
れ
た
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
…
…
そ
う
だ
、
彼
は
私
の
代
わ
り
に
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
の

だ
。（17
）

　

こ
の
「
転
換
」
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
芸
術
は
生
を
救
う
た
め

0

0

0

0

0

0

の
道
具
と

化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
芸
術
を
人
生
よ
り
も
上
位
に
、
人
生
の
代
わ

り
に
さ
え
置
い
て
き
た
」
ユ
ベ
ー
ル
に
お
い
て
、
小
説
の
主
人
公
の
生
は
、

彼
の
書
く
小
説
内
小
説
の
主
人
公
に
よ
っ
て
償
わ
れ
贖
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
二
重
の
小
説
の
い
ず
れ
を
以
て
「
観
念
的
生
の
小
説
」
美
学
の
成
功

あ
る
い
は
失
敗
を
語
る
べ
き
な
の
か
。

彼
は
『
熱
愛
者
』
の
最
終
章
を
再
読
し
、
必
然
的
帰
結
に
従
っ
て
グ
イ

ド
の
最
期
の
運
命
を
決
定
し
た
こ
と
を
自
画
自
賛
し
た
。
私
の
夢
想
は
、

少
な
く
と
も
、
論
理
的
だ
ろ
う
〔
…
…
〕。
人
生
が
私
か
ら
逃
れ
去
る

と
し
て
も
、
私
は
超
越
性
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。〔
…
…
〕
シ

ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
、
あ
な
た
を
失
う
こ
と
で
、
私
は
自
分
を
見
出
し
た
の

だ
。（18
）

　

興
味
深
い
の
は
、
そ
の
後
で
ユ
ベ
ー
ル
が
取
る
行
動
で
あ
る
。
自
作
小

説
を
読
み
返
し
て
そ
の
結
末
に
満
足
し
な
が
ら
も
、
作
家
主
人
公
は
な
ぜ

か
不
機
嫌
に
、
そ
の
後
書
く
こ
と
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
す
る
の
だ
。
さ
ら

に
「
気
晴
ら
しdistractions

」
を
求
め
て
、
ユ
ベ
ー
ル
は
書
斎
に
籠
も

り
孤
独
な
読
書
生
活
に
沈
潜
し
始
め
る
の
で
あ
る
。

　

小
説
に
「
転
換
」
さ
れ
た
ロ
マ
ン
ス
を
実
際
に
生
き
た
者

0

0

0

0

と
し
て
そ
の

不
首
尾
を
嘆
く
ユ
ベ
ー
ル
が
、
そ
れ
を
書
い
た
者

0

0

0

0

と
し
て
消
沈
す
る
必
要

は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。『
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』
の
主
人
公
は
ま
る
で
、
文

学
的
不
能
と
不
運
に
喘
ぐ
小
説
家
の
危
機
を
語
っ
た
小
説
の
物
語
内
容
に

「
小
説
の
危
機
」
を
読
み
取
っ
て
憂
え
て
い
た
世
紀
末
の
混
濁
し
た
文
学

意
識
を
な
ぞ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る（

19
）。

　

恋
が
終
わ
る
と
と
も
に
、
恋
を
思
考
す
る
作
業
は
一
冊
の
本
を
生
産
し

て
終
結
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、「
芸
術
は
永
遠
の
自
己
を
永
遠
に

再
現
す
る
こ
とreproduction

」
で
あ
り
、「
書
く
こ
と
は
、
内
な
る
行

為
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
自
身
の
美
学
定
理
か
ら
言
え

ば
、
主
人
公
が
書
く
こ
と
を
止
め
る
の
は
、
そ
の
精
神
が
動
く
こ
と
を
止

め
た
と
き
、
す
な
わ
ち
死
を
も
っ
て
で
し
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
作
家
ユ
ベ
ー
ル
は
、
精
神
が
「
恋
」
の
動
き
を
す
る
と
き
に
の
み

書
く―

グ
ー
ル
モ
ン
に
お
い
て
〈
書
く
こ
と
〉
は
、
人
生
の
局
所
的
な

マ
チ
エ
ー
ル
に
対
し
て
の
み
起
動
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ（

20
）。
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『
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』
が
示
し
て
い
る
、
行
動
す
る
こ
と
と
書
く
こ
と
の

関
係
の
こ
の
不
徹
底
で
不
透
明
な
あ
り
よ
う
を
、
可
能
な
限
り
純
化
す
る

試
み
を
、
私
た
ち
は
ジ
ッ
ド
の
世
紀
末
の
創
作
の
う
ち
に
辿
っ
て
み
る
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ユ
ベ
ー
ル
よ
り
も
も
っ
と
先
へ
　―

　

『
パ
リ
ュ
ー
ド
』

「
一
冊
の
本
と
は
、
い
い
か
い
、
ユ
ベ
ー
ル
、
閉
じ
て

い
て
、
満
た
さ
れ
て
い
て
、
す
べ
す
べ
し
た
滑
ら
か
な

も
の
な
ん
だ
、
卵
の
よ
う
に
ね
。」『
パ
リ
ュ
ー
ド
』

　

生
き
る
こ
と
と
書
く
こ
と
の
関
係
を
い
か
に
考
え
る
か
と
い
う
問
い
に

対
す
る
、
ジ
ッ
ド
の
答
は
明
快
で
あ
る
。
作
家
主
人
公
の
行
動
、
身
体

的
・
思
索
的
行
動
の
す
べ
て
を
〈
書
く
行
為
〉
に
結
び
つ
け
、
生
の
全
貌

を
〈
書
く
行
為
〉
か
ら
照
射
し
な
が
ら
、
生
（
行
動
）
と
創
造
（
作
品
）

が
互
い
に
回
収
し
合
う
空
間
を
作
り
出
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。

『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
に
お
い
て
、
恋
人
に
「
何
の
た
め
に
書
く
の
？
」
と
聞

か
れ
た
主
人
公
は
答
え
る
、「
分
か
り
ま
せ
ん
。
た
ぶ
ん
行
動
す
るagir

た
め
で
し
ょ
う
。」（21
）

彼
に
と
っ
て
、〈
書
く
こ
と
〉
は
行
動
す
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ア
ン
ジ
ェ
ル
と
の
恋
は
主
人

公
の
生
活
の
主
軸
を
な
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
物
語
は
そ
れ
を
も
呑
み
込

ん
で
、〈
私
は
書
く
〉
と
い
う
主
題
に
収
斂
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
主
題

は
な
い
。
文
学
に
お
い
て
存
在
す
る
主
題
は
、
書
く
主
体
だ
け
だ
」―

作
家
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
と
資
質
に
応
じ
た
主
題
が
あ
る
、
と
い
う
意

味
で
グ
ー
ル
モ
ン
が
『
仮
面
の
書
』（
一
九
八
六
）
の
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ポ

ワ
ト
ヴ
ァ
ン
評
で
述
べ
る
言
葉（

22
）を
、
ジ
ッ
ド
は
こ
こ
で
原
理
的
に
実
践

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
書
く
こ
と
を
行
為
に
お
い
て
主
題
化
す
る
こ
と
。

書
く
こ
と
を
書
い
て
い
る
『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
の
主
人
公
は
、
恋
す
る
こ
と

を
書
い
て
い
た
ユ
ベ
ー
ル
よ
り
も
、
も
っ
と
遠
く
ま
で
行
け
る
の
だ
ろ
う

か
。

『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
の
主
人
公
の
〈
書
く
行
為
〉
は
二
重
の
文
字
空
間
を
生

産
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
執
筆
生
活
に
お
け
る
行
動
の
指
針
と
な
る
「
備

忘
録
」。
も
う
一
つ
は
、
作
品
内
作
品
の
『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
で
あ
る
。『
シ

ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』
へ
の
挽
歌
は
、『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
の
冒
頭
で
、
同
題
の

「
本
」
を
書
き
つ
つ
あ
る
主
人
公
「
私
」
の
と
こ
ろ
に
ふ
ら
り
と
ユ
ベ
ー

ル
が
訪
れ
る
場
面
か
ら
、
奏
さ
れ
始
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
や
、
君
仕
事
を
し
て
る
の
か
。―

『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
を
書
い
て
い

る
。―

何
だ
ね
、
そ
れ
は
。（23
）

「
親
友
」
で
あ
り
恋
の
ラ
イ
バ
ル
で
も
あ
る
ユ
ベ
ー
ル
（『
シ
ク
ス
テ
ィ

ー
ヌ
』
の
主
人
公
と
同
名（

24
））
に
、
主
人
公
は
自
作
を
読
ん
で
き
か
せ
る
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の
だ
が
、「
ユ
ベ
ー
ル
は
『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
を
ま
っ
た
く
理
解
し
な
か
っ

た
」。「
著
者
は
何
か
を
伝
え
る
た
め
に
は
も
は
や
書
か
な
く
な
る
と
し
て

も
、
気
晴
ら
しse 

distraire

の
た
め
に
書
く
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
が
ユ
ベ
ー
ル
に
は
納
得
で
き
な
い
の
で
あ
る
。〔
…
…
〕
彼
は
社
会

状
態
で
な
い
状
態
と
い
う
も
の
を
理
解
し
な
い
。
自
分
は
行
動
す
る
人
間

だ
か
ら
、
社
会
以
外
の
こ
と
に
は
縁
遠
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
。」（25
）

「
私
の
義
務
は
人
生
の
外
にhors de la vie

作
品
を
つ
く
る
こ
と
で
あ

る
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
創
作
以
外
の
行
動
に
気
を
取
ら
れ
が
ち
で
あ
っ

た
グ
ー
ル
モ
ン
的
ユ
ベ
ー
ル
を
、
こ
の
ジ
ッ
ド
的
ユ
ベ
ー
ル
は
な
ぞ
っ
て

い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
一
方
、
二
人
の
ユ
ベ
ー
ル
と
は
異
な
り
、『
パ

リ
ュ
ー
ド
』
の
主
人
公
が
生
き
て
い
る
の
は
、
人
生
の
行
動
す
べ
て
が
書

く
行
為
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
書
か
れ
る
よ
う
に
生
き
、
生
き
ら
れ
る
と
お

り
に
書
く
と
い
う
、
厳
し
く
「
閉
じ
た
」
空
間
で
あ
る
。「
ど
う
し
よ
う

も
な
く
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
！
」
と
「
絶
望
し
た
魂
」
が
叫
び
出
す
ほ

ど
に
倦
怠
と
窒
息
を
も
よ
お
さ
せ
る
沼
気
を
帯
び
たpalus/Paludes

『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
の
世
界（

26
）に
対
し
て
、
グ
ー
ル
モ
ン
は
し
か
し
、
ず
い

ぶ
ん
長
閑
な
評
言
を
残
し
て
い
た
の
だ
っ
た―

「『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
は
、

『
ユ
リ
ア
ン
の
旅
』
よ
り
も
い
く
ら
か
親
し
み
深
いfam

ilier

、
極
め
て

複
雑
で
知
的
か
つ
独
創
的
な
魂
の
、
無
邪
気
なingénue

物
語
で
あ
る
と

言
え
る
」（27
）、
と
。

『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
は
、
ビ
ス
ク
ラ
へ
発
つ
ユ
ベ
ー
ル
を
見
送
る
と
こ
ろ
で

終
わ
る
の
だ
が
、
半
ば
自
画
像
的
で
も
あ
る
こ
の
人
物
の
出
発
に
、
時
代

の
文
学
か
ら
身
を
引
き
離
す
自
ら
の
夢
を
託
し
な
が
ら
、
ジ
ッ
ド
は
、
生

き
る
こ
と
と
書
く
こ
と
を
め
ぐ
る
世
紀
末
の
課
題
を
こ
の
書
の
な
か
で
自

分
な
り
に
総
括
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

書
き
直
し
に
よ
る
生
の
清
算
　―

　

合
わ
せ
鏡
の
美
学

『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
の
主
人
公
が
書
き
綴
る
「
備
忘
録
」
で
は
、
思
索
さ
れ

た
行
動
と
、
実
践
さ
れ
た
行
動
が
過
不
足
な
く
一
致
す
る
よ
う
調
整
が
絶

え
ず
企
て
ら
れ
て
い
る
。

備
忘
録
を
携
え
、
毎
日
、
一
週
間
の
う
ち
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
書
い
て
お
く
。
賢
明
に
時
間
を
制
御
す
る
こ
と
だ
。
こ
う
し
て
自

ら
自
分
の
行
動
を
決
定
す
る
。
予
め
気
兼
ね
な
く
行
為
を
決
定
し
て
お

け
ば
、
毎
朝
、
気
分
次
第
に
な
っ
た
り
は
し
な
い
と
確
信
し
て
い
ら
れ

る
。
つ
ま
り
僕
は
、
自
分
の
備
忘
録
の
う
ち
に
義
務
の
感
情
を
汲
み
取

る
の
だ
。
私
は
一
週
間
分
を
予
め
書
い
て
お
く
、
と
い
う
の
は
書
い
た

こ
と
を
忘
れ
る
時
間
を
持
つ
た
め
で
、
私
の
生
き
方
に
お
い
て
欠
く
べ

か
ら
ざ
る
驚
き
と
い
う
も
の
を
造
り
出
す
た
め
だ
。
こ
う
し
て
、
未
知

で
は
あ
る
が
、
す
で
に
自
分
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
明
日
を
、
前
に
し

て
私
は
眠
る
の
で
あ
る
。
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私
の
備
忘
録
に
は
二
つ
の
部
分
が
あ
る
、
一
つ
の
ベ
ー
ジ
に
、
こ
れ

か
ら
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
書
く
、
向
か
い
合
わ
せ
の
ペ
ー
ジ
に
毎
晩
、

し
た
こ
と
を
書
く
。（28
）

　

ま
る
で
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
向
か
い
合
う
ペ
ー
ジ
に
記
さ
れ
た
二
つ
の

行
為
、
予
定
さ
れ
た
行
為
と
完
遂
さ
れ
た
行
為
を
、『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
の

主
人
公
は
「
あ
と
で
比
べ
て
み
る
、
引
き
算
を
す
るsoustrai﹇re

﹈、
そ

れ
で
、
し
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
不
足
分
が
、
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。
そ
れ
を
再
び
書
い
て
お
くrécri﹇re

﹈」。
生
に
お
い
て
為
す

べ
き
こ
と
と
為
し
た
こ
と
と
の
清
算
は
、
書
く
行
為
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ

る
。
あ
る
い
は
行
動
に
合
わ
せ
て
、
書
い
た
こ
と
は
書
き
直
さ
れ
る
の
で

あ
る
。「
起
き
る
と
す
ぐ
、
備
忘
録
を
読
ん
だ
。
六
時
起
床
の
こ
と
、
と

あ
っ
た
。
今
は
八
時
だ
っ
た
。
ペ
ン
を
採
り
上
げ
、
字
句
を
消
し
て
、
代

わ
り
に
十
一
時
起
床
の
こ
と
、
と
書
い
た
。
そ
し
て
残
り
を
読
ま
ず
に
ま

た
寝
直
し
た
。」（29
）

　

こ
れ
を
『
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』
の
主
人
公
が
提
示
す
る
人
生
の
見
積
も

り
と
比
べ
て
み
よ
う
。

「
演
繹
的
精
神
の
人
で
あ
る
ユ
ベ
ー
ル
は
、
自
ら
を
見
出
し
た
い
、
自

分
が
ど
こ
ま
で
進
ん
で
い
る
の
か
を
知
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
っ
た
。

過
去
を
思
い
出
す
こ
と
、
過
去
を
現
在
と
照
合
し
、
二
つ
の
項
を
合
成

し
た
結
果résultante

す
な
わ
ち
未
来
を
決
定
す
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ

が
、
生
き
る
こ
と
と
彼
が
呼
ぶ
も
の
な
の
だ
っ
た
。」（30
）

「
過
去
＋
現
在
＝
未
来
」
…
…
ベ
ク
ト
ル
の
「
合
成résultante

」
が
い

ず
れ
の
方
向
を
向
こ
う
と
も
、
ユ
ベ
ー
ル
の
こ
の
足
し
算
か
ら
な
る

「
生
」
に
は
、
何
ら
か
の
推
進
力
が
見
込
め
る
（「
意
識
を
解
析
し
浄
化
す

る
こ
の
分
析
作
用
〔
…
…
〕
そ
れ
は
朝
、
目
覚
め
て
、
窓
を
開
け
る
よ
う

な
健
康
的
な
歓
び
だ
」）
の
に
対
し
、「
未
来
の
行
為
と
し
て
書
き
留
め
ら

れ
た
こ
と

－

完
遂
さ
れ
た
行
為
＝
0
」
を
目
ざ
す
『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
の
書

き
手
の
「
生
」
に
は
「
澱
ん
だ
沼paludes

」
の
ご
と
く
「
進
行ache-

m
inem

ent

と
い
う
も
の
が
な
い
」。
し
か
も
こ
の
非
＝
進
行
は
、
書
か

れ
た
と
お
り
に
生
き
、
生
き
ら
れ
た
と
お
り
に
書
き
直
そ
う
と
、
主
人
公

が
調
整
＝
演
出
し
た
結
果
造
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
備
忘
録
に
「
十
一
時
起
床
の
こ
と
」
と
書
き
つ
け
た

日
、
十
時
に
尋
ね
て
き
た
友
人
に
病
気
か
と
尋
ね
ら
れ
る
と
、
ジ
ッ
ド
的

主
人
公
は
答
え
る
、「
い
い
や
、
だ
が
十
一
時
に
し
か
起
き
る
こ
と
が
で

き
な
い
ん
だ
、
決
め
た
こ
と
な
の
で
ね
。」（31
）

　

書
い
た
こ
と
に
合
わ
せ
て
生
き
る
だ
け
で
な
く
、
行
動
し
た
こ
と
に
合

わ
せ
て
生
を
書
き
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
差
し

引
き
ゼ
ロ
を
達
成
す
る
と
い
う
作
業
は
、
ジ
ッ
ド
の
『
日
記
』
の
な
か
に

も
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
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芸
術
家
は
、
生
き
た
と
お
り
に
生
を
語
る
べ
き
で
は
な
く
て
、
自
ら
が

語
る
と
お
り
に
生
を
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
。（
一
八
九
二
年
一
月
三
日

の
『
日
記
』）（32
）

「
こ
の
手
帳
を
再
び
つ
け
る
こ
と
に
す
る
が
、
昨
日
の
こ
と
に
つ
い
て

は
戻
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
あ
た
か
も
前
の
日
に
書
い
て
お
い
た

か
の
よ
う
に
、
今
日
、
書
い
て
い
る
。」（
一
九
二
〇
年
一
〇
月
三
日
の

『
日
記
』）（33
）

　

生
き
る
こ
と
と
書
く
こ
と
が
合
致
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
遡
及
的
に
演

出
す
る
こ
と
。
生
き
る
こ
と
と
書
く
こ
と
の
合
わ
せ
鏡
の
美
学
、
と
で
も

呼
び
た
く
な
る
こ
の
企
図
に
は
、
ま
さ
に
ジ
ッ
ド
が
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た

「
誠
実
さ
」
が
託
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
ジ
ッ
ド
自

ら
が
認
め
る
と
お
り
、「
転
倒
し
た
誠
実
さsincérité renversée

」（
一

八
九
二
年
一
月
三
日
付
『
日
記
』）（34
）で
も
あ
る
。
書
き
直
し
／
生
き
直
し

と
い
う
二
重
の
修
復
に
よ
っ
て
ず
れ
を
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

操
作
を
、

告
知
し
な
が
ら
実
践
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
欺
瞞
と
呼
ば
ず
に

誠
実
さ
と
呼
ぶ
の
は
、
作
家
の
意
志
に
よ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。

　

身
体
的
な
身
振
り
も
思
考
の
動
き
も
、
す
べ
て
の
生
の
行
動
を
〈
書
く

行
為
〉
に
収
斂
さ
せ
て
、
生
き
る
こ
と
と
書
く
こ
と
と
の
関
係
を
透
明
化

し
よ
う
と
し
た
ジ
ッ
ド
の
こ
う
し
た
方
策
に
は
、
世
紀
末
小
説
が
解
決
を

先
送
り
し
よ
う
と
し
て
い
た
問
題
系
の
一
つ
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
書
く
こ
と
を
現ア

ク

ト
実
態
に
お
い
て
主
題
化
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
必
然
的
に
、
執
筆
行
為
の
写
実
や
作
品
形
成
の
再
現
描

写
と
い
っ
た
レ
ア
リ
ス
ム
の
技
法
を
前
提
と
す
る
も
の
に
な
る
の
か
、
あ

る
い
は
逆
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
読
者
の
レ
ア
リ
ス
ム
的
関
心
と
は
無
関

係
に
こ
の
主
題
は
成
立
し
う
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
具

体
的
に
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
の
は
、
ふ
つ
う
世
紀
末
象
徴
主
義
文
壇
を

戯
画
化
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
は
、
レ
ア
リ
ス

ム
（
の
戯
画
）
と
ど
う
関
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。

〈
書
く
行
為
〉
の
レ
ア
リ
ス
ム

「
人
間
の
頭
脳
」
に
生
起
す
る
「
内
的
な
ド
ラ
マ
」（35
）を
追
っ
て
小
説
化

す
る
意
志
を
、
一
八
九
四
年
の
ジ
ッ
ド
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
語
っ
て
い

た
。小

説rom
an

は
今
や
、
街
路
に
沿
っ
て
持
ち
歩
か
れ
る
鏡
以
外
の
も

の
で
あ
り
う
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〔
…
…
〕
そ
れ
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は
完
全
に
構
成
さ
れ
た
芸
術
作
品
で
あ
る
こ
と
、
瑣
末
事
か
ら
成
る
偶

発
的
な
レ
ア
リ
ス
ム
で
は
な
く
、
よ
り
上
位
に
立
つ
も
の
、
モ
ー
ク
レ

ー
ル
の
言
う
「
観
念
の
レ
ア
リ
ス
ムidéoréalism

e

」
に
よ
る
芸
術
作

品
で
あ
り
う
る
こ
と
を
証
明
す
る
だ
ろ
う
。〔
…
…
〕
そ
れ
は
い
わ
ゆ

る
現
実réalité
の
事
物
よ
り
さ
ら
に
真
実vrai

で
あ
り
、
現
実
的

réel

で
あ
る
の
だ
。〔
…
…
〕
小
説
は
、
現
実réalité

以
外
の
も
の
を
、

感
情
や
思
想
を
直
接
にdirectem

ent

描
くpeindre

こ
と
が
で
き
る

と
証
明
す
る
だ
ろ
う
。（
一
八
九
四
年
一
〇
月
一
九
日
の
『
日
記
』）（36
）

　

先
行
す
る
流
派
を
敵
に
見
立
て
た
反
レ
ア
リ
ス
ム
を
唱
え
て
い
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
こ
の
声
明
が
着
地
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
「
現
実
」
と
呼
ば

れ
て
き
た
も
の
よ
り
も
「
さ
ら
に
真
実
で
あ
り
、
よ
り
現
実
的
で
あ
る
」

も
の
を
「
直
接
に
描
く
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
レ
ア
リ
ス
ム
の
手
法
で
あ
る
。

た
と
え
描
く
べ
き
も
の
が
「
フ
ラ
ン
ス
小
説
の
経
験
主
義
の
時
代
」
に
対

象
と
さ
れ
て
き
た
「
瑣
末
事
」
に
代
わ
っ
て
、「
よ
り
上
位
」
で
知
的
デ

ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
意
識
を
そ
そ
る
精
神
の
領
域
と
な
る
に
せ
よ
、
と
り

も
な
お
さ
ず
そ
れ
は
「
観
念
の
レ
ア
リ
ス
ム
」
な
の
で
あ
る
。

　

レ
ア
リ
ス
ム
か
ら
真
の
現
実
描
写
を
取
り
返
す
と
い
う
意
図
に
お
い
て
、

ジ
ッ
ド
が
「
観
念
の
レ
ア
リ
ス
ム
」
と
い
う
語
を
身
に
引
き
寄
せ
て
い
る

の
に
対
し
、「
象
徴
主
義
小
説
」
も
し
く
は
「
観
念
主
義
小
説
」
と
自
ら

呼
ぶ
『
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』
を
書
き
終
え
た
ば
か
り
の
グ
ー
ル
モ
ン
は
、

「
正
確
さ
」
へ
の
こ
だ
わ
り
と
い
う
点
で
、
敵
視
し
て
い
た
「
自
然
主
義

小
説
」
か
ら
の
継
承
さ
え
、
す
で
に
口
に
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

一
八
九
一
年
の
ユ
レ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
て
グ
ー
ル
モ
ン
は
「
新
し

い
文
学
世
代
の
動
向
は
、
反
自
然
主
義
で
あ
る
」
と
き
っ
ぱ
り
と
述
べ
つ

つ
、「
公
平
に
見
て
」、
自
然
主
義
が
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
が
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
、
と
も
言
う
。「
正
確
な
観
察l’observation exacte

は
、
人

生
の
芸
術
的
な
再
創
作la refabrication artistique de la vie

に
は
不

可
欠
で
あ
る
」。「
な
ま
の
現
実la 

réalité 
brute

へ
の
蔑
視
を
最
良
の

定
義
と
さ
れ
る
観
念
主
義idéalism

e

も
、
私
た
ち
の
感
覚
に
と
っ
て
知

る
こ
と
が
で
き
る
相
対
的
な
正
確
さ
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
べ
き
だ
。
こ

の
正
確
さ
の
欲
求
を
、
自
然
主
義
は
本
来
の
傾
向
と
し
て
持
っ
て
い
る
こ

と
を
示
し
た
。
そ
れ
が
自
然
主
義
の
役
割
で
あ
り
、
恩
恵
で
あ
る
が
、
し

か
し
そ
の
恩
恵
も
す
で
に
得
ら
れ
た
し
、
そ
の
役
割
も
終
わ
っ
た
。」（37
）周

知
の
通
り
、「
観
察
」
は
「
実
験
」
と
と
も
に
『
実
験
小
説
論
』
の
キ
ー

ワ
ー
ド
で
あ
る（

38
）。

　

ま
た
、
グ
ー
ル
モ
ン
に
よ
れ
ば
、
芸
術
と
は
、「
超
越
的
で
超
自
然
的

な
現
実
」
す
な
わ
ち
「
頭
脳
の
中
で
、
思
考
の
動
き
の
も
と
に
神
秘
的
操

作
を
受
け
た
後
で
、
感
覚
が
凝
固
し
、
増
殖
し
、
洗
練
あ
る
い
は
強
化
さ

れ
て
、
主
題sujet

と
の
関
係
に
お
い
て
、
現
実
的
な
存
在
を
獲
得
し
た

も
の
」
を
「
個
性
の
最
高
度
に
お
い
て
、
再
現
す
る
こ
とreproduc-

tion

」
で
あ
る（

39
）。「
再
現
」
の
対
象
が
外
界
お
よ
び
社
会
で
あ
る
こ
と
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を
除
く
と
、
技
法
を
解
説
す
る
の
に
レ
ア
リ
ス
ム
と
同
じ
語
彙
が
要
請
さ

れ
て
い
る
の
だ
。

　

作
者
の
分
身
ら
し
く
自
然
主
義
を
嫌
悪
し
、
象
徴
主
義
に
殉
じ
よ
う
と

す
る
『
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』
の
小
説
家
主
人
公
が
自
ら
の
美
学
を
語
る
際

に
駆
使
す
る
の
も
、「
写
実
」
の
懸
か
り
言
葉
で
あ
る
。「
観
察
の
正
確

さ
」、「
客
観
性
」、「
再
現
＝
写
実
す
る
こ
とreproduire

」
等
々
。
ま

た
、
思
考
の
動
き
の
「
影
」
を
「
外
に
向
け
て
、
透
明
な
幕le 

rideau 

transparent

の
う
え
に
投
影
す
るprojet
﹇er

﹈」
こ
と
を
説
く
際
に
は
、

そ
れ
が
「
時
間
の
幕
の
上
に
投
影
さ
れ
れ
ば
人
生
と
な
り
、
時
間
の
外
に

投
影
す
る
の
が
芸
術
で
あ
る
」（40
）と
ユ
ベ
ー
ル
が
言
う
と
き
、
そ
の
言
葉

使
い
は
ま
さ
に
ゾ
ラ
の
「
衝エ
ク
ラ
ン立
の
理
論
」
の
も
じ
り
を
思
わ
せ
る
ほ
ど
で

あ
ろ
う（

41
）。

　

自
然
主
義
に
目
く
ば
せ
を
し
な
が
ら
の
批
判
と
侮
蔑
、
そ
れ
と
と
も
に

語
ら
れ
る
美
学
が
、
伝
統
的
な
レ
ア
リ
ス
ム
用
語
で
象
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
。
世
紀
末
が
想
い
描
く
「
新
し
い
文
学une littérature neuve

」（42
）

と
は
、
ジ
ッ
ド
が
ち
ら
り
と
賛
意
を
表
し
た
「
観
念
の
レ
ア
リ
ス
ム
」
の

よ
う
な
新
た
な
レ
ア
リ
ス
ム
の
立
ち
上
げ
に
向
か
う
も
の
な
の
か
、
そ
れ

と
も
レ
ア
リ
ス
ム
の
定
理
そ
の
も
の
と
の
訣
別
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
の

か
、
そ
の
時
代
の
作
家
修
行
者
が
最
も
関
心
を
持
っ
て
見
守
っ
て
い
た
の

は
こ
の
点
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
主
義
と
の

対
決
姿
勢
を
強
調
す
る
必
要
な
ど
も
は
や
な
い
世
代
に
と
っ
て
、
小
説
美

学
の
議
論
は
、
ゾ
ラ
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
自
然
主
義
と
の
関
係
を
め

ぐ
っ
て
よ
り
も
む
し
ろ
、
生
と
芸
術
の
関
係
の
根
底
に
古
く
か
ら
こ
び
り

つ
い
て
い
る
錯
綜
し
た
レ
ア
リ
ス
ム
の
幻
影
を
払
い
な
が
ら
、
あ
ら
た
め

て
ど
う
レ
ア
リ
ス
ム
を
理
解
し
直
し
、
そ
れ
に
対
す
る
自
ら
の
立
ち
位
置

を
ど
う
決
め
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
向
か
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
だ
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
先
立
つ
世
代
が
と
の
よ
う
な
か
た
ち

で
レ
ア
リ
ス
ム
を
克
服
し
た
の
か
、
そ
こ
か
ら
離
陸
す
る
美
学
的
正
当
性

は
何
か
、
と
い
う
点
を
見
極
め
る
こ
と
か
ら
後
続
世
代
は
出
発
し
よ
う
と

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る（

43
）。

　

二
〇
世
紀
文
学
の
担
い
手
は
も
は
や
「
主イ
ス
ム義
」
を
名
乗
り
合
う
ジ
ャ
ン

ル
の
闘
い
に
関
心
を
示
す
の
で
は
な
く
、
主
義
主
張
を
支
え
て
き
た
文
学

的
ド
グ
マ
を
解
き
ほ
ぐ
す
方
へ
と
向
か
う
だ
ろ
う
。「
レ
ア
リ
ス
ム
」
と

い
う
語
は
そ
う
し
た
重
要
な
再
検
証
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
の
一
つ
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
し
、
そ
し
て
ま
た
、『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
が
レ
ア
リ
ス
ム

の
乗
り
越
え
に
対
し
て
い
わ
ば
独
特
の
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
世
紀

末
の
読
者
は
見
逃
さ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

言
葉
の
位
置

「
思
考
す
る
の
を
自
ら
見
つ
めse regarder penser

、
人
間
の
脳
と
い
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う
こ
の
蜂
の
巣
で
、
観
念
の
蜜
蜂
た
ち
が
思
考pensée

を
醸
成
し
て
い

る
」
そ
の
「
頭
脳
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」
を
「
書
き
取
るdict

﹇er

﹈」
こ
と

を
主
張
し
て
い
た（

44
）グ
ー
ル
モ
ン
の
主
人
公
ユ
ベ
ー
ル
の
美
学
を
実
践
的

に
試
す
べ
く
、『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
の
主
人
公
は
、
自
ら
の
〈
書
く
行
為
〉

を
次
の
よ
う
に
再
現
表
象
し
よ
う
と
す
る
。

「
私
の
思
考pensée

よ
、
こ
っ
ち
へ
来
い
。〔
…
…
〕
私
は
た
だ
不
安

を
与
え
た
い
の
だ
、
そ
の
た
め
に
苦
労
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
く
せ

自
分
を
不
安
に
す
る
だ
け
だ
…
…
お
や
、
一
つ
文
章phrase

が
見
つ

か
っ
た
、
書
き
留
め
て
お
こ
うnotons

。」
私
は
枕
の
下
か
ら
紙
を
取

り
出
し
、
蠟
燭
を
点
け
次
の
よ
う
な
簡
単
な
言
葉m
ots

を
書
い
た
、

「
自
分
の
不
安
に
熱
中
す
る
こ
と
。」〔
…
…
〕
私
は
蠟
燭
を
吹
き
消
し

た
。「
…
…
い
や
待
て
、
寝
る
前
に
吟
味
し
た
い
点
が
あ
る
…
…
ち
ょ

っ
と
し
た
想
念idée

が
浮
か
ぶ
〔
…
…
〕
さ
て
、
考
え
よ
う
と
思
っ

て
い
た
想
念
は
大
き
く
な
っ
て
く
る
〔
…
…
〕
私
を
捉
え
て
、
自
ら
を

世
に
提
示
さ
せ
、
表
象
しreprésenter

て
も
ら
お
う
と
し
て
い
る
の

だ
。
重
た
い
な
…
…
や
れ
や
れ
、
ま
た
文
章phrase

が
見
つ
か
っ
て

し
ま
っ
た
。」―

私
は
紙
を
も
う
一
枚
取
り
だ
し
、
蠟
燭
を
点
け
て

書
い
たj’écrivis

。「
想
念
は
大
き
く
な
り
、
自
分
は
小
さ
く
な
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。」（45
）

　

思
考
し
、
即
、
書
く―

こ
れ
が
作
家
に
と
っ
て
「
書
く
」
と
い
う
こ

と
な
の
か
、
と
思
わ
ず
問
い
た
く
な
っ
て
し
ま
う
文
章
に
お
い
て
、「
書

く
」
に
あ
た
る
語
は«écrire»

の
ほ
か«noter»

、«dicter»

、«représenter»

等
で
あ
る（

46
）。
厳
密
に
は
、
書
く
行
為
そ
の
も
の
は
、「
紙
を
取
り
出
し
」

た
り
「
ペ
ン
を
取
り
上
げ
た
り
」
す
る
行
為
と
、
書
か
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

の
引
用

と
の
間
で
起
こ
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
だ
が（

47
）、
こ
の
戯
画
化
さ
れ

た
写
実
的
記
述
方
式
に
は
、「
い
か
に
書
く
か
」
と
い
う
問
い
は
介
在
し

よ
う
が
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
問
い
は
、
そ
の
何

年
か
前
に
ア
ン
ド
レ
・
ワ
ル
テ
ル
が
呟
い
て
い
た
も
の
で
は
あ
っ
た
の
だ
。

事
件
ひ
と
つ
な
い
、
常
に
内
的
な
生
活―

し
か
し
実
に
烈
し
い
生
活
。

す
べ
て
が
魂
の
中
で
演
じ
ら
れ
、
外
に
現
れ
る
も
の
は
何
も
な
い
。
そ

れ
を
い
か
に
書
く
かCom

ent écrire cela?

（
48
）

　

思
索
が
言
葉
に
な
る
ま
で
の
時
間
的
経
過―

「
う
ま
く
書
く
た
め

に
」、「
思
念
の
連
鎖
を
た
ど
っ
て
」「
詩
句
」
や
「
文
章
」
が
出
来
上
が

る
ま
で
「
言
葉la langue, m

ots

」
の
修
正
を
重
ね
て
い
く
過
程（

49
）―

は
、『
手
記
』
で
は
、
音
楽
の
比
喩
を
借
り
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
語
ら

れ
て
い
た
。

始
ま
り
は
こ
う
だ
。
静
ま
り
か
え
っ
た
夜
の
な
か
、
床
に
つ
い
て
蠟
燭
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を
吹
き
消
す
や
、
眠
気
の
代
わ
り
に
や
っ
て
く
る
の
は
一
つ
の
メ
ロ
デ

ィ
ー
で
あ
る
〔
…
…
〕。
初
め
は
単
純
に
展
開
さ
れ
、
や
が
て
〔
…
…
〕

呀
の
よ
う
に
近
似
律
が
出
現
し
て
、
第
一
の
メ
ロ
デ
ィ
と
並
行
し
な
が

ら
カ
ノ
ン
を
成
し
て
展
開
さ
れ
、
次
い
で
、
第
三
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
第

三
小
節
に
接
合
し
…
…
第
四
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
飛
躍
し
よ
う
と
す
る
、

す
べ
て
は
こ
ん
が
ら
が
っ
て
く
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
ま
た
や
り
直
し

0

0

0

0

0

0

だ0

。（50
）

　

思
考
す
る
こ
と
と
書
く
こ
と
と
の
関
係
は
し
か
し
、
ワ
ル
テ
ル
に
と
っ

て
往
々
に
し
て
不
透
明
な
ま
ま
に
留
ま
っ
て
い
る
。「
書
く
の
が
煩
わ
し

い
。
い
っ
た
い
何
を
書
け
ば
い
い
の
か
。
か
た
ち
を
求
め
て
い
る
こ
れ
ら

す
べ
て
の
感
動
か
ら
、
な
ぜ
あ
れ
で
は
な
く
こ
れ
を
選
ぶ
の
か
？

し
か

し
書
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
僕
の
頭
に
は
た
く
さ
ん
の
感
動
が
蓄
積
し

て
い
て
、
そ
の
圧
力
で
頭
が
張
り
裂
け
そ
う
な
の
だ
か
ら
。」（51
）『
パ
リ
ュ

ー
ド
』
の
主
人
公
な
ら
ば
、
同
じ
状
況
で
、「〈
選
ぶ
こ
と
〉choix
に
は

な
ん
と
い
う
傲
慢
さ
が
あ
る
こ
と
か
」
と
切
り
返
し
て
言
う
だ
ろ
う
、

「
す
べ
て
を
同
じ
執
拗
さ
で
見
つ
めregard

﹇er

﹈
ね
ば
な
ら
な
い
。

〔
…
…
〕
で
は
何
を
見
る
かvoi﹇r

﹈―

八
百
屋
が
三
人
通
る
。―

乗
合
馬
車
が
一
台
。―

門
番
が
門
の
前
を
掃
い
て
い
る
。―

商
店
主

た
ち
が
店
先
を
新
し
く
調
え
て
い
る
。―

料
理
女
が
市
場
に
出
か
け
る
。

―

生
徒
が
学
校
に
行
く
。―

キ
オ
ス
ク
に
新
聞
が
届
く
、
男
た
ち
が

急
い
で
そ
れ
を
買
い
求
め
る
。〔
…
…
〕
生
活―

他
人
の
生
活
！―

あ
れ
が
生
活
か
？―

生
活
を
見
る
と
はvoir la vie!

し
か
し
そ
れ
こ

そ
が
生
き
るvivre

と
い
う
こ
と
な
の
だ
！
」「
そ
う
し
た
こ
と
を
み
ん

な
書
き
留
め
てnoter

お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。」（52
）

現
在
形
で
語
ら
れ
る

生
活
の
中
の
行
動
を
す
ぐ
さ
ま
書
く
こ
と
に
置
き
換
え
て
い
く
行
為
。
む

し
ろ
読
者
と
し
て
は
、「
こ
れ
が
文
学
な
の
か
？
」
と
問
い
た
く
な
っ
て

し
ま
う
だ
ろ
う
。
書
く
こ
と
を
行
為
の
現
在
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
て

い
る
『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
の
主
人
公
に
と
っ
て
、
見
る
こ
と
か
ら
書
く
こ
と

へ
の
「
転
換
」
の
た
め
の
時
間
も
方
法
も
、
考
え
る
こ
と
か
ら
書
く
こ
と

へ
の
「
転
換
」
の
場
合
と
同
様
、
ほ
と
ん
と
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
か
の

よ
う
に
み
え
る
の
だ
。

　

思
念
と
言
葉
の
間
に
質
的
な
段
差
を
想
定
し
な
い
と
い
う
点
で
は
、

『
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』
の
主
人
公
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
ユ
ベ
ー
ル
に
お
い

て
は
、
生
の
行
動
か
ら
頭
脳
の
思
索
へ
の
「
転
換
」
に
注
意
が
凝
ら
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
か
に
思
索
を
言
葉
に
し
て
書
く
か
に
つ
い
て
の

悩
み
は
見
あ
た
ら
な
い
、
と
い
う
よ
り
、
精
神
の
動
き
が
言
葉
を
見
い
だ

せ
な
い
事
態
な
ど
問
題
に
も
な
ら
な
い
。

書
く
こ
と
は
内
的
行
為
を
啓
示
す
るL’écriture est révélatrice de 

l’acte intérieur

。
い
か
な
る
も
の
も
〈
言
葉
〉le V

erbe

を
通
し
て
し

か
存
在
し
な
い
。〈
言
葉
〉le 

V
erbe

の
み
が
存
在
す
る
の
だ
。
私
が

自
己
を
実
現
す
る
の
は
〈
言
葉
〉
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。〔
…
…
〕
私
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の
肉
体
は
何
と
不
毛
で
、
私
の
精
神
は
何
と
豊
饒
で
あ
る
こ
と
か
！（

53
）

　

幾
つ
か
の
例
外
を
除
き
、
世
紀
末
小
説
に
お
い
て
言
語
化
を
め
ぐ
る
問

題
意
識
が
稀
薄
な
の
は
、
書
け
る
主
人
公

0

0

0

0

0

0

た
ち
が
そ
の
作
者
た
ち
と
同
様
、

文
学
教
養
人
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
な
の
か
、
あ
る
い
は
文
学
的
不
運
と
不
能

に
悩
ん
で
い
た
書
け
な
い
主
人
公

0

0

0

0

0

0

0

た
ち
の
よ
う
に
、
生
き
る
が
ま
ま
に
書

こ
う
と
す
る
生
か
ら
作
品
へ
の
転
換
の
素
朴
な
写
実
主
義
的
コ
ー
ド
を
疑

わ
な
い
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か（

54
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
こ
こ
で
目
を
留
め

て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
言
葉
の
出
来
と
と
も
に
語
ら
れ
る
「
文
学
」
の
位

置
づ
け
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。『
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』
の
主
人
公
は
、
想

念
に
続
い
て

0

0

0

0

言
葉
が
出
来
す
る
の
を
感
じ
な
が
ら
、
そ
の
作
業
が
ひ
と
た

び
完
遂
さ
れ
る
と
、
後
に
残
さ
れ
た
〈
書
か
れ
た
も
の
〉
に
は
す
で
に
死

の
刻
印
が
打
た
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。

恋
す
る
者
が
さ
ん
ざ
ん
無
秩
序
な
妄
想
に
耽
っ
た
後
で

0

0

、
小
説
家

rom
ancier

が
や
っ
て
来
る
の
だ
っ
た
。
芸
術
家artiste

あ
る
い
は

墓
堀
人
夫fossoyeur

と
し
て
、
小
説
家
の
彼
は
、
そ
う
し
た
妄
想
を

搔
き
集
め
、
言
葉
の
ち
か
らverbalité

に
よ
っ
て
そ
れ
を
異
様
に
飾

り
立
て
るattif﹇er

﹈
の
で
あ
っ
た
、
ま
る
で
玉
虫
色
に
輝
く
襞
の
つ

い
た
経
帷
子linceul

に
く
る
む
よ
う
に
。
そ
し
て
入
念
に
、
敬
意
を

込
め
て
、
優
し
く
、
そ
う
し
た
妄
想
を
地
下
墓
地
の
中
に
横
た
え
る
の

だ
っ
た
。
そ
の
扉
の
上
に
金
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
、〈
文
学
〉

LIT
T
ÉRA

T
U
RE

と
い
う
語
だ
っ
た
。（55
）

「
文
学
」
は
「
頭
脳
的
な
生
」
の
骸
、
葬
り
去
ら
れ
た
生
の
美
し
い
安
置

所
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
喪
を
「
壮
麗
に
飾
り
立
て
る
」「
言
語
の
ち
か

ら
」
は
、
ま
る
で
死
化
粧
を
施
す
作
業
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。

　

い
っ
た
い
、
文
学
と
は
、
書
く
行
為
に
あ
る
の
か
、
書
か
れ
た
も
の
に

あ
る
の
か
。
世
紀
末
を
読
み
な
が
ら
作
家
修
行
者
た
ち
が
抱
い
た
で
あ
ろ

う
問
い
は
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
書
く
こ
と
の
現
実
態
に

関
心
を
集
中
さ
せ
、
書
き
つ
つ
あ
る
も
の
に
「
未
完
成inachevée

の
外

観
」
を
与
え
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
の
主
人
公（

56
）

も
、『
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』
の
ユ
ベ
ー
ル
と
そ
う
遠
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
い

る
。
そ
う
し
た
世
紀
末
の
〈
書
き
つ
つ
あ
る
主
人
公
〉
た
ち
の
撒
き
散
ら

す
〈
書
く
行
為
〉
の
レ
ア
リ
ス
ム
的
表
象
の
夢
の
果
て
に
、
書
か
れ
た
作

品
と
し
て
の
「
文
学
」
の
溶
解
が
あ
る
こ
と
を
、
読
者
た
ち
は
予
感
し
、

自
ら
は
作
家
と
し
て
そ
れ
に
ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
べ
き
か
思
い
を
巡
ら

し
た
に
違
い
な
い
。
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「
転
換
」
の
過
程
は
語
り
う
る
か 

　
　―
　

「
生
か
ら
作
品
へ
」
と
い
う
虚
構

『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
に
お
い
て
、
書
く
行
為
は
、〈
書
き
つ
つ
あ
る
主
人
公
〉

の
姿
の
ほ
か
に
、
彼
に
よ
っ
て
書
か
れ
つ
つ
あ
る
作
品
内
作
品
の
生
成
過

程
と
相
照
ら
す
か
た
ち
で
も
主
題
化
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
〈
紋
中
紋

m
ise en abym

e

〉
の
形
式
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

「
芸
術
作
品
に
お
い
て
、
そ
の
主
題
そ
の
も
の
が
、
作
中
人
物
の
段
階
へ

移
し
換
え
ら
れ
てtransposée

再
び
見
出
さ
れ
た
り
す
る
の
が
私
は
か

な
り
好
き
だ
」
と
い
う
一
文
を
含
む
一
八
九
三
年
の
日
記
の
一
節
で
ジ
ッ

ド
が
語
っ
て
い
た
〈
紋
中
紋
〉
の
美
学
と
は
、
書
物
と
そ
れ
を
書
き
つ
つ

あ
る
人
間
と
の
間
に
生
ず
る
相
互
作
用
を
作
品
化
す
る
も
の
で
あ
る
。

書
物
が
そ
れ
を
書
く
人
間
に
、
し
か
も
ま
さ
に
そ
れ
を
書
い
て
い
る
間

に
及
ぼ
す
影
響
と
い
う
も
の
を
私
は
指
摘
し
た
か
っ
た
の
だ
。
書
物
は

わ
れ
わ
れ
か
ら
生
ま
れ
出
で
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
を
変
化
さ
せ
、
わ
れ

わ
れ
の
人
生
の
歩
み
を
換
え
る
か
ら
だ
。〔
…
…
〕
物
事
に
対
す
る
い

か
な
る
行
為
に
も
、
必
ず
、
行
動
す
る
主
体
に
及
ぼ
す
そ
の
物
事
の
反

作
用
＝
遡
及
効
果rétroaction

が
伴
う
。
私
が
指
摘
し
た
か
っ
た
の

は
、
こ
う
し
た
相
互
性réciprocité

な
の
だ
が
、
し
か
も
も
は
や
他

者
と
の
関
係
に
お
け
る
相
互
性
で
は
な
く
、
自
分
自
身
と
の
関
係
に
お

け
る
相
互
性
な
の
で
あ
る
。
行
動
す
る
主
体
と
は
自
己
で
あ
り
、
反
作

用
を
及
ぼ
す
物
事
と
は
、
想
像
さ
れ
た
主
題
で
あ
る
。
従
っ
て
、
私
が

そ
こ
に
生
み
出
し
た
の
は
、
自
分
自
身
に
対
す
る
間
接
的
な
行
動
の
方

法
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
ま
さ
に
一
つ
の
物
語
に
他
な
ら
な
い
。

〔
…
…
〕
主
題sujet

の
主
体sujet

に
及
ぼ
す
こ
う
し
た
反
作
用
は
こ

れ
ま
で
い
つ
も
私
の
心
を
惹
い
て
き
た
。（57
）

　

こ
れ
は
『
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』
の
「
転
換
」
の
美
学
の
徹
底
し
た
実
践

を
、
ジ
ッ
ド
が
自
ら
企
図
し
た
言
葉
と
読
め
な
く
も
な
い
。
ユ
ベ
ー
ル
の

書
く
小
説
『
熱
愛
者
』
が
彼
の
恋
愛
人
生
に
与
え
る
反
作
用
＝
遡
及
効
果

が
不
安
定
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
、『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
の
主

人
公
が
書
い
て
い
る
の
は
、
彼
自
身
の
執
筆
生
活
を
物
語
っ
て
い
る
作
品

と
同
題
の
作
品
内
作
品
で
あ
っ
て
、
書
く
主
体
が
書
か
れ
る
べ
き
主
題
で

も
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
遡
及
効
果
＝
反
作
用
は
ほ
ぼ
十
全
に
機
能
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　

作
品
の
な
か
で
作
品
が
書
か
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
形
式
は
、〈
紋
中
紋
〉

の
典
型
的
な
か
た
ち
の
一
つ
で
あ
る
が
、『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
の
よ
う
に
、

作
者
と
主
人
公
に
よ
る
二
つ
の
〈
書
く
行
為
〉
が
生
産
す
る
作
品
が
同
じ

題
を
も
つ
場
合
の
意
味
は
何
で
あ
ろ
う
か
（
作
品
内
作
品
の
方
は
、
正
確

に
は
『
テ
ィ
テ
ィ
ル
の
日
記
ま
た
は
パ
リ
ュ
ー
ド
』
で
あ
っ
て
、
二
つ
の

作
品
を
厳
密
に
一
致
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
る
の
で
は
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あ
る
が
）。

　

作
品
と
作
品
内
作
品
と
の
タ
イ
ト
ル
の
一
致
さ
せ
る
と
い
う
ジ
ッ
ド
の

選
択
に
つ
い
て
、
デ
ー
レ
ン
バ
ッ
ク
は
、『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
と
そ
れ
以
前

の
作
品
と
の
違
い
を
す
で
に
指
摘
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
八
九
三
年

の
『
日
記
』
で
ジ
ッ
ド
自
身
が
〈
紋
中
紋
〉
の
「
適
切
な
」
実
践
例
と
し

て
挙
げ
て
い
た
『
ア
ン
ド
レ
・
ワ
ル
テ
ル
の
手
記
』（
一
八
九
一
）
や

『
恋
の
試
み
』（
一
八
九
三
）
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
作
者
と
主
人
公
の
創

出
す
る
作
品
の
題
名
は
同
じ
で
は
な
か
っ
た―

ワ
ル
テ
ル
が
書
き
つ
つ

あ
っ
た
書
は
『
ア
ラ
ン
』
で
あ
っ
た
し
、『
恋
の
試
み
』
の
な
か
の
リ
ュ

ッ
ク
と
ラ
シ
ェ
ル
の
物
語
に
は
題
名
は
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た―

と

い
う
こ
と
で
あ
る（

58
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
の
独
自
性
が
い

っ
そ
う
際
だ
つ
の
は
、
む
し
ろ
同
時
代
の
小
説
群
に
対
し
て
で
は
な
か
ろ

う
か
。
実
際
、
作
家
主
人
公
を
擁
す
る
世
紀
末
小
説
に
多
く
見
ら
れ
る
の

は
、
そ
の
題
名
と
は
別
の
題
名
が
、
主
人
公
た
ち
の
手
に
な
る
書
物
に
与

え
ら
れ
て
い
る
形
式
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』
の

な
か
で
主
人
公
が
書
い
て
い
る
の
は
小
説
『
熱
愛
者
』
の
ほ
か
、「『
シ
ン

デ
レ
ラ
』
風
の
お
話conte

」
で
あ
る
「
マ
ル
セ
ル
と
マ
ル
ス
リ
ー
ヌ
」

や
「
十
二
月
二
八
日
」、
さ
ら
に
題
名
の
な
い
旅
行
ノ
ー
ト
、
幾
つ
か
の

詩
篇
で
あ
り
、
ブ
ロ
ワ
の
『
絶
望
者
』（
一
八
八
七
）
の
主
人
公
が
執
筆

す
る
著
作
は
、
多
く
の
論
考
を
別
に
す
れ
ば
『
聖
女
ラ
ド
ゴ
ン
ド
の
生

涯
』、『
無
能
力
者
た
ち
』
お
よ
び
「
象
徴
主
義
に
関
す
る
書
」
と
さ
れ
て

い
る
し
、
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
『
彼
方
』（
一
八
九
一
）
で
書
か
れ
て
い
る

の
は
歴
史
書
「
ジ
ル
・
ド
・
レ
ー
の
年
代
記
」
で
あ
る
。

〈
書
き
つ
つ
あ
る
主
人
公
〉
の
い
る
〈
作
品
の
中
の
作
品
〉
の
か
た
ち
を

と
っ
た
小
説
が
世
紀
末
に
増
殖
し
た
の
は
、
創
作
過
程
を
書
く
と
い
う
方

式
が
、
ポ
ス
ト
自
然
主
義
世
代
の
小
説
家
た
ち
、
す
な
わ
ち
自
然
主
義
に

馴
染
ん
で
い
る
と
同
時
に
そ
の
乗
り
越
え
を
模
索
し
つ
つ
あ
っ
た
世
紀
末

作
家
た
ち
に
と
っ
て
、
一
見
対
極
に
あ
る
美
学
す
な
わ
ち
、
写
実
主
義-

自
然
主
義
美
学
と
象
徴
主
義-

観
念
主
義
美
学
と
の
妥
協
策
に
見
え
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
平
凡
な
人
間

0

0

0

0

0

の
単
調
な
研
究
に
没
頭
す
る
自
然

主
義
」
に
は
描
き
え
な
い
と
さ
れ
た
精
神
の
極
み
、
す
な
わ
ち
天
才
の
現

実
を
主
題
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
説
を
再
び
芸
術
的

0

0

0

な
も
の
に
軌
道

修
正
す
る
た
め
の
奸
策
で
あ
っ
た
の
だ（

59
）。

　

ユ
イ
ス
マ
ン
ス
が
め
ざ
す
の
は
、
例
え
ば
ジ
ル
・
ド
・
レ
の
よ
う
な
常

識
を
超
え
る
精
神
の
動
き
を
、
同
じ
だ
け
の
非
凡
さ
を
も
っ
て
理
解
し
言

葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
書
く
主
体
と
対
象
と
の
二
重
の

「
天
才
」
の
究
明
が
託
さ
れ
る
の
は
、
主
人
公
の
思
索
＝
執
筆
生
活
の
記

述
な
の
で
あ
る
。『
彼
方
』
の
主
人
公
の
執
筆
生
活
は
詳
細
な
書
割
り
を

伴
っ
て
い
る
。「
本
の
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
た
黒
木
の
書
棚
を
め
ぐ
ら
し
た

書
斎
」
の
「
暖
炉
の
上
」
に
は
「
無
名
の
オ
ラ
ン
ダ
の
老
画
家
に
よ
る
」

「
隠
者
の
絵
」
が
掛
け
ら
れ
、「
机
の
上
に
は
山
積
み
さ
れ
て
い
る
原
稿
、
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「
青
髭
」
こ
と
ジ
ル
・
ド
・
レ
元
帥
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」
や
文
房
具
が
散

見
さ
れ
る（

60
）。

　

主
人
公
の
執
筆
過
程
は
さ
ら
に
物
語
情
景
の
進
展
と
重
ね
合
せ
ら
れ
て

い
る
。「
今
ジ
ル
・
ド
・
レ
の
生
活
の
第
一
部
を
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
だ
」

と
言
っ
て
デ
ュ
ル
タ
ル
は
、
訪
ね
て
き
た
友
人
に
原
稿
を
読
み
き
か
せ
、

「
終
え
た
章
に
目
を
通
し
な
が
ら
」
こ
れ
か
ら
書
こ
う
と
す
る
こ
と
を
自

由
間
接
話
法
で
述
べ
た
り
、
物
語
の
地
の
文
に
組
み
込
ま
れ
た
「
原
稿
を
、

呼
び
鈴
が
な
っ
た
の
で
読
み
止
め
」
た
り
す
る
の
で
あ
る（

61
）。
同
一
の
感

覚
が
物
語
内
の
現
実
世
界
と
虚
構
世
界
を
繫
ぐ
瞬
間
は
、『
シ
ク
ス
テ
ィ

ー
ヌ
』
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
小
説
内
小
説
の
な
か
で
、

主
人
公
グ
イ
ド
が
「
頭
の
中
で
瀆
神
の
言
葉
の
感
覚
が
鳴
り
響
い
た
」
の

を
聴
く
瞬
間
、
そ
れ
を
書
い
て
い
る
作
家
主
人
公
ユ
ベ
ー
ル
が
自
ら
の
現

実
の
生
活
に
引
き
戻
さ
れ
て
、
忌
々
し
い
恋
敵
の
到
来
を
告
げ
る
「
呼
び

鈴
の
音
を
聴
く
」
場
面
で
あ
る（

62
）。
作
家
の
ア
ト
リ
エ
と
化
し
た
物
語

空
間
の
な
か
で
進
め
ら
れ
て
い
く
執
筆
行
為
あ
る
い
は
執
筆
生
活
の
写

実
を
も
っ
て
、
そ
こ
で
起
こ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
芸
術
創
造
の
「
秘
法

arcanes

」
の
存
在
証
明
に
代
え
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
。

　

実
際
、
そ
の
よ
う
に
読
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
書
き
つ
つ
あ
る
主
人
公

の
い
る
物
語
に
読
者
が
期
待
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
だ
。〈
作
品
の
中

の
作
品
〉、〈
作
品
の
（
形
成
を
語
る
）
作
品
〉、〈
作
品
の
（
中
の
）
作
品

の
（
形
成
を
語
る
）
作
品
〉
の
い
ず
れ
か
の
か
た
ち
の
〈
紋
中
紋
〉
構
造

を
取
っ
て
い
る
書
に
お
い
て
は
、
生
が
芸
術
作
品
に
「
転
換
」
さ
れ
つ
つ

あ
る
と
こ
ろ
に
立
ち
会
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
享
受
す
る
こ
と
は
あ
ま

り
に
も
自
然
な
こ
と
な
の
で
あ
る（

63
）。

　

そ
う
し
た
一
種
の
申
し
合
わ
せ
の
な
か
で
生
産
さ
れ
て
い
た
世
紀
末
小

説
に
対
し
て
、『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
の
新
し
さ
と
は
、〈
作
品
の
中
の
作
品
〉、

〈
作
品
の
（
形
成
を
語
る
）
作
品
〉、〈
作
品
の
（
中
の
）
作
品
の
（
形
成

を
語
る
）
作
品
〉
の
方
式
を
併
せ
持
っ
た

0

0

0

0

0

多
重
の
〈
紋
中
紋
〉
構
造
を
採

る
と
と
も
に
、
そ
の
〈
作
品
〉
の
す
べ
て
を
同
じ
題
の
も
と
に
同
一
視
さ

せ
る
試
み
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
パ
リ
ュ
ー
ド
』

と
い
う
作
品
内
作
品
を
書
い
て
い
る
主
人
公
の
生
（
執
筆
生
活
）
が
、
読

者
が
読
み
つ
つ
あ
る
『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
と
い
う
作
品
に
書
か
れ
た
生

0

0

0

0

0

と
し

て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
の
書
の
な
か
に
は
ど
こ
に

も
「
あ
り
の
ま
ま
の
生
」
あ
る
い
は
「
芸
術
未
満
の
生
」
な
ど
な
い
の
で

あ
っ
て
、
生
き
る
こ
と
と
書
く
こ
と
と
の
関
係
は
、
書
か
れ
た
か
た
ち
で

し
か
語
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
認
さ
せ
、
ゆ
え
に
、「
生
き
ら
れ
た
生
」
か

ら
「
芸
術
化
さ
れ
た
生
」
へ
、
人
生
か
ら
作
品
へ
と
い
う
「
転
換
」
は
錯

覚
＝
虚
構
で
し
か
な
い
こ
と
を
、
構
造
的
に
保
証
し
て
み
せ
る
こ
と
が
で

き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
ほ
か
の
す
べ
て
の
〈
書
き
つ
つ
あ
る

主
人
公
〉
の
い
る
〈
紋
中
紋
〉
形
式
の
書
に
つ
い
て
も
、
そ
こ
に
作
品
の

生
成
過
程
を
読
み
と
ろ
う
／
読
み
取
ら
せ
よ
う
と
す
る
、
芸
術
の
誕
生
の

再
現
表
象
の
夢
、
す
な
わ
ち
レ
ア
リ
ス
ム
の
幻
影
か
ら
の
覚
醒
を
示
唆
す



言語社会　第 5号　　188

る
こ
と
に
も
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
グ
ー
ル
モ
ン=

ユ
ベ
ー
ル
が
夢
み
た

「
頭
脳
生
活
の
小
説
」
の
生
成
の
物
語
に
寄
り
添
お
う
と
す
る
読
者
に
、

『
パ
リ
ュ
ー
ド
』
の
主
人
公
は
そ
っ
と
耳
打
ち
す
る
だ
ろ
う
、
ユ
ベ
ー
ル

の
恋
と
グ
イ
ド
の
恋
、
こ
の
二
つ
の
生
の
関
係
は
二
つ
の
物
語
（
語
ら
れ

た
生
）
の
関
係
で
し
か
な
い
の
で
す
よ
、
と
。

　

一
方
に
お
い
て
、
書
き
つ
つ
あ
る
主
人
公
の
姿
を
戯
画
化
さ
れ
た
写
実

に
よ
っ
て
印
象
づ
け
な
が
ら
、
も
う
一
方
に
お
い
て
は
、
レ
ア
リ
ス
ム
の

幻
影
か
ら
の
覚
醒
を
う
な
が
す
、
こ
の
ト
リ
ッ
キ
ー
な
技
を
誠
実
に
全
う

し
よ
う
と
す
る
ジ
ッ
ド
の
二
重
底
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
。
レ
ア
リ
ス
ム
を

装
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
装
い
で
し
か
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
告
白
す
る
と

い
う
「
誠
実
さ
」
を
持
っ
て
い
る
書
物
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が
、
書
く
こ
と

を
主
題
化
す
る
う
え
で
、
世
紀
末
の
ジ
ッ
ド
が
レ
ア
リ
ス
ム
の
呪
縛
に
挑

ん
だ
結
果
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

世
紀
末
小
説
の
問
題
意
識
を
溶
か
し
込
ん
だ
夢
を
映
し
出
し
て
い
た

『
シ
ク
ス
ィ
ー
ヌ
』、
そ
の
夢
か
ら
醒
め
る
方
法
を
仄
め
か
す
『
パ
リ
ュ
ー

ド
』。
そ
の
い
ず
れ
の
試
み
よ
り
も
も
っ
と
先
へ
進
め
る
か
。
生
と
芸
術

の
関
係
を
新
た
な
か
た
ち
で
書
く
こ
と
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
と

っ
て
の
課
題
が
今
、
見
え
て
く
る（

64
）。

　

本
稿
は
二
〇
一
〇
年
一
月
二
三
日
の
一
橋
大
学
大
学
院

言
語
社
会
研
究
科
国
際
研
究
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
生
表
象
の

動
態
構
造
」
に
お
け
る
報
告
「
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト

の
奸
策
　―

　

〈
書
け
な
い
主
人
公
〉
の
誕
生
」
の
一
部
を

新
た
な
角
度
か
ら
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）Rem

y de Gourm
ont, «A

lfred V
allette», Le 

Livre des m
asques, t. II, M

ercure de France, 

1898, p.117-126.
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。

（
2
）
例
え
ば
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
（
一
八
七
一―

一

九
二
二
）
は
、
一
八
九
五
年
に
執
筆
を
開
始
し
数
年

後
に
放
棄
し
た
未
完
の
小
説
『
ジ
ャ
ン
・
サ
ン
ト
ゥ

イ
ユ
』
の
序
文
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
制
作
の
抱

負
を
述
べ
て
い
た
。「
作
家
の
人
生
と
そ
の
作
品
、

現
実
と
芸
術
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
人
生
の
外
観
と
人

生
の
持
続
的
な
基
底
を
成
し
て
い
て
芸
術
に
よ
っ
て

解
き
放
た
れ
た
現
実
そ
の
も
の
と
の
間
に
存
在
す
る

変
容
、
秘
か
な
関
係
が
ど
ん
な
も
の
な
の
か
、
私
た

ち
は
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。」

（Jean Santeuil, La Pléiade, 1971, p.190

）
人0

生
を
小
説
化
す
る
術
を
可
視
化

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
よ
う
と
す
る
こ
の

意
図
は
し
か
し
、
あ
る
中
断
さ
れ
た
断
章
の
中
で
、

疑
念
に
染
っ
て
屈
折
し
て
い
る
。「
小
説
を
書
く
こ

と
と
そ
れ
を
生
き
る
こ
と
と
は
、
人
が
何
と
言
お
う

註
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と
も
断
じ
て
同
じ
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
で
い
て
、

我
々
の
人
生
は
我
々
の
作
品
か
ら
絶
対
的
に
切
り
離

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
だ
。
私
が
こ
こ
に
語

っ
て
い
る
場
面
の
す
べ
て
は
、
私
が
実
際
に
生
き
た

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
価
値
を
も
つ
の
は
〔
削

除
〕
実
人
生
の
場
面
と
し
て
よ
り
も
私
の
書
物
の
場

面
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
い
っ
そ
う
の
価
値
を
も
つ
と

い
う
こ
と
は
〈
い
か
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
〉

〔
加
筆
〕。」（Ibid., 

p.490

）
拙
論
「〈
書
け
な
い
主

人
公
〉
の
系
譜
学
」（『
言
語
文
化
』
第
四
〇
巻
、
一

橋
大
学
語
学
研
究
室
、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

な
お
、『
ジ
ャ
ン
・
サ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
』
の
放
棄
と
入

れ
替
わ
る
よ
う
に
進
め
ら
れ
た
プ
ル
ー
ス
ト
の
ラ
ス

キ
ン
翻
訳
は
「
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
」

社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
（『
ア
ミ
ア
ン
の
聖
書
』（
一
九

〇
四
）、『
胡
麻
と
百
合
』（
一
九
〇
六
））。
ま
た
、

ヴ
ァ
レ
ッ
ト
に
宛
て
た
一
九
〇
九
年
八
月
半
ば
の
書

簡
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
執
筆
中
の
『
サ
ン
ト=

ブ
ー

ヴ
に
逆
ら
っ
て
　―

　

あ
る
朝
の
想
い
出
』
を
「
メ
ル

キ
ュ
ー
ル
」
誌
に
掲
載
さ
せ
て
も
ら
え
な
い
か
と
打

診

す

る
（C

f. 
C
orrespondance, 

Plon, 
1970-1993

（
以
下Corr.

と
略
す
）, t. IX

, p.155-
157

）。「
私
と
し
て
は
何
と
し
て
も
こ
の
著
作
が
ま

ず
雑
誌
で
、『
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
』
誌
か
ら
出
て
欲
し

い
と
思
っ
た
の
で
す
。〔
…
…
〕
十
月
の
一
日
な
い

し
十
五
日
か
ら
、
メ
ル
キ
ュ
ー
ル
誌
に
毎
号
三
〇
ペ

ー
ジ
（
そ
れ
以
上
な
ら
な
お
結
構
で
す
が
）
ご
提
供

い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
単
行
本
な
ら
こ
れ
で

二
五
〇
な
い
し
三
〇
〇
ペ
ー
ジ
に
な
る
か
と
思
い
ま

す
。
小
説
部
分
が
そ
れ
で
片
づ
く
は
ず
で
す
。
残
る

は
サ
ン
ト=

ブ
ー
ヴ
、
批
評
な
ど
に
関
す
る
長
い
お

し
ゃ
べ
り
の
部
分
で
す
が
、
こ
れ
は
単
行
本
の
時
に

出
す
ほ
か
な
い
で
し
ょ
う
。」（Ibid., p.161

）
こ
の

申
し
出
を
ヴ
ァ
レ
ッ
ト
は
拒
否
し
た
。（M

ercure 
de France

は
創
刊
当
初
は
月
刊
誌
で
あ
っ
た
が
、

一
九
〇
五
年
以
降
は
月
二
回
の
発
行
と
な
っ
て
い

た
。）

（
3
）Rem

y de Gourm
ont, Sixtine, rom

an de la vie 
cérébrale, 

（1890

）, M
ercure de France, 1923.

（
4
）Ibid., p.88, p.258, p.285; cf. p.253.

（
5
）Ibid., p.87-88

（
6
）Ibid., p.137, p.88, p.287, p.305, p.300.

（
7
）Cf. 
M

elm
oux-M

ontaubin, 
Le 

R
om

an 
d’art 

dans 
la 

seconde 
m

oitié 
du 

X
IX

e 
siècle, 

K
lincksieck, 1999, chapitre 1.

（
8
）Sixtine, p.34, p.76, p.135, p.136, p.160-161, 

p.75-76.

（
9
）Rem

y de Gourm
ont, «Le sym

bolism
e», Le 

Chem
in de velours, 

（1893

）, 2008, p.144.

ユ

レ
の
「
ア
ン
ケ
ー
ト
」
へ
の
グ
ー
ル
モ
ン
の
回
答
も

参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
象
徴
主
義
小
説
に
つ
い
て
の

最
近
の
研
究
と
し
て
はV

alérie 
M

ichelet 
Jac-

quod, 
L
e 

R
om

an 
sym

boliste. 
U
n 

art 
de 

l’«extrêm
e conscience», D

roz, 2008

も
参
考
に

な
る
。

（
10
）Sixtine, p.163.

（
11
）Enquête par Jules H

uret, É
cho de Paris, du 

3 
m

ars 
au 

5 
juillet 

1891. 
Jules 

H
uret, 

E
nquête 

sur 
l’évolution 

littéraire, 
Biblio-

thèque-Charpentier, Eugène Fasquelle, édi-

teur, 1913, p.134-142

（«M
. Rém

y de Gour-
m
ont»

）.

（
12
）Sixtine, p.75-76; H

uret, E
nquête, p.143.

（
13
）Sixtine, p.119, p.103, p.137, p.160, p.258, 

p.134, p.75, p.135, p.257, p.258, p.34. H
uret, 

E
nquête, p.137.

（
14
）Sixtine, 

p.34, 
p.257, 

p.160, 
p.134, 

p.259, 
p.135.

（
15
）Ibid., p.253, p.288, p.285.

（
16
）Ibid., p.103, p.216, p.305.

（
17
）Ibid., p.287-288.

（
18
）Ibid., p.58, p.310.

（
19
）
拙
論
「
書
け
な
い
主
人
公
の
系
譜
学
」
参
照
。

（
20
）Ibid., p.58, p.257.

（
21
）A

ndré Gide, Paludes, 

（1895

）, in Rom
ans, La 

Pléiade, 1958, p.93.

（
22
）Le Livre des m

asques, t. I., 

（1896

）, Les édi-
tions 1900, 1987, p.103: «il n’y a pas de sujets; 
il n’y a, en littérature, qu’un sujet, celui qui 
écrit.»

（
23
）Paludes, p.91.

（
24
）
ア
ラ
ン
・
グ
ー
レ
は
『
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』
の
ジ
ッ

ド
へ
の
影
響
、
と
り
わ
け
『
ア
ン
ド
レ
・
ワ
ル
テ
ル

の
手
記
』
に
お
け
る
「
反
響échos

」
を
論
じ
な
が

ら
、
ユ
ベ
ー
ル
の
名
を
ジ
ッ
ド
が
『
パ
リ
ュ
ー
ド
』

の
中
で
用
い
た
の
は
意
識
的
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て

い
る
（A

lain Goulet, «Les ruses de l’écriture: 
Gide et la Sixtine de Gourm

ont», Bulletin 
des am

is d’A
ndré G

ide, n
os 143/144, 2004, 

p.316-317

）。
グ
ー
ル
モ
ン
は
、
ジ
ッ
ド
の
処
女
作
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『
ア
ン
ド
レ
・
ワ
ル
テ
ル
の
手
記
』（
一
八
九
一
）
を

象
徴
主
義
小
説
の
粋
と
し
て
い
ち
早
く
絶
賛
し
た
一

人
だ
っ
た
。

（
25
）Paludes, p.98.

（
26
）Paludes, p.216, p.144-145.

（
27
）Le Livre des m

asques, t. I, p.110.

（
28
）Paludes, p.96.

（
29
）Ibid., p.128.

（
30
）Sixtine, p.234-235.

（
31
）Paludes, p.102, p.129.

（
32
）A

ndré Gide, Journal, I, La Pléiade, 1996, 
p.149.

（
33
）Ibid., p.1110-1111.

（
34
）Ibid., p.149.

（
35
）A

ndré 
Gide, 

L
es 

C
ahiers 

et 
les 

P
oésies 

d’A
ndré 

W
alter, 

（1891

）, Gallim
ard, 

1986,

〔
以
下A

W

と
略
す
〕, p.92, p.9.

（
36
）Journal, I, p.187-188. Cf.

「（
文
学
に
関
す
る
限

り
）
唯
物
論m

atérialism
e

は
決
し
て
な
い
、
観

念
論idéalism

e

と
同
様
に
。
あ
る
の
は
両
者
の
闘

争la lutte

で
あ
る
。
レ
ア
リ
ス
ムréalism

e

は
こ

の
二
つ
の
本
質
の
相
克
を
望
ん
で
い
る
。
ま
さ
し
く

こ
れ
こ
そ
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。」

（A
W

, p.92

）

（
37
）H

uret, E
nquête, p.137-138

（
38
）Ém

ile Zola, Le R
om

an expérim
ental, 

（1880

）, 
Garnier-Flam

m
arion, 1971, p.55-97.

ま
た
、

Zola, «Le Réalism
e», ibid., p.289-293; «Le 

Sens 
du 

réel», 
ibid., 

p.213-218; 
«D

e 
la 

description», ibid., p.231-235

な
ど
も
参
照.

（
39
）Sixtine, p.235-236; H

uret, E
nquête, p.138.

（
40
）Sixtine, p.58-59.

（
41
）Ém

ile Zola, Correspondance, t. I, Presses de 
l’U

niversité de M
ontréal et Éds. du CN

RS, 
1978, p.373-382 

（lettre du 18 août 1864

）.

（
42
）H

uret, E
nquête, p.136.

（
43
）
ち
な
み
に
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
に
お
い
て
は
、

«naturalism
e»

と
い
う
語
は
出
て
こ
な
い
。

«naturaliste

﹇s

﹈»

に
つ
い
て
は
「
博
物
学
者
」「
博

物
学
的
」
の
ほ
か
「
自
然
主
義
の
画
家
」
と
い
う
意

で
使
わ
れ
て
い
て
、
文
学
史
上
の
自
然
主
義
へ
の
言

及
は
な
い
。
プ
ル
ー
ス
ト
が
自
ら
の
美
学
を
提
示
し

た
も
の
と
さ
れ
る
小
説
の
最
終
巻
、『
見
出
さ
れ
た

時
』
に
お
い
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は

「
レ
ア
リ
ス
ト
文
学
を
名
乗
っ
て
い
る
も
のlittéra-

ture

﹇
…
﹈s’appelant réaliste

」
で
あ
り
、
そ
れ
が

自
認
す
る
「
生
き
た
芸
術l’art 

vécu

」
と
し
て
の

「
記
述
文
学littérature 

de 
notations

」
で
あ
っ

た
（À

 la recherche du tem
ps perdu, La Plé-

iade, 1987-1989 &
 1994

〔
以
下R

T
P

と
略
す
〕, 

IV
, 

p.463, 
p.473

）。「
い
わ
ゆ
る
レ
ア
リ
ス
ム
芸

術
の
誤
り
」
と
は
、「
表
現expressions

」
の
問
題
、

「
言
語
の
質qualité du langage

」
へ
の
配
慮
の
欠

如
で
あ
る
と
プ
ル
ー
ス
ト
は
言
う
。「
文
学
」
と
は
、

生
の
「
現
像
力
、
す
な
わ
ち
作
家
に
と
っ
て
の
文

体
」（
そ
れ
を
プ
ル
ー
ス
ト
は
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と

言
い
換
え
る
）
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
る
ゆ
え
で
あ
る
（R

T
P, IV

, p.460, p.474
）。

（
44
）Sixtine, p.135-137.

（
45
）Paludes, p.125-126.

（
46
）Ibid., p.126, p.128, p.142.

（
47
）Cf. 

ibid., 
p.108, 

113-114, 
etc.: 

«j’écrivis: 

﹇citation

﹈».

（
48
）A

W
, p.41.

（
49
）Ibid., p.144, p.93, p.86, p.29.

（
50
）Ibid., 

p.142.

『
手
記
』
の
一
九
三
〇
年
版
の
序
文

で
ジ
ッ
ド
は
、
思
索
と
言
葉
の
闘
い
の
意
味
を
強
調

し
て
い
る
。「
あ
の
こ
ろ
の
私
は
も
の
を
書
く
す
べ

を
知
ら
な
か
っ
たje ne savais pas écrire

。
よ

り
正
確
に
言
う
と
、
言
う
べ
き
斬
新
な
事
々
を
自
ら

の
う
ち
に
感
じ
て
い
た
の
で
、
暗
中
模
索
し
て
い
た

の
だ
っ
た
。〔
…
…
〕
私
は
言
葉la 

langue

を
折

り
曲
げ
よ
う
と
つ
と
め
て
い
た
。
自
分
を
言
葉
に
対

し
て
折
り
曲
げ
る
ほ
う
が
ど
れ
だ
け
学
ぶ
こ
と
が
多

い
か
、
ま
た
初
め
の
う
ち
は
煩
わ
し
く
て
精
神
の
抵

抗
を
誘
い
、
放
擲
し
た
く
な
る
よ
う
な
規
則
が
ど
れ

ほ
ど
有
益
な
も
の
で
あ
る
か
を
私
は
ま
だ
理
解
し
て

い
な
か
っ
た
。」（Ibid., p.29-30

）

（
51
）Ibid., p.100.

（
52
）Paludes, p.136-137, p.128.

（
53
）Sixtine, p.p.257-258.

（
54
）
拙
論
「
書
け
な
い
主
人
公
の
系
譜
学
」、
十
二―

十

四
頁
参
照
。

（
55
）Sixtine, p.87.

（
56
）Paludes, p.93.

（
57
）Journal, I, p.p.170-171.

（
58
）D

ällenbach, Le R
écit spéculaire, Seuil, 1977, 

p.41-45.

（
59
）
拙
論
「〈
書
け
な
い
主
人
公
〉
の
系
譜
学
」
参
照
。

ゾ
ラ
自
身
『
制
作
』（
一
八
八
六
）
に
お
い
て
、
創
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造
の
秘
蹟
を
陰
画
に
お
い
て
試
し
て
い
る
。
こ
の
小

説
に
描
か
れ
る
創
作
不
能
の
過
程
は
、
小
説
の
誕
生

に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
絵
画
制
作
に
「
転
置
」

さ
れ
、「
天
才
の
破
産
に
苦
し
む
挫
折ratés

」
の

原
因
は
結
局
「
遺
伝
的
疾
患
」
に
帰
さ
れ
て
い
る

（Zola, L’Œ
uvre, 

（1886

）, La Pléiade, 1966, 
p.245, p.257

）。

（
60
）J.-K

. 
H
uysm

ans, 
Là-Bas, 

（1891

）, Garnier-

Flam
m
arion, 1978, p.43, p.93, p.164.

（
61
）Ibid., p.235.

（
62
）Sixtine, p.198-199.

（
63
）
そ
れ
を
「
自
然
に
」
感
じ
る
意
識
が
「
教
養
小
説
」

の
読
み
方
の
変
遷
と
と
も
に
い
か
に
育
っ
て
い
っ
た

か
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト

の
修
業
時
代
」（『
一
橋
大
学
研
究
年
報 

人
文
科
学

研
究
』
四
三
、
二
〇
〇
六
年
、
一
七
一―

二
九
一

頁
）
参
照
。

（
64
）〈
書
き
つ
つ
あ
る
主
人
公
〉
と
〈
紋
中
紋
〉
構
造
い

ず
れ
に
つ
い
て
も
、『
シ
ク
ス
テ
ィ
ー
ヌ
』
と
『
パ

リ
ュ
ー
ド
』
の
よ
う
な
か
た
ち
で
は
採
択
し
な
い
方

策
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
は
、

こ
の
世
紀
末
の
二
つ
の
書
を
読
ん
だ
こ
と
を
書
簡
に

お
い
て
も
著
作
の
中
で
も
口
に
す
る
こ
と
は
な
い
。


