
293　　ドメスティシティの模倣と懐疑

う
に
な
ろ
う
と
す
る
彼
ら
の
そ
の
努
力
で
あ
る
」（1
）。
そ
の
数
年
後
、
ジ

ェ
イ
ム
ズ
・
デ
ヴ
リ
ー
ス
は
「
黒
人
の
模
倣
」
と
い
う
視
座
を
受
け
、

「
白
人
の
価
値
観
に
同
化
し
た
黒
人
た
ち
」
が
「
経
済
的
成
功
に
躍
起
に

な
る
ば
か
り
で
な
く
、
白
人
の
生
活
様
式
や
道
徳
規
範
を
模
倣
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
白
人
と
肩
を
並
べ
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
同
様
の
批
判
を
繰

り
返
す（

2
）。
彼
ら
は
、
こ
の
作
品
が
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ

ア
の
自
由
黒
人
の
生
活
を
中
心
に
、
異
人
種
間
混
淆
や
人
種
暴
動
、
パ
ッ

シ
ン
グ
等
の
テ
ー
マ
を
本
格
的
に
扱
う
こ
と
で
、
二
〇
世
紀
の
黒
人
小
説

を
「
先
取
り
す
る
」
点
で
は
「
パ
イ
オ
ニ
ア
」
で
あ
る
と
認
め
な
が
ら
も
、

ウ
ェ
ッ
ブ
の
描
く
黒
人
家
庭
生
活
が
白
人
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
「
感
傷
的
な
カ

Ⅰ
　

ア
メ
リ
カ
黒
人
作
家
フ
ラ
ン
ク
・
ウ
ェ
ッ
ブ
の
小
説
『
ゲ
ー
リ
ー
家
と

友
人
た
ち
』（
一
八
五
七
）
が
一
世
紀
以
上
の
年
月
を
経
て
一
九
六
九
年

に
再
版
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
「
忘
れ
去
ら
れ
た
パ
イ
オ
ニ
ア
小
説
」
に
つ

い
て
、
ア
ー
サ
ー
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
わ
れ

わ
れ
読
者
は
〔
北
部
自
由
黒
人
た
ち
の
〕
清
潔
で
品
位
の
あ
る
、
管
理
の

行
き
と
ど
い
た
家
庭
に
案
内
さ
れ
、
品
行
方
正
な
お
茶
や
読
書
の
会
に
列

席
す
る
。
し
か
し
、
何
に
も
ま
し
て
目
を
引
く
の
は
、
話
し
方
や
洗
練
さ

れ
た
作
法
、
道
徳
観
、
そ
し
て
金
も
う
け
に
お
い
て
、
最
上
の
白
人
の
よ

論
説ド

メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
の
模
倣
と
懐
疑

『
ゲ
ー
リ
ー
家
と
友
人
た
ち
』
に
お
け
る
家
庭
的
人
種
暴
動

増
田
久
美
子
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讃
」
や
「
真
の
女
性
ら
し
さ
」
と
い
っ
た
言
説
を
集
約
し
た
ア
メ
リ
カ
的

ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
と
は
、
神
聖
な
家
庭
空
間
と
「
弊
風
」
の
蔓
延
る
市

場
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
庭
こ
そ
が
女
性
に
よ
る
道
徳
的
感

化
力
、
す
な
わ
ち
、「
感
傷
の
力
」
を
発
揮
で
き
る
場
と
し
て
掲
揚
さ
れ

た
概
念
で
あ
る（

6
）。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ

研
究
が
例
証
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
概
念
の
政
治
的
使
用
と
そ
の
コ
ン

テ
ク
ス
ト
を
追
究
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
逆
に
そ
の
女
性
的
・
感

傷
的
・
家
庭
的
な
感
化
力
は
、
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
人
種

や
階
級
等
の
問
題
を
よ
り
強
力
に
前
景
化
し
て
し
ま
う（

7
）。
し
た
が
っ
て
、

『
ゲ
ー
リ
ー
家
と
友
人
た
ち
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
、
家
庭
小
説
と
い
う

フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
内
実
も
北
部
白
人
の
ド
メ
ス
テ
ィ
シ

テ
ィ
を
模
倣
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
模
倣
ゆ
え
に
お
の
ず
と
露

呈
さ
れ
う
る
の
は
、
そ
の
規
範
が
予
期
せ
ぬ
企
図
で
捻
出
さ
れ
て
し
ま
う

よ
う
な
、
別
な
る
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
本
稿
は
と
く
に
人
種
と
の
関
係
性
に
お
い
て
、
自
由
黒
人
に
み

る
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ

―
ロ
バ
ー
ト
・
リ
ー
ド
フ
ァ
ー
が
「
ブ
ラ
ッ

ク
・
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
の
企
て
」
と
呼
ぶ
も
の

―
を
探
究
す
る
も
の

と
す
る
。
リ
ー
ド
フ
ァ
ー
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
に
お
け

る
自
由
黒
人
た
ち
の
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
を
通
し
て
、
家
庭
的
空
間
が
人

種
闘
争
の
場
と
し
て
政
治
的
領
域
と
化
す
こ
と
は
、
ウ
ェ
ッ
ブ
の
「
企

て
」
に
お
い
て
最
大
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
稿
は
そ
の
よ

リ
カ
チ
ュ
ア
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
失
望
し
て
し
ま
う（

3
）。
た
し
か
に

『
ゲ
ー
リ
ー
家
と
友
人
た
ち
』
は
、
一
九
六
〇
年
代
お
よ
び
七
〇
年
代
の

ア
メ
リ
カ
人
読
者
が
期
待
す
る
よ
う
な
黒
人
抗
議
小
説
で
は
け
っ
し
て
な

い
。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
や
デ
ヴ
リ
ー
ス
は
、
主
と
し
て
白
人
女
性
読
者
を
取
り

囲
む
家
庭
小
説
の
枠
組
み
が
流
用
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ
に

登
場
す
る
黒
人
た
ち
が
白
人
中
流
階
級
的
価
値
観
に
も
と
づ
く
ド
メ
ス
テ

ィ
シ
テ
ィ
の
規
範
を
模
倣
し
て
い
る
こ
と
に
、
こ
の
小
説
が
「
忘
れ
去
ら

れ
た
」

―
歴
然
と
無
視
さ
れ
た

―
原
因
を
み
る
よ
う
だ（

4
）。

　

し
か
し
、
彼
ら
の
嫌
忌
す
る
模
倣
行
為
に
こ
そ
、
一
九
世
紀
中
葉
を
生

き
る
ア
メ
リ
カ
黒
人
に
と
っ
て
看
過
で
き
な
い
意
義
が
あ
っ
た
。
当
時
の

ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
い
て
、
形
式
や
価
値
観
を
ま
ね
る
こ
と
の
社
会
的
・

文
化
的
意
味
を
確
認
し
て
み
る
と
、
白
人
の
中
流
階
級
的
価
値
観
を
黒
人

が
模
倣
す
る
行
為
は
、
自
身
の
地
位
向
上
や
社
会
の
受
容
の
た
め
に
必
須

の
素
養
で
あ
り
、
機
会
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
カ
ー
ト
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の

い
う
「
黒
人
ミ
メ
ー
シ
ス
」
と
は
、
黒
人
た
ち
が
顕
示
し
う
る
抑
圧
へ
の

抵
抗
と
自
治
能
力
の
証
明
と
し
て
、
白
人
社
会
に
と
っ
て
脅
威
と
な
り
え

た
の
で
あ
る（

5
）。

　

だ
と
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ク
・
ウ
ェ
ッ
ブ
が
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
に
お
け
る

北
部
的
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
の
模
倣
行
為
を
テ
ク
ス
ト
上
で
提
示
し
よ
う

と
し
た
の
は
、
や
は
り
、
白
人
社
会
に
た
い
す
る
自
由
黒
人
の
威
嚇
的
な

い
し
警
告
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。「
家
庭
礼
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り
の
あ
い
だ
に
は
「
ア
フ
リ
カ
の
血
統
の
痕
跡
な
ど
ま
る
で
な
い
よ
う
に

見
え
る
」
息
子
と
娘
が
い
て
、
や
は
り
ク
レ
ラ
ン
ス
と
エ
ミ
リ
と
い
う
名

が
与
え
ら
れ
て
い
る
（
四
）。
む
ろ
ん
、
法
律
上
は
母
親
の
エ
ミ
リ
お
よ

び
子
ど
も
た
ち
は
黒
人
奴
隷
で
あ
る
。
南
部
の
豊
か
な
農
園
で
優
し
い
夫

の
保
護
の
も
と
に
「
申
し
分
の
な
い
楽
園
」（
六
五
）
の
よ
う
な
生
活
を

送
っ
て
い
る
も
の
の
、
ゲ
ー
リ
ー
夫
人
は
自
分
の
子
ど
も
た
ち
が
奴
隷
で

あ
る
こ
と
、
も
し
事
実
上
の
奴
隷
主
で
あ
る
夫
が
亡
く
な
れ
ば
子
ど
も
た

ち
は
売
買
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
つ
ね
に
憂
い
、
白
人
と
の
法
的
な
結
婚

と
子
ど
も
の
認
知
が
可
能
な
北
部
へ
の
移
住
を
希
求
し
て
い
た
。
一
方
、

北
部
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
黒
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
暮
ら
す
エ
リ
ス
家
は
、

教
育
熱
心
な
大
工
の
父
親
と
母
親
の
エ
レ
ン
、
長
女
エ
ス
タ
、
次
女
キ
ャ

デ
ィ
、
末
息
子
チ
ャ
ー
リ
ー
の
三
人
の
子
ど
も
か
ら
な
る
「
た
い
へ
ん
り

っ
ぱ
で
勤
勉
な
黒
人
家
庭
」（
一
六
）
を
築
い
て
い
る
。
家
長
で
あ
る
エ

リ
ス
は
、
所
有
す
る
「
家
も
土
地
も
す
べ
て
」（
四
九
）
自
ら
の
勤
労
に

よ
る
成
果
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
と
す
る
元
奴
隷
だ
。
安
逸
な
日
々
を
送
る

ゲ
ー
リ
ー
家
に
た
い
し
て
つ
ね
に
精
励
す
る
エ
リ
ス
家
と
い
う
、
こ
の
南

部
と
北
部
の
対
極
的
な
両
家
に
つ
い
て
、
そ
の
生
活
背
景
が
「
南
部
の
貴

族
的
・
封
建
的
奴
隷
制
社
会
」
と
「
北
部
の
近
代
的
市
民
社
会
」
と
い
う

対
立
項
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
な
に
よ

り
も
テ
ク
ス
ト
の
基
底
に
あ
る
の
は
、
ゲ
ー
リ
ー
家
は
人
種
統
合
と
い
う

夢
想
を
、
エ
リ
ス
家
は
純
然
た
る
黒
人
種
に
よ
る
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
形

う
な
黒
人
独
自
の
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
概
念
に
立
脚
し
つ
つ
、
さ
ら
に
自

由
黒
人
た
ち
の
家
庭
風
景
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
模
倣
と
み
え
る

彼
ら
の
行
為
が
、
じ
つ
は
白
人
の
規
範
で
あ
る
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
の
反

定
立
的
提
示
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る（

8
）。

Ⅱ
　

一
八
五
七
年
に
『
ゲ
ー
リ
ー
家
と
友
人
た
ち
』
が
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
さ

れ
た
当
時
、
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
・
ス
ト
ウ
な
ら
び
に
英
国
の
奴

隷
制
廃
止
論
者
ヘ
ン
リ
ー
・
ブ
ル
ー
ム
卿
に
よ
る
序
文
が
冠
せ
ら
れ
た
こ

の
作
品
を
、
反
奴
隷
制
小
説
で
あ
ろ
う
と
期
待
し
た
読
者
は
、
デ
ヴ
リ
ー

ス
ら
二
〇
世
紀
の
読
者
と
同
様
に
難
色
や
困
惑
を
示
し
た
か
も
し
れ
な

い（
9
）。
序
文
に
て
、
ス
ト
ウ
が
「
い
ま
奴
隷
と
さ
れ
て
い
る
黒
人
種
は
、

自
由
や
自
治
、
そ
し
て
進
歩
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
」（10
）

と
疑
問
を
呈
し
た
あ
と
に
展
開
す
る
物
語
に
は
、
奴
隷
州
で
の
非
人
道
的

な
境
遇
に
置
か
れ
た
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
た
ち
の
姿
は
な
く
、
読
者
は
白
人

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
家
庭
生
活
を
営
む
北
部
自
由
黒
人
に
出
く
わ
す
か
ら
だ
。

『
ゲ
ー
リ
ー
家
と
友
人
た
ち
』
に
は
中
心
と
な
る
ふ
た
つ
の
家
族
が
登
場

す
る
。
ひ
と
つ
は
小
説
の
タ
イ
ト
ル
に
表
出
さ
れ
て
い
る
南
部
ジ
ョ
ー
ジ

ア
州
の
ゲ
ー
リ
ー
家
で
あ
る
。
そ
の
当
主
ク
レ
ラ
ン
ス
・
ゲ
ー
リ
ー
は
エ

ミ
リ
と
い
う
混
血
女
性
を
妻
に
も
つ
裕
福
な
白
人
農
園
主
で
あ
り
、
ふ
た
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ア
に
は
「
ひ
と
つ
の
巨
大
な
階
層
」
と
し
て
「〔
黒
人
〕
自
身
に
よ
る
特

異
な
社
会
」（ixx

）
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
実
際
、
こ
の
黒
人
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
は
北
部
最
大
の
自
由
黒
人
人
口
を
擁
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ジ
ェ
ー

ム
ズ
・
フ
ォ
ー
ト
ン
や
ロ
バ
ー
ト
・
パ
ー
ヴ
ィ
ス
ら
黒
人
指
導
者
た
ち
を

数
多
く
輩
出
し
、
全
国
黒
人
集
会
を
は
じ
め
と
す
る
黒
人
運
動
の
拠
点
と

し
て
も
重
要
な
北
部
黒
人
社
会
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
黒
人
富
裕
層
の
洗
練
さ
れ
た
生
活
や
黒
人
教
会
を

は
じ
め
と
す
る
、
種
々
の
整
備
さ
れ
た
組
織
の
存
在
と
い
う
点
で
も
知
ら

れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
自
由
黒
人
た
ち
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
日

常
が
展
開
さ
れ
る
一
方
で
、
じ
つ
は
酷
烈
な
人
種
差
別
に
も
さ
ら
さ
れ
、

同
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
一
八
三
四
年
か
ら
一
八
四
九
年
の
あ
い
だ
に
大
規

模
な
も
の
だ
け
で
も
六
度
に
わ
た
る
反
黒
人
暴
動
が
生
じ
て
い
る（

13
）。

『
ゲ
ー
リ
ー
家
と
友
人
た
ち
』
に
は
そ
の
よ
う
な
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の

自
由
黒
人
の
姿
や
、
小
説
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
な
る
人
種
暴
動
の
場
面

が
克
明
に

―
ふ
た
た
び
ス
ト
ウ
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
噓
い
つ
わ
り
な

く
」（xx

）

―
語
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
に
お
け

る
黒
人
た
ち
の
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
を
検
証
す
る
に
あ
た
り
、
中
流
家
庭

の
エ
リ
ス
家
や
暴
動
の
さ
い
に
中
心
地
と
な
る
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
邸
に
着
眼

す
る
こ
と
は
、
当
時
の
自
由
黒
人
を
取
り
巻
く
実
情
を
知
る
う
え
で
も
き

わ
め
て
有
効
で
あ
ろ
う
。

『
ゲ
ー
リ
ー
家
と
友
人
た
ち
』
に
お
い
て
、
黒
人
を
主
体
と
す
る
ド
メ
ス

成
の
可
能
性
を
そ
れ
ぞ
れ
に
表
象
し
て
い
る
点
だ
ろ
う（

11
）。
ゲ
ー
リ
ー
家

が
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
に
移
住
し
、
そ
の
北
部
の
地
で
こ
と
ご
と
く
悲
劇

的
な
結
末
を
迎
え
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
ゲ
ー
リ
ー
家
に
象
徴
さ
れ
る
異

人
種
間
混
淆
は
け
っ
し
て
称
揚
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ゲ
ー
リ

ー
氏
は
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
起
こ
っ
た
人
種
暴
動
の
さ
い
に
襲
撃
お
よ

び
殺
害
さ
れ
、
そ
の
と
き
身
重
で
あ
っ
た
妻
エ
ミ
リ
も
死
亡
し
、
胎
児
は

死
産
す
る
（
リ
ー
ド
フ
ァ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
混
血
の
死
産
児
は
白

人
と
黒
人
の
人
種
的
融
合
を
否
定
す
る
「
最
た
る
象
徴
」（12
）だ
と
い
え
る
）。

ま
た
、
遺
児
と
な
り
白パ

ツ

シ

ン

グ

す

る

人
と
し
て
生
き
る
息
子
の
ク
レ
ラ
ン
ス
は
の
ち
に

黒
人
で
あ
る
こ
と
が
暴
露
さ
れ
、
最
愛
の
恋
人
で
あ
る
白
人
女
性
と
の
婚

約
を
破
棄
さ
れ
た
の
ち
病
死
し
て
し
ま
う
。
唯
一
、
黒
人
と
し
て
生
き
る

こ
と
を
選
び
、
チ
ャ
ー
リ
ー
・
エ
リ
ス
と
結
婚
を
す
る
娘
の
エ
ミ
リ
の
み

が
幸
福
を
享
受
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
小
説
は
人
種
統
合
を
謳
う
わ

け
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
か
ら
さ
ま
に
反
奴
隷
制
を
領
導
す
る
わ
け
で
も
な

い
。
そ
の
意
味
で
は
、
た
ん
に
北
部
自
由
黒
人
の
中
流
家
庭
生
活
が
語
ら

れ
る
テ
ク
ス
ト
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、

エ
リ
ス
家
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
自
由
黒
人
の
家
庭
生
活
が
、
い
か
に
白
人

の
中
流
階
級
的
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
を
手
本
に
描
か
れ
て
い
よ
う
と
、
そ

こ
に
は
や
は
り
人
種
に
か
か
わ
る
思
想
の
土
台
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。

　

ス
ト
ウ
の
序
文
に
あ
る
よ
う
に
、
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
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ク
ェ
ー
カ
ー
教
徒
の
レ
イ
チ
ェ
ル
・
ハ
リ
デ
ー
夫
人
が
管
理
す
る
「
秩
序

あ
る
整
然
と
し
た
キ
ッ
チ
ン
」
と
の
対
称
性
は
、
奴
隷
制
が
市
場
と
家
庭

の
境
界
線
を
瓦
解
し
、
そ
の
不
浄
や
無
秩
序
が
家
庭
に
持
ち
込
ま
れ
る
危

険
性
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る（

15
）。

『
ゲ
ー
リ
ー
家
と
友
人
た
ち
』
の
場
合
は
ど
う
か
。
南
部
の
大
農
園
主
で

あ
る
ゲ
ー
リ
ー
家
の
自
邸
に
は
ま
さ
に
そ
の
奴
隷
制
と
い
う
「
不
浄
」
ば

か
り
か
、
そ
も
そ
も
異
人
種
間
混
淆
と
い
う
「
不
潔
」
も
浸
食
し
て
し
ま

っ
て
い
る
た
め
、
読
者
は
物
語
冒
頭
の
「
裕
福
な
南
部
農
園
主
の
家
庭
で

は
生
活
の
必
需
品
」
と
さ
れ
る
「
ご
馳
走
の
品
々
」（
一
）
で
彩
ら
れ
た

豪
奢
な
食
卓
の
う
え
に
、
言
説
上
の
不
浄
や
不
潔
を
重
ね
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
ゲ
ー
リ
ー
家
に
た
い
し
て
反
射
鏡
的
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
の
が
、「
清
潔
」
を
強
調
す
る
エ
リ
ス
家
で
あ
る
。
エ
リ

ス
家
の
清
潔
さ
は
、
お
も
に
無
類
の
掃
除
好
き
で
あ
る
次
女
の
キ
ャ
デ
ィ

に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
の
清
潔
へ
の
執
着
は
異
常
な
ほ
ど
で
、

と
き
に
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
で
さ
え
あ
り
、
と
り
わ
け
コ
ミ
カ
ル
に
描
か
れ
る

キ
ャ
デ
ィ
の
清
潔
志
向
は
、「
感
傷
的
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
」
と
嘲
弄
す
る
デ

ヴ
リ
ー
ス
の
よ
う
な
読
者
で
あ
れ
ば
、
諷
刺
画
家
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
レ
イ

に
よ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
黒
人
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
を
喚
起
す
る
の
だ
ろ
う（

16
）。

し
か
し
、
ク
レ
イ
的
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
を
黒
人
で
あ
る
ウ
ェ
ッ
ブ
自
身
が
自

虐
的
に
テ
ク
ス
ト
化
す
る
こ
と
は
、
じ
つ
は
キ
ャ
デ
ィ
の
清
潔
志
向
が
白

人
の
そ
れ
と
は
異
質
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

テ
ィ
シ
テ
ィ
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
が
依

拠
す
る
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
と
い
う
概
念
は
、
清
潔
な

0

0

0

家
庭
と
い
う
女
性

の
領
域
を
基
盤
と
す
る
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
政
治
化
さ

れ
る
作
用
、
な
い
し
そ
の
有
り
よ
う
を
さ
し
、
ふ
た
た
び
セ
ア
ラ
・
ヘ
イ

ル
の
表
現
を
拝
借
す
る
と
、
そ
れ
は
「
弊
風
」
と
み
な
さ
れ
た
男
性
的
空

間
で
あ
る
市
場
と
の
性
差
的
な
対
立
領
域
と
な
っ
て
い
る
。
こ
と
に
ア
ン

テ
ベ
ラ
ム
期
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
奴
隷
制
に
よ
っ
て
家
庭
内
に
混
入

さ
れ
る
「
不
浄
」（
無
秩
序
）
か
ら
家
庭
の
「
清
潔
さ
」
を
救
出
す
る
必

要
性
が
生
じ
る
た
め
、
奴
隷
制
（
不
浄
・
無
秩
序
）
に
抗
し
て
求
め
ら
れ

る
家
庭
内
の
秩
序
こ
そ
が
、
言
説
上
の
「
清
潔
さ
」
と
し
て
捉
え
ら
れ

る（
14
）。
こ
の
よ
う
な
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
と
奴
隷
制
の
関
係
を
社
会
改
革

と
し
て
目
指
し
た
（
つ
ま
り
は
、
政
治
化
し
た
）
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
文

学
の
テ
ク
ス
ト
と
い
え
ば
、
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
・
ス
ト
ウ
の

『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』（
一
八
五
二
）
が
代
表
的
で
あ
ろ
う
。
ジ
リ

ア
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
る
「
ダ
イ
ナ
の
キ
ッ
チ
ン
」
の
分
析
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
共
和
制
初
期
の
「
共
和
国
の
母
」
か
ら
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の

「
真
の
女
性
ら
し
さ
」
に
い
た
る
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
の
政
治
化
と
い
う

伝
統
に
お
い
て
、
ま
さ
に
政
治
的
な
社
会
改
革
と
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
を

融
合
さ
せ
た
テ
ク
ス
ト
が
、
こ
の
反
奴
隷
制
家
庭
小
説
の
な
か
で
実
現
さ

れ
て
い
る
。
女
性
の
聖
域
と
さ
れ
る
キ
ッ
チ
ン
の
描
写
に
か
ん
し
て
、
黒

人
奴
隷
ダ
イ
ナ
が
主
導
す
る
南
部
の
「
無
秩
序
な
キ
ッ
チ
ン
」
と
、
北
部
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う
役
割
を
果
た
す
。
彼
女
に
は
ゲ
ー
リ
ー
家
を
蝕
む
よ
う
な
市
場
と
家
庭

空
間
の
混
乱
や
、
異
人
種
間
混
淆
の
「
不
潔
」
を
食
い
止
め
う
る
潜
在
力

や
実
行
力
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
白
人
の
清
潔
好
き

を
ま
ね
る
と
い
う
、
い
っ
け
ん
ク
レ
イ
的
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
を
穏
や
か
に
パ

ロ
デ
ィ
化
す
る
ウ
ェ
ッ
ブ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
実
際
に
は
キ
ャ
デ
ィ
の
清
掃

行
為
そ
れ
自
体
に
み
る
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
力
こ
そ
が
、
自
由
黒
人
の
ド

メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
だ
。

　

で
は
な
ぜ
、
本
来
な
ら
ば
ハ
ウ
ス
キ
ー
パ
ー
と
し
て
「
家
庭
の
帝
国
」

を
掌
握
す
る
母
親
の
役
目
が
、
エ
リ
ス
夫
人
に
課
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
エ
レ
ン
・
エ
リ
ス
は
法
的
に
は
自
由
黒
人
で
あ
っ
て
も
、
針
子
で

あ
る
彼
女
と
得
意
先
で
あ
る
白
人
女
性
ト
マ
ス
夫
人
と
の
関
係
に
み
ら
れ

る
よ
う
に
、
ま
る
で
女
主
人
に
追
従
す
る
黒
人
召
使
い
の
よ
う
な
人
物
で

あ
る
（
じ
じ
つ
、
エ
レ
ン
は
ト
マ
ス
家
の
召
使
い
奉
公
を
し
て
い
た
過
去

を
も
つ
）。
エ
レ
ン
が
ト
マ
ス
夫
人
に
息
子
の
チ
ャ
ー
リ
ー
の
教
育
に
つ

い
て
相
談
し
た
さ
い
、「
ナ
ン
セ
ン
ス
で
す
よ
、
エ
レ
ン
！〔
…
…
〕
黒
人

の
子
に
ラ
テ
ン
語
や
ギ
リ
シ
ア
語
が
何
の
役
に
立
つ
と
い
う
の
で
す
？
」

（
二
五
）
と
押
し
切
ら
れ
、
ト
マ
ス
夫
人
の
忠
告
に
従
っ
て
チ
ャ
ー
リ
ー

を
ト
マ
ス
家
に
奉
公
に
出
し
て
し
ま
う
の
だ
。
ウ
ェ
ッ
ブ
の
テ
ク
ス
ト
に

お
い
て
、
黒
人
が
白
人
家
庭
に
奉
公
す
る
こ
と
の
罪
深
さ
は
明
確
に
語
ら

れ
て
い
る
。
エ
リ
ス
家
の
隣
人
で
黒
人
指
導
者
的
人
物
で
あ
る
ウ
ォ
ル
タ

ー
ズ
は
、
チ
ャ
ー
リ
ー
が
ト
マ
ス
家
で
奉
公
し
て
い
る
と
い
う
知
ら
せ
を

　

ス
ト
ウ
や
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
ら
の
説
く
「
清
潔
」
が
、
家
庭

の
主
婦
の
「
整
頓
」
や
「
秩
序
」
の
習
慣
の
確
立
に
あ
っ
た
と
す
る
と（

17
）、

エ
リ
ス
家
の
そ
れ
は
掃
除
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
を
さ
す
。
そ
こ
に
、
自

由
黒
人
た
ち
が
創
出
し
よ
う
と
す
る
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
特
有
の
清
潔
へ

の
欲
求
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

キ
ャ
デ
ィ
は
訪
問
客
が
く
る
と
い
う
知
ら
せ
に
か
な
り
立
腹
し
た
よ
う

す
だ
っ
た
。
彼
女
は
こ
う
宣
っ
た
の
で
あ
る
。
何
も
か
も
が
ふ
さ
わ
し

く
な
い
わ
。
家
が
見
る
に
堪
え
な
い
ほ
ど
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
状
態
よ
。

腰
を
下
ろ
す
場
所
さ
え
ほ
と
ん
ど
な
い
じ
ゃ
な
い
。
す
る
と
彼
女
は
、

午
後
に
元
気
よ
く
床
み
が
き
や
掃
き
掃
除
を
す
る
た
め
の
準
備
に
取
り

か
か
っ
た
の
で
あ
る
（
四
五
）。

エ
リ
ス
家
の
家
庭
は
け
っ
し
て
整
然
と
し
た
状
態
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
状
態
」（a state of disorder

）
に
あ
り
、

こ
の
無
秩
序
は
と
う
ぜ
ん
奴
隷
制
の
「
不
浄
」
を
想
起
さ
せ
る
。
だ
が
、

キ
ャ
デ
ィ
は
「
わ
き
目
も
ふ
ら
ず
に
小
さ
な
客
間
を
占
拠
し
て
、
た
ち
ま

ち
驚
く
ば
か
り
の
き
れ
い
な
状
態
（an astonishing state of cleanli-

ness

）
に
し
て
」
し
ま
う
（
四
五
）。「
誰
よ
り
も
根
気
の
あ
る
家ハ
ウ
ス
キ
ー
パ
ー

政
担
当
」

（
一
六
）
と
渾
名
さ
れ
る
キ
ャ
デ
ィ
こ
そ
が

―
元
奴
隷
の
母
親
エ
レ
ン

で
は
な
く

―
家
庭
内
の
汚
れ
を
一
掃
し
、
一
家
の
清
潔
の
守
り
手
と
い
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を
担
う
白
人
弁
護
士
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
の
「
陰
気
で
生
気
が

な
く
、
か
び
臭
く
不
快
な
空
気
を
漂
わ
せ
て
」
い
る
彼
の
「
薄
汚
い
」
仕

事
場
や
、「
世
間
に
見
捨
て
ら
れ
た
よ
う
な
顔
つ
き
の
」
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

系
白
人
移
民
が
た
む
ろ
す
る
酒
場
（
一
七
三
）
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
ス
テ

ィ
ー
ヴ
ン
ス
こ
そ
人
種
暴
動
の
首
謀
を
つ
と
め
、
ク
レ
ラ
ン
ス
・
ゲ
ー
リ

ー
を
殺
害
す
る
人
物
で
あ
り
（
彼
は
富
裕
黒
人
で
あ
る
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
と
、

黒
人
の
妻
を
も
つ
ゲ
ー
リ
ー
と
そ
の
家
族
に
憎
悪
の
念
を
抱
く
）、
ま
た
、

自
由
黒
人
を
敵
視
す
る
白
人
移
民
た
ち
は
、
暴
動
を
起
こ
す
群
集
で
あ
る
。

彼
ら
の
占
取
す
る
場
は
そ
の
空
間
の
物
理
的
な
不
衛
生
と
、
白
人
た
ち
の

奸
策
を
め
ぐ
ら
す
「
不
潔
さ
」
を
強
調
し
、「
汚
れ
」
を
撃
退
し
よ
う
と

努
力
す
る
エ
リ
ス
家
の
家
庭
と
は
対
極
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
エ
リ
ス
家
に
体
現
さ
れ
る
黒
人
主
体
の
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ

に
関
連
し
て
、
家
庭
の
外
部
空
間
に
着
目
し
て
み
た
い
。「
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン
ス
氏
、
悪
者
の
手
に
落
ち
る
」
と
題
さ
れ
た
第
一
八
章
に
は
、
研
究
者

た
ち
か
ら
注
目
さ
れ
る
「
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
の
変
装
に
よ
る
人
種
と
階
級

の
横
断
」
の
場
面
が
あ
る（

18
）。
人
種
暴
動
計
画
が
準
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
な

か
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
は
自
身
の
素
性
を
隠
し
て
下
層
階
級
の
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
系
移
民
ら
に
紛
れ
込
む
た
め
、
古
着
屋
で
変
装
を
す
る
。
彼
は
「
ひ

ど
く
み
す
ぼ
ら
し
い
、
く
す
ん
だ
茶
色
で
特
異
な
裁
ち
方
を
さ
れ
た
コ
ー

ト
」
を
着
込
み
、
鏡
の
な
か
の
自
分
に
驚
い
て
し
ま
う
ほ
ど
「
完
璧
」
に

労
働
者
階
級
移
民
に
化
け
る
の
で
あ
る
（
一
八
四
）。
結
局
そ
の
夜
に
悪

受
け
、
次
に
よ
う
に
厳
し
く
問
い
た
だ
す
。

あ
ん
な
に
頭
の
よ
い
子
を
召
使
い
に
出
す
な
ん
て
、
恥
ず
べ
き
こ
と
だ
。

〔
…
…
〕
あ
の
年
齢
の
子
ど
も
が
い
ち
ば
ん
し
て
は
い
け
な
い
の
が
召

使
い
奉
公
だ
。
固
定
給
で
働
い
て
、
そ
れ
に
頼
る
習
慣
が
い
っ
た
ん
身

に
つ
く
と
、
大
人
に
な
っ
た
と
き
に
、
こ
の
さ
き
一
生
そ
れ
だ
け
の
月

給
が
保
証
さ
れ
れ
ば
文
句
な
く
幸
せ
だ
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。

ト
マ
ス
家
の
ロ
バ
ー
ツ
の
よ
う
な
間
抜
け
で
卑
屈
な
人
間
に
な
っ
て
も

い
い
の
か
？（
六
二
）

ひ
と
た
び
従
属
関
係
に
慣
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
習
癖
か
ら
抜
け
出
す
こ

と
の
困
難
さ
が
召
使
い
奉
公
に
は
伴
い
、
そ
し
て
、
た
と
え
黒
人
が
賃
金

の
得
ら
れ
る
「
自
由
労
働
」
に
従
事
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
事
実

上
の
家
内
奴
隷
と
な
る
こ
と
に
等
し
い
と
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
は
忠
告
す
る
。

汚
れ
（
奴
隷
制
）
を
家
庭
か
ら
閉
め
出
す
べ
き
母
親
自
身
が
、
逆
に
自
分

の
息
子
を
奴
隷
制
と
い
う
「
不
浄
」
の
な
か
に
組
み
込
ん
で
し
ま
う
。
そ

れ
ゆ
え
エ
リ
ス
夫
人
に
は
、
家
庭
の
衛
生
を
守
る
母
親
的
・
家
庭
的
権
能

が
付
与
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
キ
ャ
デ
ィ
と
い
う
優
秀
な
ハ
ウ
ス
キ
ー
パ
ー
に
よ
っ
て
保
護
さ

れ
る
エ
リ
ス
家
の
家
庭
の
内
部
空
間
は
、
家
庭
外
部
の
白
人
た
ち
の
空
間

に
よ
っ
て
も
顕
著
な
対
称
性
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
作
品
の
「
悪
」
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を
開
か
な
い
こ
と
に
し
た
」〔
一
九
〇
〕）。
さ
ら
に
黒
人
化
し
た
ス
テ
ィ

ー
ヴ
ン
ス
を
石
灰
で
「
白
人
化
」
さ
せ
、
議
員
へ
の
立
候
補
と
い
う
政
治

的
権
利
を
供
与
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
ア
ン
ナ
・
エ
ン
グ
ル
に
よ
れ
ば
、
南

北
戦
争
前
後
期
に
お
け
る
「
階
級
差
を
認
め
た
が
ら
な
い
」
ア
メ
リ
カ
民

主
主
義
社
会
で
は
、
階
級
問
題
を
人
種
論
に
す
り
か
え
て
議
論
す
る
言
説

が
数
多
く
存
在
し
た
と
い
う
。
そ
れ
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
移
民
が
ア
フ
リ

カ
系
ア
メ
リ
カ
人
を
「
黒
人
化
」
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
は
「
白

さ
」
を
得
て
（
つ
ま
り
は
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
獲
得
し

て
）、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
隷
属
状
態
を
正
当
化
す
る
人
種
差
別

主
義
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る（

19
）。
す
る
と
、
ひ
と
り
の
白
人
男

性
に
生
じ
た
階
級
的
・
人
種
的
横
断
の
場
面
は
、
次
の
よ
う
に
読
む
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。「
階
級
」
に
流
動
的
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
の
と
同

様
に
、「
人
種
」
も
ま
た
流
動
的
で
あ
る

―
い
う
な
れ
ば
、
人
為
的
で

あ
る
。
ウ
ェ
ッ
ブ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
レ
イ
的
カ
リ
カ
チ

ュ
ア
に
み
ら
れ
る
黒
人
観
や
、
当
時
の
似
非
生
物
学
的
見
解
に
も
と
づ
く

人
種
観
な
ど（

20
）、
巧
妙
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
人
種
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

異
論
を
唱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
が
よ
う
や
く
自
宅
に
戻
っ
た
と
き
、
彼
の
妻
は
玄
関

口
に
現
れ
た
「
真
っ
黒
顔
」
の
「
見
る
も
お
ぞ
ま
し
い
姿
」
に
ひ
る
ん
で

し
ま
う
も
の
の
、
そ
れ
が
夫
で
あ
る
と
わ
か
る
と
、
彼
女
は
玄
関
の
「
ド

ア
を
閉
め
て
鍵
を
か
け
、
奥
の
部
屋
へ
と
夫
に
つ
い
て
行
っ
た
」（
一
九

事
は
行
わ
れ
ず
、
そ
の
姿
の
ま
ま
帰
宅
の
途
に
つ
く
の
だ
が
、
じ
つ
は
ス

テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
は
「
悪
名
高
い
消
防
団
員
」
の
衣
装
を
ま
と
っ
て
お
り
、

彼
が
ま
さ
に
歩
い
て
い
る
そ
の
地
域
周
辺
は
「
も
っ
と
も
悪
質
で
も
っ
と

も
勢
力
の
あ
る
敵
陣
営
の
ま
っ
た
だ
中
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
一
八
六
）。

不
幸
に
も
消
防
自
警
団
に
遭
遇
し
て
し
ま
っ
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
は
、
リ

ン
チ
を
受
け
て
し
ま
う
。「
彼
の
唇
は
コ
ン
ゴ
の
黒
人
顔
に
み
る
そ
れ
よ

り
も
大
き
く
ふ
く
れ
あ
が
り
、
片
眼
が
驚
く
ほ
ど
腫
れ
あ
が
っ
て
い
た
。

身
体
に
タ
ー
ル
を
塗
ら
れ
た
せ
い
で
、
彼
の
姿
は
読
者
が
想
像
さ
え
つ
か

な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
」（
一
八
九
）。
一
団
が
去
る
と
さ
ら
に
不
幸
な

こ
と
に
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
と
階
級
を
同
じ
く
す
る
「
身
な
り
の
き
ち
ん

と
し
た
」
男
た
ち
に
囲
ま
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
な
か
に
は
知
人
も
い
た
た

め
聾
啞
で
あ
る
こ
と
を
装
っ
た
が
、
や
は
り
彼
ら
か
ら
も
虐
待
を
受
け
る
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
の
身
体
を
樽
の
水
に
繰
り
返
し
投
げ
込
み
、
そ
し
て
最

後
に
、
彼
の
顔
に
石
灰
を
こ
す
り
つ
け
よ
う
と
す
る
（
一
九
〇
―
一
九

一
）。「

―
邪
魔
し
な
い
で
く
だ
さ
い
よ
。
こ
い
つ
を
白
人
に
し
て
や
る

ん
で
す
。
立
派
な
同
胞
に
し
て
、
国
会
議
員
に
立
候
補
さ
せ
て
あ
げ
ま
し

ょ
う
よ
」（
一
九
一
）。
こ
の
「
白
人
化
」
は
か
ろ
う
じ
て
回
避
さ
れ
る
。

　

生
粋
の
ア
メ
リ
カ
白
人
で
中
流
階
級
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
が
、
ま
ず
は

「
変
装
」（
一
八
四
）
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
労
働
者
階
級
へ
と
民

族
的
・
階
級
的
横
断
を
し
、
か
つ
、
タ
ー
ル
塗
り
と
い
う
「
黒
人
化
」
に

よ
っ
て
声
を
奪
わ
れ
る
（「
声
で
正
体
が
見
抜
か
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
口
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り
を
「
元
気
よ
く
」
駈
け
ゆ
く
姿
に
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
が
「
ジ
ョ
ー

ジ
ア
と
は
だ
い
ぶ
違
う
」
と
つ
ぶ
や
か
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
す
を
見
せ
る

（
一
二
〇
）。

　

黒
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
衛
生
上
の
清
潔
さ
や
、
学
童
に
み
る
教
育
理
念

上
の
公
正
さ
に
加
え（

21
）、
ゲ
ー
リ
ー
を
も
っ
と
も
驚
か
せ
た
の
は
、
ウ
ォ

ル
タ
ー
ズ
に
み
る
人
物
像
と
そ
の
自
邸
で
あ
ろ
う
。
不
動
産
業
を
営
む
ウ

ォ
ル
タ
ー
ズ
は
、
莫
大
な
財
を
私
有
す
る
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
随
一
の
黒

人
富
者
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
黒
人
に
た
い
す
る
人
種
言
説
を
対
蹠
化

す
る
か
の
よ
う
に
、「
身
長
は
六
フ
ィ
ー
ト
を
超
え
、
す
ば
ら
し
く
均
整

が
と
れ
て
お
り
、
漆
黒
の
顔
と
滑
ら
か
で
つ
や
や
か
な
肌
」
の
持
ち
主
で

あ
り
、「
鷲
鼻
に
細
い
唇
、
広
い
顎
は
、
ア
フ
リ
カ
人
の
容
姿
と
は
正
反

対
で
、
た
い
へ
ん
非
凡
な
顔
立
ち
」（
一
二
一
―
一
二
二
）
で
あ
る
と
形

容
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
マ
ル
ヴ
ィ
に
よ
れ

ば
、
ア
フ
ラ
・
ベ
ー
ン
の
『
オ
ル
ノ
コ
』（
一
六
八
八
）
か
ら
マ
ー
テ
ィ

ン
・
デ
ィ
レ
ー
ニ
ー
の
『
ブ
レ
イ
ク
』（
一
八
五
九
―
六
二
）
に
い
た
る

ま
で
の
、「
英
雄
的
奴
隷
」
と
い
う
系
列
上
に
あ
る
純
血
の
黒
人
男
性
と

目
さ
れ
、
た
と
え
ば
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ェ
ル
ズ
・
ブ
ラ
ウ
ン
の
『
ク
ロ

ー
テ
ル
』（
一
八
五
三
）
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
「
悲
劇
の
混
血
人
」

と
は
一
線
を
画
す
特
徴
が
あ
る
と
い
う（

22
）。
そ
の
非
ア
フ
リ
カ
的
な
容
貌

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ゲ
ー
リ
ー
が
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
を
は
じ
め
て
訪
問
し
、

客
間
に
案
内
さ
れ
た
さ
い
に
描
写
さ
れ
る
彼
の
邸
宅
は
、
ゲ
ー
リ
ー
が

二
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
安
全
性
が
確
保
さ
れ
た
家
庭
空
間
に
お
い
て
、

妻
は
夫
の
顔
か
ら
タ
ー
ル
を
拭
お
う
と
悪
戦
苦
闘
す
る
。
と
こ
ろ
が
「
彼

の
腫
れ
あ
が
っ
た
顔
か
ら
皮
膚
が
だ
い
ぶ
擦
り
剝
が
さ
れ
て
（scraped 

off

）」（
一
九
三
）
し
ま
う
よ
う
に
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
家
で
の
「
汚
れ
」

の
除
去
と
い
う
清
掃
行
為
は
、
清
潔
さ
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
ド
メ
ス
テ

ィ
ッ
ク
な
機
能
と
い
う
よ
り
も
、
文
字
通
り
、
剝
が
さ
れ
た
皮
膚
の
下
に

は
は
た
し
て
何
が
あ
る
の
か
と
い
う
人
種
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
為
性
を
問
う

描
写
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

Ⅲ
　

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
移
民
た
ち
の
不
衛
生
さ
と
は
異

な
り
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
黒
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
「
世
界
で
も
っ
と

も
静
か
で
清
潔
な
町
の
ひ
と
つ
」（
一
一
五
）
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
地

に
到
着
し
た
ば
か
り
の
南
部
人
ゲ
ー
リ
ー
夫
妻
の
眼
に
よ
っ
て
も
認
識
さ

れ
て
い
る
。「
な
ん
て
す
て
き
な
と
こ
ろ
な
の
！

す
べ
て
が
明
る
く
て

真
新
し
い
わ
。
ま
る
で
舗
道
も
玄
関
口
も
、
一
日
二
回
は
掃
き
掃
除
を
さ

れ
て
い
る
よ
う
。
ね
え
、
あ
の
家
は
染
み
の
ひ
と
つ
も
な
い
わ
」（
一
一

六
）。
夫
人
は
馬
車
か
ら
見
え
る
黒
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
清
潔
さ
に
よ
っ

て
、
南
部
で
の
陰
鬱
な
精
神
状
態
か
ら
本
来
の
明
る
さ
を
取
り
戻
す
。
夫

の
ほ
う
も
ま
た
、
黒
人
の
子
ど
も
た
ち
が
教
科
書
入
り
の
鞄
を
抱
え
て
通
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三
）
と
述
べ
る
と
き
、
読
者
は
こ
の
肖
像
画
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
黒
人

の
資
質
が
、
ま
さ
し
く
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
そ
の
人
に
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
予
知
す
る
。
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
の
自
邸
（
家
庭
空
間
）
は
た
ん
な
る
白
人

上
流
階
級
家
庭
の
模
写
で
は
な
く
、
黒
人
革
命
の
闘
士
と
な
り
う
る
人
物

造
形
の
場
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
指
導
者
と

し
て
の
彼
の
能
力
は
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
が
画
策
す
る
人
種
暴
動
に
よ
っ

て
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
人
種
」
を
理
由
と
し

た
暴
力
行
為
が
、
家
庭
空
間
に
お
い
て
展
開
お
よ
び
帰
結
さ
れ
て
い
る
点

に
焦
点
を
当
て
た
い
。

『
ゲ
ー
リ
ー
家
と
友
人
た
ち
』
に
描
か
れ
て
い
る
人
種
暴
動
は
、
一
八
三

四
年
か
ら
一
八
四
九
年
の
間
に
実
際
に
起
こ
っ
た
複
数
の
反
黒
人
暴
動
が

組
み
合
わ
さ
れ
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
さ
れ
て
い
る（

24
）。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と

は
い
え
、
小
説
で
は
お
よ
そ
五
〇
頁
分
が
暴
動
場
面
に
割
か
れ
、
白
人
暴

徒
が
黒
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
攻
撃
す
る
描
写
は
圧
巻
で
あ
り
、
ア
ン
テ
ベ

ラ
ム
期
の
反
黒
人
暴
動
と
い
う
社
会
的
・
歴
史
的
現
実
を
読
者
に
提
供
し

て
い
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
を
ウ
ェ
ッ
ブ
の
小
説
に
お
け
る
大
き
な
功
績

の
ひ
と
つ
と
し
て
数
え
あ
げ
る
研
究
者
も
い
る（

25
）。
暴
動
に
よ
り
、
ゲ
ー

リ
ー
夫
妻
の
殺
害
と
胎
児
の
死
産
、
エ
リ
ス
氏
の
身
体
的
・
精
神
的
損
傷
、

エ
リ
ス
家
の
焼
失
な
ど
の
数
々
の
悲
劇
が
生
じ
、
登
場
人
物
た
ち
の
そ
の

後
の
人
生
を
大
き
く
揺
る
が
す
が
、
ま
さ
に
こ
の
人
種
暴
動
こ
そ
が
黒
人

家
庭
の
領
域
を
人
種
闘
争
の
爆
心
地
に
さ
せ
、
黒
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
堅

「
す
っ
か
り
驚
愕
し
て
し
ま
う
ほ
ど
」
の
「
気
品
」
が
あ
り
、「
巨
万
の
富

の
み
な
ら
ず
、
洗
練
さ
れ
た
趣
味
や
優
雅
な
嗜
好
」
を
示
し
て
い
た
（
一

二
一
）。
内
部
空
間
は
、
た
だ
一
点
を
の
ぞ
け
ば
白
人
上
流
階
級
を
模
倣

し
た
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
が
具
現
化
さ
れ
て
い
る

―
つ
ま
り
、
客
間
に

「
あ
る
黒
人
将
校
の
肖
像
画
」（
一
二
一
）
が
飾
ら
れ
て
い
た
こ
と
以
外
は
。

ゲ
ー
リ
ー
は
、
白
人
家
庭
で
は
け
っ
し
て
眼
に
す
る
こ
と
の
あ
り
え
な
い

「
将
軍
の
格
好
を
し
た
黒
人
」
像
に
釘
づ
け
に
な
り
、「
い
や
、
ま
っ
た
く
、

相
当
め
ず
ら
し
い
も
の
で
す
な
。〔
…
…
〕
と
く
に
、
わ
た
し
の
よ
う
な

南
部
出
身
の
者
に
と
っ
て
は
。
こ
れ
は
誰
な
の
で
す
？
」
と
た
ず
ね
る
と
、

ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
は
「
ト
ゥ
ー
サ
ン
・
ル
ヴ
ェ
ル
テ
ュ
ー
ル
」
と
返
答
す
る

（
一
二
三
）。

　

多
く
の
白
人
奴
隷
制
廃
止
論
者
に
と
っ
て
、
ハ
イ
チ
革
命
の
英
雄
的
黒

人
指
導
者
で
あ
る
ト
ゥ
ー
サ
ン
・
ル
ヴ
ェ
ル
テ
ュ
ー
ル
が
自
由
と
平
等
の

象
徴
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
じ
つ
は
南
部
の
白
人
農

園
主
た
ち
に
と
っ
て
も
、
仏
領
サ
ン＝

ド
マ
ン
グ
に
お
い
て
黒
人
奴
隷
を

管
理
し
、
事
実
上
の
植
民
地
支
配
者
で
あ
っ
た
ト
ゥ
ー
サ
ン
に
つ
い
て
の

才
能
は
す
ぐ
れ
て
好
意
的
に
評
価
さ
れ
て
い
た（

23
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

場
面
に
お
け
る
ゲ
ー
リ
ー
の
ト
ゥ
ー
サ
ン
に
つ
い
て
の
無
知
は
、
彼
が
プ

ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
営
者
と
し
て
の
能
力
に
疑
念
を
起
こ
さ
せ
る
一
方
、

軍
装
の
ト
ゥ
ー
サ
ン
の
肖
像
画
を
仰
ぐ
ゲ
ー
リ
ー
が
、「
こ
の
人
物
は
自

分
の
信
念
を
行
動
で
ま
っ
と
う
さ
せ
る
タ
イ
プ
の
よ
う
で
す
な
」（
一
二
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が
あ
る
。
こ
の
熱
湯
の
正
体
を
確
か
め
よ
う
と
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
が
二
階
へ

と
急
ぐ
と
、
キ
ャ
デ
ィ
と
キ
ン
チ
が
湯
沸
か
し
釜
に
唐
辛
子
入
り
の
熱
湯

を
準
備
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
わ
た
し
た
ち
は
熱
湯
で
闘
う
わ
。
み
て
」
と
キ
ャ
デ
ィ
は
柄
杓
を

持
ち
あ
げ
た
。「
こ
れ
が
わ
た
し
の
武
器
よ
。
や
つ
ら
は
キ
ー
キ
ー
泣

く
と
思
う
わ
」。

　
「
よ
く
や
っ
た
、
キ
ャ
デ
ィ
。〔
…
…
〕
非
常
に
よ
く
や
っ
て
く
れ
た
。

す
っ
か
り
や
つ
ら
を
追
い
出
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。〔
…
…
〕
熱
湯

を
た
っ
ぷ
り
と
用
意
し
て
お
い
て
く
れ
た
ま
え
」（
二
一
四
―
二
一
五
）。

キ
ャ
デ
ィ
は
や
か
ん
や
柄
杓
の
他
に
も
、
キ
ン
チ
が
仕
掛
け
た
と
い
う

「
柄
の
端
に
大
き
な
ブ
リ
キ
缶
を
ぶ
ら
下
げ
た
箒
」
を
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
に

披
露
す
る
（
二
一
五
）。
キ
ャ
デ
ィ
た
ち
の
闘
い
ぶ
り
を
「
幼
稚
な
秘
密

兵
器
」（26
）に
よ
る
も
の
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、

家
庭
的
小
物
を
武
器
に
家
庭
内
の
安
全
な
「
上
階
」
か
ら
防
衛
を
遂
行
し

て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
い
わ
ば
防
衛
の
指
揮
官
で
あ
り
、
ト
ゥ
ー
サ
ン
・

ル
ヴ
ェ
ル
テ
ュ
ー
ル
に
な
ぞ
ら
れ
る
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
に
よ
っ
て
、
キ
ャ
デ

ィ
が
入
り
口
の
守キ
ー
パ
ー

り
手
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
キ
ャ
デ
ィ
は
母
親

の
エ
レ
ン
に
は
で
き
な
い
重
要
な
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
役
割
、
す
な
わ
ち
、

白
人
暴
徒
と
い
う
「
汚
れ
」
の
侵
入
を
防
ぎ
、
一
掃
す
る
と
い
う

固
に
す
る
も
の
と
し
て
、
黒
人
た
ち
の
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
が
白
人
の
規

範
と
は
異
な
る
か
た
ち
で
出
現
す
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
。

　

黒
人
た
ち
は
白
人
暴
徒
に
た
い
す
る
防
衛
の
た
め
に
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ

邸
に
結
集
す
る
。
同
じ
黒
人
中
流
階
級
で
も
エ
リ
ス
家
の
よ
う
な
中
庸
の

経
済
力
を
も
つ
黒
人
か
ら
、
チ
ャ
ー
リ
ー
・
エ
リ
ス
の
悪
友
キ
ン
チ
の
よ

う
な
貧
困
の
黒
人
に
い
た
る
ま
で
、
貧
富
差
を
超
え
て
黒
人
た
ち
が
そ
の

場
に
集
い
、
家
庭
と
い
う
空
間
を
基
盤
に
黒
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
互
助
的

か
つ
政
治
闘
争
的
機
能
が
強
化
さ
れ
て
い
く
。「
要
塞
」（
二
〇
三
）
と
化

し
た
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
邸
で
は
彼
の
指
揮
の
も
と
に
黒
人
た
ち
が
応
戦
す
る

と
い
う
緊
迫
し
た
状
況
と
な
る
が
、
で
は
、
こ
の
よ
う
な
家
庭
と
い
う
女

性
的
空
間
で
あ
る
と
同
時
に
闘
争
の
砦
と
な
っ
た
非
女
性
的
な
場
に
お
い

て
、
エ
リ
ス
家
の
女
性
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
母
親
の
エ
レ
ン
は
大
量
の
銃
や
弾
薬
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、

「
な
ん
て
恐
ろ
し
い
！

こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
武
器
が
散
ら
ば
っ
て
い

る
な
ん
て
、
気
が
ど
う
に
か
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
わ
」（
二
〇
四
）
と

恐
怖
心
を
隠
せ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
一
家
の
ハ
ウ
ス
キ
ー
パ
ー
で
あ
る
掃

除
魔
の
次
女
キ
ャ
デ
ィ
は
、
き
わ
め
て
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

0

0

0

0

0

0

0

0

闘
い
を
キ
ン

チ
と
と
も
に
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　

つ
い
に
白
人
た
ち
が
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
邸
に
侵
入
し
、
黒
人
側
の
防
戦
が

破
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、
邸
内
の
「
上
階
」
か
ら
暴
徒
ら
の
頭
に

「
ひ
り
ひ
り
と
灼
け
る
湯
」（
二
一
四
）
が
ま
か
れ
、
危
機
を
免
れ
る
場
面
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倣
を
超
え
た
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
黒
人
女
性
像
に
仕
立
て
あ
げ
、
同
時
に
、
白

人
女
性
た
ち
が
「
女
性
ら
し
く
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
ら
し
く
」
あ
ろ
う
と
す

る
こ
と
の
意
味
の
問
い
直
し
を
も
迫
る
。
つ
ま
り
、
家
庭
空
間
で
の
人
種

暴
動
（
清
掃
作
業
）
を
つ
う
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
黒
人
独
自
の
ド
メ
ス

テ
ィ
シ
テ
ィ
は
、
そ
の
原
理
的
な
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ

―
人
種
間
ヒ
エ

ラ
ル
キ
ー
を
解
消
す
る
は
ず
の
、
キ
リ
ス
ト
教
的
・
道
徳
的
感
化
力
、
す

な
わ
ち
、
女
性
の
「
感
傷
の
力
」（27
）

―
へ
の
懐
疑
を
も
浮
き
上
が
ら
せ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
疑
念
を
と
も
な
う
白
人
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
の
あ
る

種
の
胡
散
臭
さ
は
、
た
と
え
ば
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
の
妻
や
彼
女
を
取
り

巻
く
中
流
階
級
の
白
人
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
も
描
写
さ
れ
て
い
る
。
隣
人

と
な
っ
た
エ
ミ
リ
・
ゲ
ー
リ
ー
が
黒
人
だ
と
知
っ
た
と
た
ん
、
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
ス
夫
人
が
ゲ
ー
リ
ー
家
の
子
ど
も
た
ち
を
学
校
か
ら
閉
め
出
す
た
め

の
画
策
を
開
始
し
、
彼
女
は
そ
の
工
作
の
た
め
に
、
友
人
で
あ
る
キ
ニ
ー

夫
人
や
学
校
教
師
ミ
ス
・
ジ
ョ
ー
ダ
ン
を
訪
れ
る
場
面
が
あ
る
。
キ
ニ
ー

夫
人
は
「
パ
タ
ゴ
ニ
ア
伝
道
の
た
め
の
女
性
宣
教
師
の
会
」（
一
五
四
）

を
主
催
す
る
人
道
的
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
り
、
ま
た
、
ミ
ス
・
ジ
ョ
ー
ダ

ン
は
「
ほ
ん
の
わ
ず
か
ア
フ
リ
カ
人
の
血
が
母
親
に
あ
る
だ
け
で
、
子
ど

も
た
ち
を
追
い
出
す
な
ん
て
不
当
で
す
し
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
ら
し
く
あ
り

ま
せ
ん
」（
一
五
七
）
と
断
言
す
る
ほ
ど
の
敬
虔
な
信
者
で
あ
る
が
、
結

局
ふ
た
り
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
夫
人
の
思
惑
通
り
に
黒
人
姉
弟
の
退
学
に

荷
担
し
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、
北
部
の
白
人
女
性
ら
が
規
範
と
す
る

家ハ

ウ

ス

キ

ー

パ

ー

庭
＝
要
塞
の
守
り
手
を
完
遂
す
る
。

　

も
う
ひ
と
り
の
エ
リ
ス
家
の
女
性
、
長
女
の
エ
ス
タ
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
通
常
、
彼
女
は
母
親
と
と
も
に
縫
い
も
の
を
し
、
家
庭
の
領
域
か
ら

逸
脱
す
る
こ
と
の
な
い
穏
や
か
な
日
常
を
送
る
黒
人
女
性
で
あ
り
、
そ
の

生
活
風
景
は
中
流
階
級
の
白
人
女
性
に
紛
う
も
の
が
あ
る
。
だ
が
、
エ
ス

タ
は
こ
の
人
種
暴
動
に
よ
っ
て
女
戦
士
に
変
貌
し
、
北
部
的
白
人
ド
メ
ス

テ
ィ
シ
テ
ィ
の
規
範
を
破
っ
て
し
ま
う
。
目
の
前
の
武
器
に
お
ど
お
ど
と

す
る
母
親
を
横
に
、「
わ
た
し
が
男
だ
っ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
」
と
語
り

は
じ
め
る
。「
今
日
、
通
り
を
歩
い
て
い
て
、
お
お
ぜ
い
の
罪
の
な
い
、

わ
た
し
た
ち
自
身
の
よ
う
な
人
た
ち
を
見
た
わ
。
あ
の
白
人
の
卑
劣
な
や

つ
ら
に
、
少
し
の
危
害
さ
え
加
え
た
こ
と
な
ん
て
な
い
人
た
ち
を
。

〔
…
…
〕
や
つ
ら
を
絞
め
殺
し
て
や
り
た
い
と
思
っ
た
わ
。
わ
た
し
が
男

だ
っ
た
ら
、
そ
の
場
で
や
つ
ら
を
殴
り
つ
け
て
い
た
で
し
ょ
う
ね
。
次
の

瞬
間
に
は
殺
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
け
ど
」（
二
〇
五
）。
エ
ス
タ

の
こ
と
ば
の
あ
と
に
母
親
の
エ
レ
ン
は
、「
そ
ん
な
ふ
う
に
言
っ
て
は
だ

め
よ
。
女
性
ら
し
く
な
い
し

0

0

0

0

0

0

0

0

、
キ
リ
ス
ト
教
徒
ら
し
く
な
い
わ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」（
二
〇

五
）〔
傍
点
引
用
者
〕
と
嘆
願
す
る
が
、
さ
ら
に
エ
ス
タ
は
「
ピ
ス
ト
ル

を
手
に
と
り
」、「
ボ
ン
ネ
ッ
ト
帽
を
脱
ぎ
捨
て
て
」、
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
に

弾
薬
の
装
塡
方
法
を
学
び
、
彼
と
と
も
に
闘
う
こ
と
を
自
ら
の
意
志
で
決

め
る
（
二
〇
六
）。
ま
さ
に
エ
ス
タ
の
「
女
性
ら
し
か
ら
ぬ
、
キ
リ
ス
ト

教
徒
ら
し
か
ら
ぬ
」
言
動
は
、
彼
女
を
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
の
規
範
や
模
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ら
れ
て
い
る
が（

29
）、
こ
の
母
子
像
は
、
同
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
新
し

い
世
代
の
到
来
が
告
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
邸
が

要
塞
と
し
て
の
機
能
を
終
え
、
日
常
的
な
家
庭
へ
と
回
復
し
た
こ
と
の
証

と
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
奴
隷
制
と
い
う
「
不
浄
」
や
異
人
種
間
混

淆
と
い
う
「
不
潔
」
が
排
除
さ
れ
た
、
黒
人
家
庭
の
安
定
を
強
く
示
唆
す

る
も
の
と
し
て
。

『
ゲ
ー
リ
ー
家
と
友
人
た
ち
』
は
、
エ
リ
ス
家
の
息
子
チ
ャ
ー
リ
ー
と
ゲ

ー
リ
ー
夫
妻
の
遺
子
エ
ミ
リ
の
結
婚
式
で
幕
を
閉
じ
る
。
そ
の
祝
賀
の
食

卓
で
給
仕
さ
れ
る
の
が

―
ま
る
ま
る
と
肥
え
た
肉
厚
の
七
面
鳥
の
ロ
ー

ス
ト
か
ら
、
イ
リ
エ
ガ
メ
の
ス
ー
プ
、
豊
か
な
牡
蠣
料
理
と
い
っ
た
北
部

名
産
品
の
皿
に
は
じ
ま
り
、
南
部
特
産
の
色
と
り
ど
り
の
果
実
や
デ
ザ
ー

ト
で
締
め
く
く
ら
れ
る

―
ま
さ
に
「
ア
メ
リ
カ
の

0

0

0

0

0

食
事
」（
三
七
七
）

〔
傍
点
引
用
者
〕
で
あ
る
。
共
和
国
ア
メ
リ
カ
の
「
食
事
」
に
あ
り
つ
け

る
の
は
、
白
人
社
会
に
見
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
ゲ
ー
リ
ー
の
息
子
ク
レ
ラ

ン
ス
で
は
な
く
、
黒
人
社
会
と
白
人
社
会
の
間
を
さ
ま
よ
う
ゲ
ー
リ
ー
夫

人
の
い
と
こ
ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
で
も
な
い（

30
）。
自
身
が
純
血
黒

人
で
あ
る
か
混
血
人
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
黒
人
と
し
て
ア
メ
リ
カ

社
会
に
生
き
る
こ
と
を
決
意
し
て
、
エ
リ
ス
家
の
一
員
と
な
る
エ
ミ
リ
の

よ
う
な
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
、『
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
』
に
お
い

て
自
由
を
求
め
る
黒
人
ジ
ョ
ー
ジ
・
ハ
リ
ス
た
ち
が
、
ア
メ
リ
カ
を
去
ら

な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
結
末
や
、
ま
た
、
セ
ア
ラ
・
ヘ
イ
ル
の
小
説

ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
は
、
黒
人
の
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
と
の
並
置
に
よ
っ

て
、
よ
り
顕
著
に
そ
の
人
種
観
を
露
呈
し
て
し
ま
う
の
だ
。

　
Ⅳ

　

人
種
暴
動
を
通
し
て
テ
ク
ス
ト
が
解
き
明
か
し
た
の
は
、
黒
と
い
う
色

（
黒
人
）
と
「
汚
れ
」
を
同
一
視
し
て
い
た
当
時
の
一
般
概
念
を
反
転
さ

せ（
28
）、
白
人
と
い
う
人
種
的
な
「
汚
れ
」
を
家
庭
の
領
域
か
ら
一
掃
し
、

内
部
空
間
を
浄
化
す
る
と
い
う
黒
人
が
生
み
だ
す
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
の

ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
武
器
を
手
に

す
る
キ
ャ
デ
ィ
と
、
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
の
規
範
を
逸
脱
し
て
闘
う
エ
ス

タ
と
い
う
ふ
た
り
の
黒
人
女
性
の
行
動
に
よ
り
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
の
家
庭

空
間
が
保
守
さ
れ
た
こ
と
は
、
彼
女
た
ち
の
母
親
エ
レ
ン
・
エ
リ
ス
や
混

血
女
性
エ
ミ
リ
・
ゲ
ー
リ
ー
が
成
し
遂
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
行
為
と
し

て
、
新
し
い
黒
人
女
性
像
の
提
示
を
も
意
味
す
る
。

　

読
者
は
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
邸
に
あ
ら
た
に
加
わ
っ
た
「
ト
ゥ
ー
サ
ン
の
肖

像
画
と
真
向
か
い
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
」
母
子
像

―
エ
ス
タ
と
彼
女
の

子
ど
も
た
ち
の
肖
像
画

―
が
、
い
ま
や
「
そ
の
黒
人
の
武
人
よ
り
も
高

い
位
置
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
を
目
撃
す
る
（
三
三
三
）。
暴
動
後

の
エ
ス
タ
と
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
の
結
婚
、
な
ら
び
に
キ
ャ
デ
ィ
と
キ
ン
チ
の

婚
約
は
、
黒
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
結
束
や
拡
大
を
意
味
す
る
も
の
と
捉
え



言語社会　第 7号　　306

な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
性
を
婦
徳
と
す
る
「
感
傷
の
力
」
が
人
種

構
造
を
強
固
に
し
て
い
る
こ
と
を
暴
き
出
し
て
し
ま
う
の
だ
。
さ
ら
に
、

白
人
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
に
懐
疑
的
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
ウ
ェ
ッ
ブ
の
テ

ク
ス
ト
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
黒
人
た
ち
が
ア
メ
リ
カ
社
会
で
家
庭
を
築
く
こ
と
の
可
能
性
を
も

提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
リ
ベ
リ
ア
』（
一
八
五
三
）
に
登
場
す
る
解
放
奴
隷
た
ち
が
、
西
ア
フ
リ

カ
の
リ
ベ
リ
ア
の
地
で
白
人
の
規
範
た
る
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
の
模
倣
を

通
し
て
、
家
庭
づ
く
り
に
励
む
植
民
活
動
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
よ

う（
31
）。
ウ
ェ
ッ
ブ
の
テ
ク
ス
ト
に
打
ち
出
さ
れ
た
自
由
黒
人
の
ド
メ
ス
テ

ィ
シ
テ
ィ
は
、
白
人
女
性
た
ち
が
盤
石
と
し
た
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
に
寄

り
添
う
ふ
り
を
し
な
が
ら
、
し
か
し
同
時
に
、「
女
性
ら
し
さ
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
ら
し
さ
」
を
旨
と
す
る
白
人
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
へ
の
疑
問
、
す

（
1
）A

rthur P. D
avis, 

“The G
aries and T

heir Friends: A
 N

eglected 
Pioneer N

ovel,

” CLA
 Journal 13, N

o. 2 

（1969

）: 30.

デ
イ
ヴ
ィ
ス

の
「
忘
れ
去
ら
れ
た
パ
イ
オ
ニ
ア
小
説
」
論
は
、
一
九
六
九
年
版
『
ゲ
ー

リ
ー
家
と
友
人
た
ち
』
の
「
序
文
」
を
増
補
し
た
も
の
。
本
稿
で
は
一
九

九
七
年
版
の
テ
ク
ス
ト
を
典
拠
と
す
る
。Frank J. W

ebb, T
he G

aries 
and T

heir Friends, Introduction by Robert Reid-Pharr 

（Balti-
m

ore: T
he Johns H

opkins U
niversity Press, 1997

）.

（
2
）Jam

es H
. D

eV
ries, 

“The T
radition of the Sentim

ental N
ovel in 

T
he G

aries and T
heir Friends,

” CLA
 Journal 17, N

o. 2 

（1973

）: 
248︲249.

（
3
）D

avis, 27︲28; D
eV

ries, 248.

（
4
）
一
九
七
〇
年
代
の
研
究
の
な
か
に
は
、
こ
の
小
説
が
「
一
九
世
紀
的
メ
ロ

ド
ラ
マ
」
か
ら
「
社
会
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
へ
の
移
行
を
は
た
し
て
い
る
点

に
注
目
す
る
論
考
も
あ
る
。R. F. Bogardus, 

“Frank J. W
ebbʼs T

he 
G

aries and T
heir Friends: A

n Early Black N
ovelistʼs V

enture 
into Realism

,

” Studies in Black Literature 5, N
o. 2 

（1974

）: 
15︲20.

一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
、
こ
の
作
品
の
本
格
的
な
再
評
価
が

は
じ
ま
る
。
お
お
ま
か
に
テ
ー
マ
別
で
分
類
を
試
み
る
と
、
黒
人
の
家
庭

性
と
主
体
形
成
（
リ
ー
ド
フ
ァ
ー
、
ド
ゥ
エ
イ
ン
、
ラ
ン
グ
）、
人
種
と

階
級
の
関
係
性
（
オ
ッ
タ
ー
、
エ
ン
グ
ル
、
ノ
ヴ
ァ
ツ
キ
）、
資
本
主
義

的
価
値
観
と
黒
人
（
レ
ヴ
ァ
イ
ン
、
ピ
ー
タ
ー
ス
ン
）、
黒
人
作
家
の
テ

ク
ス
ト
技
法
（
ゴ
レ
ン
バ
）
等
が
あ
る
。A

nna Engle, 

“Depictions of 

註
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the Irish in Frank J. W
ebbʼs T

he G
aries and T

heir Friends 
and Frances E. W

. H
arperʼs T

rial and T
rium

ph,

” M
E

LU
S 26, 

N
o. 1 

（2001

）: 151︲171; A
nna M

ae D
uane, 

“Rem
aking Black 

M
otherhood 

in 
Frank 

J. 
W

ebbʼs 
T

he 
G

aries 
and 

T
heir 

Friends,
” African A

m
erican R

eview
 38, N

o. 2 

（2004

）: 201︲212; 
H

enry 
Golem

ba, 
“Frank 

W
ebbʼs 

T
he 

G
aries 

and 
T

heir 
Friends Contextualized w

ithin A
frican A

m
erican Slave N

arra-
tives,

” Lives O
ut of Letters: E

ssays on A
m

erican Literary 
Biography and D

ocum
entation, in H

onor of R
obert N

. H
uds-

peth, ed. Robert D
. H

abich 
（M

adison: Fairleigh D
ickinson 

U
niversity Press, 2004

）, 114︲142; A
m

y Shrager Lang, T
he 

Syntax of Class: W
riting Inequality in N

ineteenth-Century 
A

m
erica 

（A
nn A

rbor: T
he U

niversity of M
ichigan Press, 

2006

）, 46︲63; Robert S. Levine, 

“Disturbing Boundaries: T
em

-
perance, Black Elevation, and V

iolence in Frank J. W
ebbʼs 

T
he G

aries and T
heir Friends,

” Prospects: A
n A

nnual of 
A

m
erican 

Cultural 
Studies 

19 

（1994

）: 349︲374; 
Robert 

N
ow

atzki, 

“Blurring the Color Line: Black Freedom
, Passing, 

A
bolitionalism

, and Irish Ethnicity in Frank J. W
ebbʼs T

he 
G

aries and T
heir Friends,

” Studies in A
m

erican Fiction 33 

（M
arch 2005

）: 29︲58; Sam
uel O

tter, 

“Frank W
ebbʼs Still Life: 

Rethinking Literature and Politics through T
he G

aries and 
T

heir Frineds,

” A
m

erican Literary H
istory 20, N

o. 4 

（2008

）: 
728︲752; Carla L. Peterson, 

“Capitalism
, Black 

（U
nder

） devel-
opm

ent, and the Production of the A
frican A

m
erican N

ovel in 
the 1850s,

” A
m

erican Literary H
istory 4, N

o. 4 

（1992

）: 559︲
583; Robert F. Reid-Pharr, Conjugal U

nion: T
he Body, the 

H
ouse, and the Black A

m
erican 

（N
ew

 Y
ork: O

xford U
niver-

sity Press, 1999

）, 65︲88.

（
5
）
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
白
人
の
中
流
階
級
的
価
値
観
と
は
、
市
民
性
の

責
務
を
含
む
共
和
国
理
念
の
美
徳
や
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
道
徳
規
範
を

さ
す
。
人
種
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
「
模
倣
」
を
通
し
て
涵
養
さ
れ

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。K

irt H
. W

ilson, 

“The Racial Politics of 
Im

itation in the N
ineteenth Century,

” Q
uarterly Journal of 

Speech 89, N
o. 2 

（2003

）: 89︲108.

（
6
）
本
稿
に
お
け
る
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
と
感
傷
主
義
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

議
論
を
主
と
し
て
依
拠
す
る
も
の
と
す
る
。Gillian Brow

n, D
om

estic 
Individualism

: Im
aging Self in N

ineteenth-Century A
m

erica 

（Berkeley: U
niversity of California Press, 1990

）, 1︲10.

ま
た
、

「
弊
風
」（contagion

）
と
い
う
表
現
は
ア
ン
テ
ベ
ラ
ム
期
の
重
要
な
ド

メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
提
唱
者
の
ひ
と
り
、
セ
ア
ラ
・
ヘ
イ
ル
に
よ
る
も
の
。

「
世
の
男
た
ち
は
た
っ
ぷ
り
と
稼
い
で
い
ま
す
。
女
性
や
子
ど
も
た
ち
を

で
き
る
か
ぎ
り
そ
の
弊
風
（contagion

）
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う
」。

Sarah Josepha H
ale, Ladiesʼ M

agazine 5 

（Feb. 1832

）: 87.

市
場

経
済
を
「
弊
風
」
と
み
な
し
た
ヘ
イ
ル
は
、『
レ
デ
ィ
ー
ズ
・
マ
ガ
ジ
ン
』

誌
（
の
ち
の
『
ゴ
ー
デ
ィ
ー
ズ
・
レ
デ
ィ
ー
ズ
・
ブ
ッ
ク
』
誌
）
の
編
集

者
で
あ
っ
た
。

（
7
）
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
の
一
般
論
と
そ
の
背
信
的
内
実
の
乖
離
に
つ
い
て
、

以
下
を
参
照
の
こ
と
。A

m
y K

aplan, T
he A

narchy of E
m

pire in 
the M

aking of U
. S. Culture 

（Cam
bridge: H

arvard U
niversity 

Press, 2002

）, 24; Lora Rom
ero, H

om
e Fronts: D

om
esticity and 

Its Critics in the A
ntebellum

 U
nited States 

（D
urham

: D
uke 

U
niversity Press, 1997

）, 3︲9.

（
8
）
リ
ー
ド
フ
ァ
ー
が
定
め
る
ウ
ェ
ッ
ブ
の
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
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ィ
」
と
は
、
黒
人
と
白
人
の
人
種
的
差
異
が
温
存
さ
れ
る
一
方
で
、「
ア

メ
リ
カ
人
」
と
い
う
括
り
に
お
け
る
両
人
種
の
「
文
化
的
相
似
性
」
を
も

認
め
て
い
る
。
本
稿
は
こ
の
見
解
と
は
異
な
り
、
白
人
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ

ィ
へ
の
「
懐
疑
」
の
検
証
を
め
ざ
す
。Robert 

Reid-Pharr, 

“Intro-
duction to the 1997 Edition,

” T
he G

aries and T
heir Friends 

（Baltim
ore: T

he Johns H
opkins U

niversity Press, 1997

）, viii.

（
9
）
出
版
当
時
の
書
評
は
英
国
の
い
く
つ
か
の
雑
誌
で
掲
載
さ
れ
た
が
、
小
説

の
反
響
を
知
る
手
が
か
り
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ウ
ェ
ッ
ブ
自
身
に
つ
い
て

の
資
料
さ
え
乏
し
く
、
彼
は
一
八
二
八
年
頃
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
生
ま

れ
た
「
自
由
黒
人
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。『
ゲ
ー
リ
ー
家
と
友
人

た
ち
』
以
外
の
作
品
と
し
て
、
ア
ボ
リ
シ
ョ
ニ
ズ
ム
系
雑
誌
『
新
し
い
時

代
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
二
匹
の
狼
と
子
羊
」（
一
八
七
〇
）
と
、「
マ
ー
ヴ

ィ
ン
・
ヘ
イ
ル
」（
一
八
七
〇
）
の
ふ
た
つ
の
短
編
小
説
が
あ
る
。
作
家

の
略
歴
や
小
説
の
出
版
背
景
等
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
し
た
。

Rosem
ary F. Crockett, 

“Frank J. W
ebb: T

he Shift to Color 
D

iscrim
ination,

” T
he Black Colum

biad: D
efi�ning M

om
ents in 

A
frican A

m
erican Literature and Culture, eds. W

erner Sollors 
and M

aria D
iedrich 

（Cam
bridge: H

arvard U
niversity Press, 

1994

）, 112︲122; Eric Gardner, 

“ʻA Gentlem
an of Superior Cul-

tivation and Refinem
entʼ: Recovering the Biography of Frank J. 

W
ebb,

” African A
m

erican R
eview

 35, N
o. 2 

（2001

）: 297︲308; 
Phillip S. Lapsansky, 

“Afro-A
m

ericana: Frank J. W
ebb and 

H
is Friend,

” Annual R
eport of the Library Com

pany of Phila-
delphia for the Y

ear 1990 

（Philadelphia: Library Com
pany of 

Philadelphia, 1991

）: 27︲43; Sam
uel O

tter, Philadelphia Stories: 
A

m
ericaʼs 

Literature 
of 

R
ace 

and 
Freedom

 

（N
ew

 
Y

ork: 
O

xford U
niversity Press, 2010

）, 224︲226.

（
10
）H

arriet Beecher Stow
e, 

“Preface,

” T
he G

aries and T
heir 

Friends 

（Baltim
ore: T

he Johns H
opkins U

niversity Press, 
1997

）, ixx.

（
11
）
人
種
統
合
を
め
ぐ
る
ゲ
ー
リ
ー
家
の
非
現
実
的
な
「
夢
想
」
に
つ
い
て
、

ゴ
レ
ン
バ
を
参
照
の
こ
と
。Golem

ba, 130.

（
12
）Reid-Pharr, Conjugal U

nion, 68.

（
13
）Levine, 350; Sam

uel O
tter, 

“Philadelphia Experim
ents,

” Am
eri-

can Literary H
istory 16, N

o. 1 

（2004

）: 103︲116.

一
九
世
紀
の
フ

ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
社
会
お
よ
び
人
種
暴
動
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参

照
し
た
。T

heodore H
ershberg, 

“Free Blacks in A
ntebellum

 
Philadelphia: A

 Study of Ex-Slaves, Freeborn, and Socioeco-
nom

ic D
ecline,

” A
frican A

m
erican in Pennsylvania: Shifting 

H
istorical Perspectives, eds. Joe W

illiam
 T

rotter, Jr. and Eric 
Ledell Sm

ith 

（H
arrisburg: T

he Pennsylvania State U
niversity 

Press, 1997

）, 123︲147; Gary B. N
ash, Forging Freedom

: T
he 

Form
ation of Philadelphiaʼs Black Com

m
unity, 1720︲1840 

（Cam
bridge: H

arvard U
niversity Press, 1988

）; Julie W
inch, 

Philadelphiaʼs Black E
lite: A

ctivism
, A

ccom
m

odation, and 
the Struggle for A

utonom
y, 1787︲1848 

（Philadelphia: T
em

ple 
U

niversity 
Press, 

1988

）;

鵜
月
裕
典
「
ア
ン
テ
ィ
ベ
ラ
ム
期
フ
ィ
ラ

デ
ル
フ
ィ
ア
に
お
け
る
反
黒
人
暴
動
と
黒
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」『
史
苑
』

第
四
八
巻
第
二
号
（
一
九
八
八
）：

一
―
四
三
。

（
14
）
本
稿
で
は
「
清
潔
」
に
対
立
す
る
「
汚
れ
」
に
関
わ
る
用
語
に
つ
い
て
、

市
場
の
汚
れ
を
「
弊
風
」（contagion

）
と
表
す
ほ
か
、
奴
隷
制
の
汚
れ

を
「
不
浄
」（defilem

ent

）、
異
人
種
間
混
淆
の
汚
れ
を
「（
卑
猥
な
意

味
で
の
）
不
潔
」（obscenity/filth

）
と
そ
れ
ぞ
れ
表
現
す
る
。
こ
れ
ら

の
用
語
区
分
は
、
デ
ュ
ボ
イ
ス
が
奴
隷
制
を
「
不
浄
」
と
呼
び
、
ま
た
異
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人
種
間
混
淆
に
つ
い
て
は
、
当
時
こ
の
問
題
を
諷
刺
画
に
し
た
エ
ド
ワ
ー

ド
・
ク
レ
イ
の
イ
ラ
ス
ト
が
「
卑
猥
で
不
潔
で
下
品
で
あ
る
」（obscene, 

filthy, and indecent

）
と
形
容
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。W

. E. B. D
u 

Bois, T
he Souls of Black Folk, A

uthoritative T
ext, Context, 

Criticism
, N

orton Critical Edition 

（N
ew

 Y
ork: W

. W
. N

orton, 
1999

）, 71; T
avia N

yongʼo, T
he A

m
algam

ation W
altz: R

ace, 
Perform

ance, and the R
uses of M

em
ory 

（M
inneapolis: U

niver-
sity of M

innesota Press, 2009

）, 30.

（
15
）Brow

n, 13︲38.

（
16
）
一
八
二
〇
年
代
、
ク
レ
イ
が
描
い
た
「
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
生
活
」
と

題
す
る
一
連
の
諷
刺
画
は
、
白
人
中
流
階
級
層
に
倣
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的

生
活
を
享
受
す
る
自
由
黒
人
た
ち
を
対
象
と
し
て
い
る
。
ク
レ
イ
の
分
析

に
つ
い
て
は
前
掲
の
タ
ヴ
ィ
ア
・
ン
ヨ
ン
ゴ
の
ほ
か
に
、
以
下
を
参
照
の

こ
と
。Em

m
a Jones Lapsansky, 

“ʻSince T
hey Got T

hose Sepa-
rate Churchesʼ: A

fro-A
m

ericans and Racism
 in Jacksonian 

Philadelphia,

” A
frican 

A
m

erican 
in 

Pennsylvania: 
Shifting 

H
istorical Perspectives, eds. Joe W

illiam
 T

rotter, Jr. and Eric 
Ledell Sm

ith 

（H
arrisburg: T

he Pennsylvania State U
niversity 

Press, 1997

）, 93︲120.

（
17
）Catherine E. Beecher, A

 T
reatise on D

om
estic E

conom
y, for 

the U
se of Y

oung Ladies at H
om

e and at School 

（Boston: 
M

arsh, Capen, Lyon, and W
ebb, 1841

）, 144; Suellen H
oy, Chas-

ing D
irt: T

he A
m

erican Pursuit of Cleanliness 

（N
ew

 Y
ork: 

O
xford U

niversity Press, 1995

）, 21.

ホ
イ
に
よ
る
と
、
ビ
ー
チ
ャ

ー
が
実
際
に
「
清
潔
」
と
い
う
用
語
を
使
う
の
は
、
病
人
や
自
身
の
身
体

上
の
清
潔
さ
、
も
し
く
は
衣
類
や
壁
等
の
「
白
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
」
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

（
18
）Engle, 158︲161; N

ow
atzki, 49︲51; Reid-Pharr, Conjugal U

nion, 
86︲87.

（
19
）
エ
ン
グ
ル
は
、
こ
の
「
人
種
と
階
級
の
横
断
」
が
描
き
込
ま
れ
た
場
面
に

つ
い
て
、
人
種
と
階
級
を
容
易
に
結
び
つ
け
て
し
ま
う
社
会
の
構
図
に
た

い
す
る
「
ウ
ェ
ッ
ブ
の
挑
戦
」
と
読
む
。Engle, 156︲157, 160.

ま
た
、

こ
の
時
代
に
お
け
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
労
働
者
と
白
人
性
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。N

oel 
Ignatiev, 

H
ow

 
the 

Irish 
Becam

e W
hite, Reprinted 

（N
ew

 Y
ork and London: Routledge, 

2009 

﹇1995

﹈）, 106︲141; D
avid R. Roediger, T

he W
ages of 

W
hiteness: R

ace and the M
aking of the A

m
erican W

orking 
Class, Revised Edition 

（London: V
erso, 1999 

﹇1991

﹈）, 133︲163.

（
20
）
た
と
え
ば
、
博
物
学
者
ル
イ
・
ア
ガ
シ
に
よ
る
一
八
六
〇
年
代
の
黒
人
種

劣
等
説
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
を
参
照
の
こ
と
。W

ilson, 95︲96.

（
21
）
ゲ
ー
リ
ー
の
つ
ぶ
や
き
に
は
、「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
で
黒
人
の
子
ど
も
に
読

み
書
き
を
教
え
る
こ
と
は
、
刑
事
上
の
犯
罪
で
あ
る
」（
一
二
〇
）
と
の

ウ
ェ
ッ
ブ
自
身
に
よ
る
丁
寧
な
付
注
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
南
部

の
諸
事
情
を
あ
ま
り
解
し
て
い
な
い
英
国
の
読
者
を
意
識
し
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
そ
の
た
め
に
南
部
で
の
教
育
的
「
不
潔
」
を
強
調
し
た
効
果
と
な

っ
て
い
る
。

（
22
）Christopher M

ulvey, 

“Freeing the V
oice, Creating the Self: 

the N
ovel and Slavery,

” T
he Cam

bridge Com
panion to T

he 
A

frican A
m

erican N
ovel, ed. M

aryem
m

a Graham
 

（Cam
bridge: 

Cam
bridge U

niversity Press, 2004

）, 25.

ま
た
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ

プ
サ
ン
ス
キ
に
よ
れ
ば
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
ズ
は
当
時
の
黒
人
エ
リ
ー
ト
層
を

形
成
し
て
い
た
指
導
者
的
人
物
た
ち
（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
ォ
ー
ト
ン
、
ジ

ョ
ゼ
フ
・
ケ
イ
シ
ー
、
ロ
バ
ー
ト
・
パ
ー
ヴ
ィ
ス
等
）
を
モ
デ
ル
と
し
て

造
形
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。Phillip S. Lapsansky, 31.
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U
nion, 79.

（
25
）Levine, 357.
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26
）D

uane, 208.
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27
）
白
人
ド
メ
ス
テ
ィ
シ
テ
ィ
、
な
い
し
女
性
の
「
感
傷
の
力
」
に
よ
る
人
種

的
差
異
の
解
消
が
達
成
さ
れ
ず
、
実
際
に
は
そ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
が

強
固
に
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
や
、
感
傷
性
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
つ
い
て
、

以
下
を
参
照
せ
よ
。K

aplan, 24︲26; Shirley Sam
uels, 

“Introduc-
tion,

” The Culture of Sentim
ent: R

ace, G
ender, and Sentim

en-
tality in N
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m
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ew

 Y
ork: O

xford U
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一
九
世
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に
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け
る
黒
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汚
れ
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つ
い
て
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以
下
を
参

照
の
こ
と
。H

oy, 92.
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）Golem
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（
30
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ジ
ョ
ー
ジ
・
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
は
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元
奴
隷
な
が
ら
も
そ
の
勤
勉
さ
に
よ
っ

て
自
由
を
み
ず
か
ら
獲
得
し
、
外
見
だ
け
で
な
く
中
流
階
級
的
価
値
観
も

身
に
つ
け
た
白
人
紳
士
と
し
て
通
用
す
る
人
物
で
あ
る
が
、
フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
で
は
「
白
人
と
し
て
生
き
る
か
黒
人
と
し
て
生
き
る
か
」
の
ど
ち

ら
か
一
方
を
選
択
す
る
よ
う
に
と
、
エ
リ
ス
か
ら
忠
告
を
受
け
る
（
四

一
）。
け
っ
き
ょ
く
彼
は
、
自
身
が
「
被
抑
圧
的
人
種
」
で
あ
る
た
め
に

受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
「
余
分
な
障
害
」（
一
四
）
に
直
面
す
る
こ
と

を
避
け
、
黒
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
の
生
活
の
可
能
性
を
拒
絶
し
て
、
海
外

移
住
を
求
め
て
文
字
通
り
テ
ク
ス
ト
か
ら
消
え
去
っ
て
し
ま
う
。
ウ
ィ
ン

ス
ト
ン
の
分
析
に
つ
い
て
以
下
を
参
照
の
こ
と
。Levine, 353.
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Edition, ed. Elizabeth A

m
m
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ew

 Y
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orton &
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pany, 1994

）, 333︲334; Sarah Josepha H
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