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は
じ
め
に

　

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
自
ら
の
理
想
と
す
る
芸
術
作
品
に
お
い
て
、
作
者
の
個
性
を
排
す
る
非
人
称
性
（im

personnalité

）
の
美
学
を
追

求
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
作
者
は
自
ら
の
個
人
的
感
情
や
主
張
を
作
中
で
表
明
す
べ
き
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
事
物

の
提
示
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
現
実
を
し
っ
か
り
と
再
現
す
る
に
は
、
対
象
が
自
ら
に
浸
透
す
る
ほ
ど
ま
で
、
見
る
こ
と

に
徹
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
考
え
は
、
と
り
わ
け
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
執
筆
中
の
書
簡
に
繰
り
返
し
現
れ
る
。「
作
者
と

い
う
も
の
は
、
そ
の
作
品
に
お
い
て
、
神
が
宇
宙
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
存
在
し
な
が
ら
ど
こ
に
も
見
え
ぬ
、

と
い
う
ふ
う
で
あ
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
芸
術
は
第
二
の
自
然
な
の
で
す
か
ら
、
こ
の
自
然
を
創
造
す
る
も
の
は
、
造
物
主
と
同
じ
よ
う

に
ふ
る
ま
う
べ
き
な
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
原
子
、
あ
ら
ゆ
る
様
相
の
な
か
に
、
隠
さ
れ
た
無
限
の
不
感
不
動
性
が
感
じ
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
観
る
者
に
お
よ
ぼ
す
効
果
は
、
一
種
の
驚
嘆
の
念
で
あ
る
べ
き
で
す
。
い
っ
た
い
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
こ
ん
な
も
の

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
お
け
る
神
人
同
形
論
批
判
と
作
者
概
念

中 　

島　
　

太 　

郎
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が
出
来
上
が
っ
た
の
か
！
と
言
わ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」（
一
八
五
二
年
十
二
月
九
日）

（
（

）。

　

宇
宙
に
お
け
る
神
の
比
喩
で
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
は
や
作
品
に
介
入
し
、
読
者
に
向
か
っ
て
雄
弁
に
語
り
か
け
る
主
体
的
な
作

者
で
は
な
く
、
作
品
に
お
い
て
沈
黙
し
、
直
接
姿
を
見
せ
る
こ
と
は
な
く
と
も
、
あ
ら
ゆ
る
細
部
に
遍
在
し
て
い
る
よ
う
な
、
汎
神
論
的

な
作
者
の
あ
り
方
で
あ
る
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
偉
大
さ
は
、
彼
が
ど
ん
な
人
間
で
あ
っ
た
の
か
誰
に
も
わ

か
ら
な
い
と
い
う
「
超
人
的
な
没
個
性
」
に
あ
る
。「
い
っ
た
い
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
陰
気
な
男
だ
っ
た
の
か
陽
気
な
男
だ
っ
た
の
か
、

そ
れ
さ
え
わ
か
り
は
し
な
い
の
で
す
。
芸
術
家
た
る
も
の
は
、
彼
が
生
き
て
生
活
し
た
こ
と
な
ど
は
な
か
っ
た
の
だ
と
後
世
が
信
じ
る
よ

う
な
や
り
方
で
、
身
を
処
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」（
一
八
五
二
年
三
月
二
七
日
）。
作
品
の
価
値
は
そ
の
文
体
、
す
な
わ
ち
フ
ォ
ル

ム
の
完
成
度
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
作
者
の
個
性
と
は
切
り
離
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
読
者
は
、

我
々
に
つ
い
て
な
に
ひ
と
つ
知
ら
な
く
て
い
い
ん
で
す
。
我
々
の
目
だ
と
か
、
髪
だ
と
か
、
恋
愛
だ
と
か
い
う
話
で
読
者
が
面
白
が
る
必

要
は
な
い
。［
…
］
我
々
の
心
に
つ
い
て
は
、
読
者
の
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
、
イ
ン
ク
の
な
か
に
溶
か
し
こ
ん
で
お
く
、
そ
れ
で
十
分
な
ん

で
す
」（
一
八
五
二
年
九
月
一
日
）。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
非
人
称
性
の
美
学
を
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
お
け
る
神
人
同
形
論
の
批
判
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
直
し
て
み
た
い
。

神
を
人
間
の
姿
の
よ
う
に
捉
え
る
神
人
同
形
論
（anthropom

orphism
e

）
（
（

）
へ
の
批
判
は
、
諸
宗
教
を
扱
っ
た
幻
想
的
作
品
で
あ
る
『
聖

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
誘
惑
』
に
描
か
れ
て
い
る
。
悪
魔
が
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
に
語
る
言
葉
に
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
作
者
自
身
の
考
え
が

刻
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
草
稿
資
料
を
参
照
し
つ
つ
、
作
品
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
思
想
の
一
部
を
明
ら
か

に
し
た
い
。
さ
ら
に
ま
た
、
二
十
世
紀
後
半
に
バ
ル
ト
の
「
作
者
の
死
」
や
フ
ー
コ
ー
の
「
幻
想
の
図
書
館
」
と
い
っ
た
論
議
が
、
伝
統

的
な
作
者
概
念
を
解
体
し
、
主
体
を
消
滅
へ
と
導
く
と
き
、
そ
れ
が
十
九
世
紀
の
神
人
同
形
論
批
判
を
ど
の
よ
う
な
形
で
継
承
し
て
い
る
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か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

　

以
下
に
見
る
よ
う
に
、
本
稿
で
扱
う
神
人
同
形
論
の
テ
ー
マ
は
、
同
時
に
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
お
け
る
合
理
主
義
、
無
神
論）

（
（

、
人
間
中

心
主
義
批
判
と
い
っ
た
側
面
を
明
る
み
に
出
す
も
の
で
あ
る
。

１
．
宇
宙
上
空
で
の
悪
魔
と
の
対
話

　
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
誘
惑
』
最
終
稿
（
一
八
七
四
年
）
の
第
五
章
の
終
わ
り
で
、
そ
れ
ま
で
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
に
古
代
の
神
々
の
行
進

を
見
せ
て
い
た
イ
ラ
リ
オ
ン
は
巨
大
化
し
、
自
ら
「
知
識
（
科
学
）」
と
名
の
る
。
こ
う
し
て
か
つ
て
の
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
弟
子
は
悪
魔

に
変
身
す
る
。
第
六
章
で
、
そ
の
悪
魔
は
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
を
角
に
乗
せ
て
宇
宙
空
間
へ
と
舞
い
あ
が
り
、
天
体
の
運
行
を
見
せ
な
が
ら
自

ら
の
汎
神
論
的
な
哲
学
を
語
る
こ
と
に
な
る
。
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
す
が
り
つ
く
人
格
的
な
神
が
批
判
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
宇
宙
へ
の
上
昇

に
お
い
て
で
あ
る
。
空
間
の
無
限
の
広
が
り
の
中
で
、
地
球
が
宇
宙
の
中
心
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
せ
る
悪
魔
は
、
人
間
の
傲
慢
さ

を
悟
ら
せ
る
。
上
昇
す
る
に
つ
れ
て
地
球
が
他
の
星
の
輝
き
と
混
ざ
り
合
う
さ
ま
を
見
る
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
は
、
蒼
穹
が
「
星
々
の
織
物
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
理
解
す
る
。
人
間
が
古
来
よ
り
、
天
体
に
い
か
に
恣
意
的
な
想
像
を
投
影
さ
せ
て
き
た
か
、
と
い
う
悪
魔
の
批

判
は
、
後
の
神
人
同
形
論
の
議
論
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

悪
魔
：
こ
こ
は
か
つ
て
魂
の
棲
む
場
所
だ
っ
た
。
人
の
好
い
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
は
こ
こ
を
素
晴
ら
し
い
鳥
や
花
々
で
飾
っ
た
の
だ
。

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
：
私
に
は
真
っ
暗
な
空
の
下
、
消
え
た
噴
火
口
の
あ
る
荒
涼
と
し
た
平
原
し
か
見
え
な
い）

（
（

。
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か
つ
て
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
た
遊
星
や
天
球
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
考
え
た
七
つ
の
天
界
と
い
っ
た
天
体
の
理
論
は
、
そ
の

時
代
の
想
像
力
が
生
み
出
し
た
表
象
物
で
あ
り
、
虚
構
の
も
の
で
し
か
な
い
。
こ
う
し
た
表
象
批
判
は
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
が
そ
の
存
在
を

信
じ
る
天
国
を
め
ぐ
る
議
論
の
先
ぶ
れ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
宇
宙
へ
の
上
昇
と
い
う
舞
台
設
定
は
、
知
識
の
拡
大
と
そ
れ
に
よ
る

神
の
概
念
の
変
容
と
い
う
こ
と
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
悪
魔
は
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
に
述
べ
る
。「
上
昇
す
る
に
つ
れ
て
天
空
が
高
ま

る
よ
う
に
、
お
前
の
思
想
の
高
ま
り
の
も
と
で
神
も
大
き
く
な
っ
て
ゆ
く
の
だ
」。
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
を
体
現
す
る
悪
魔
に
よ
れ
ば
、
虚
無

と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
空
虚
と
い
う
も
の
も
な
く
、
広
が
り
と
い
う
動
か
ぬ
背
景
の
上
で
動
く
物
体
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。
曰

く
、
こ
の
広
が
り
は
神
の
な
か
に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
神
は
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
が
考
え
る
よ
う
な
有
限
な
も
の
、
し
か

じ
か
の
大
き
さ
を
も
つ
空
間
の
一
部
で
は
な
く
、
無
限
の
広
大
さ
な
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
人
格
的
な
神
に
す
が
る
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
に
対

し
て
悪
魔
は
こ
う
続
け
る
。

お
前
は
神
を
な
だ
め
よ
う
と
す
る
！
神
が
あ
ら
ゆ
る
完
全
性
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
か
わ
り
に
、
神
に
話
し
か
け
、
や
れ

徳
だ
、
や
れ
慈
悲
だ
、
正
義
だ
、
寛
大
だ
と
、
神
を
飾
り
立
て
よ
う
と
ま
で
す
る）

（
（

！

　
「
神
を
な
だ
め
る
」（fléchir D

ieu

）
と
い
う
表
現
は
、
第
三
章
で
イ
ラ
リ
オ
ン
が
用
い
て
い
た
言
葉
で
あ
る
。「
神
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
努
力
の
ほ
う
が
神
を
な
だ
め
よ
う
と
す
る
あ
な
た
の
苦
行
よ
り
も
優
っ
て
い
る
の
で
す）

（
（

」。
こ
れ
は
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
が
キ
リ
ス
ト
教

の
神
を
、
人
肉
を
生
贄
に
求
め
る
モ
ロ
ク
神
の
よ
う
な
異
教
の
神
に
歪
め
て
い
る
と
い
う
、
禁
欲
へ
の
批
判
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
な
だ

め
る
と
い
う
行
為
は
、
無
限
な
も
の
を
有
限
な
も
の
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
自
分
こ
そ
が
神
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
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思
い
上
が
り
が
隠
れ
て
い
る
。
草
稿
の
プ
ラ
ン
に
は
、
こ
の
悪
魔
に
よ
る
神
人
同
形
論
へ
の
批
判
が
よ
り
明
確
に
記
さ
れ
て
い
た
。「
し

か
し
お
前
は
神
の
こ
と
を
知
っ
て
い
て
、
そ
の
思
し
召
し
、
正
義
や
助
言
、
そ
の
家
族
や
、
神
に
語
り
か
け
る
方
法
を
知
っ
て
い
る
と
言

う
。
お
前
は
無
限
に
不
条
理
な
も
の
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
だ
。
神
に
つ
い
て
の
考
え
に
沈
潜
す
る
代
わ
り
に
、
そ
れ
を
描
き
、
そ
れ
を

所
有
し
た
い
と
望
み
、
神
は
善
良
で
公
平
だ
、
な
ど
と
ま
る
で
自
分
の
方
が
上
に
い
る
か
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
神
が
黄
色
く
て
、
四
角

で
、
四
つ
足
で
は
ど
う
し
て
い
け
な
い
の
か）

（
（

」。
神
々
の
形
態
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
、
第
四
章
の
終
り
で
テ
ィ
ア
ナ
の
ア
ポ
ロ
ニ
ウ
ス

が
語
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、こ
れ
が
第
五
章
（
神
々
の
行
進
）
へ
の
橋
渡
し
と
な
っ
て
い
る
。
ア
ポ
ロ
ニ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、ア
ン
ト
ワ
ー

ヌ
は
神
々
に
対
し
て
抱
い
く
恐
怖
心
の
た
め
に
、
そ
れ
ら
が
理
解
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
自
分
の
神
を
「
嫉
妬
深
い
王
」
の
高

さ
に
お
と
し
め
て
い
る
の
だ
と
言
う
。

　

人
間
の
よ
う
な
属
性
で
飾
る
こ
と
で
、
神
を
有
限
性
の
な
か
に
閉
じ
こ
め
る
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
に
対
し
て
、
悪
魔
は
、
神
は
無
限
で
あ
り
、

ゆ
え
に
分
割
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。「
も
し
神
が
一
つ
の
肉
体
を
持
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
神
は
部
分
で
作
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
、
も
は
や
一
者
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
し
、
も
は
や
無
限
な
も
の
で
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
神
は
一
個
の
人
格

で
は
な
い）

（
（

」。

　

ス
ピ
ノ
ザ
を
素
地
と
し
な
が
ら
も
無
数
の
哲
学
的
引
用
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
と
し
て
構
成
さ
れ
た
悪
魔
の
言
説
の
源
泉
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い）

（
（

。
こ
こ
で
は
、
人
格
神
の
批
判
と
い
う
観
点
に
絞
っ
て
、
関
連
す
る
草
稿
を
見
て
み
よ
う
。「
空
中
に
て
」

と
題
さ
れ
た
セ
ナ
リ
オ
に
よ
れ
ば
、
第
六
章
の
悪
魔
の
哲
学
議
論
で
、
エ
ミ
ー
ル
・
セ
ッ
セ
版
の
ス
ピ
ノ
ザ
著
作
集）

（1
（

（
一
八
六
一
年
）
が

用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
直
接
悪
魔
の
言
説
に
用
い
ら
れ
た
も
の
は
限
ら
れ
る
が
、
ジ
ゼ
ル
・
セ
ジ
ャ
ン
ジ
ェ
ー
ル
が
指

摘
す
る
通
り
、
少
な
く
と
も
次
の
四
点
が
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
借
用
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
す
な
わ
ち
、
知
識
は
至
福
の
喜
び
を
も
た
ら
す
こ
と
、
広
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が
り
は
限
ら
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
、
広
が
り
は
神
で
あ
る
こ
と
、
神
を
愛
す
る
者
は
自
分
が
神
に
愛
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
こ
と
は
で
き

な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
言
葉
に
直
接
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
：
あ
あ
、
ち
が
う
！　

万
物
の
上
に
は
だ
れ
か
、
偉
大
な
る
魂
が
、
主
が
、
父
が
お
ら
れ
る
の
だ
！　

私
の
心
は
そ

の
方
を
あ
が
め
、
そ
の
方
は
私
を
愛
し
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
の
だ
！

　

一
方
、
こ
れ
に
続
く
悪
魔
の
言
葉
に
は
、
セ
ナ
リ
オ
に
は
見
ら
れ
な
い
ス
ピ
ノ
ザ
の
痕
跡
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
部
分
も
ま
た
、
神
人

同
形
論
の
批
判
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

悪
魔
：
お
前
は
、
神
が
神
で
な
い
こ
と
を
願
っ
て
い
る
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
も
し
神
が
愛
や
、
怒
り
や
、
憐
み
を
感
じ
た
ら
、
そ

の
完
全
性
か
ら
、
さ
ら
に
大
き
な
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
小
さ
な
完
全
性
に
移
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
神
は
一
つ
の
感
情
に

く
だ
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
一
つ
の
形
に
お
さ
ま
り
う
る
も
の
で
も
な
い）

（1
（

。

　

セ
ッ
セ
版
『
エ
チ
カ
』
第
五
部
、
定
理
十
七
に
は
、「
神
は
自
ら
の
完
全
性
よ
り
も
大
き
な
、
も
し
く
は
よ
り
小
さ
な
完
全
性
に
移
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
神
は
い
か
な
る
喜
び
ま
た
は
悲
し
み
の
感
情
に
も
動
か
さ
れ
な
い）

（1
（

」
と
あ
る
。
こ
の
部
分
は
一
八
四
九

年
の
初
稿
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
誘
惑
』
に
は
存
在
し
な
い
が
、
親
友
で
あ
り
哲
学
者
で
あ
っ
た
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ル
・
ポ
ワ
ト
ヴ
ァ
ン

（
最
終
稿
は
こ
の
亡
き
友
人
の
思
い
出
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
）
を
通
じ
て
、フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
す
で
に
初
稿
の
時
点
で
『
エ
チ
カ
』
を
知
っ



47

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
お
け
る
神
人
同
形
論
批
判
と
作
者
概
念

て
い
た
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
関
係
、
さ
ら
に
初
稿
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
』
に
お
け
る
汎
神
論
的
な
傾
向
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
少
な
か
ら
ぬ
論
者
が
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ばT

im
othy U

nw
in

に
よ
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
哲
学
の
合
理
主
義
的
な
側
面
は
、
一
八
四

九
年
の
初
稿
に
お
い
て
は
、
主
体
と
客
体
を
超
え
た
全
体
性
を
明
ら
か
に
す
る
べ
く
、
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
無
限
の
な
か
に
溶
け
込
み
、

埋
没
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う）

（1
（

。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
扱
っ
て
い
る
神
人
同
形
論
の
批
判
と
い
う
点
に
限
っ
て
言
え
ば
、
合
理
主
義
的
な

傾
向
は
、
初
稿
に
比
べ
て
最
終
稿
で
む
し
ろ
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
上
の
引
用
に
続
く
悪
魔
と
の
対
話
で
は
、
以

下
の
よ
う
に
あ
る
。

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
：
し
か
し
、
私
は
い
つ
か
神
を
見
る
だ
ろ
う
！

悪
魔
：
い
と
も
幸
い
な
る
人
々
（
福
者
）
と
一
緒
に
か
ね
？　

つ
ま
り
有
限
な
も
の
が
無
限
な
も
の
を
受
け
る
時
、
絶
対
を
閉
じ
こ

め
る
狭
い
場
所
で
か
ね
！

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
：
そ
れ
で
も
や
は
り
、
悪
に
対
し
て
地
獄
が
あ
る
よ
う
に
、
善
に
対
し
て
天
国
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ）

（1
（

！

　

こ
こ
で
の
悪
魔
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
一
転
し
て
、
十
九
世
紀
後
半
の
作
者Boutteville

に
よ
る
『
教
会
の
道
徳
と
自
然
の
道
徳
』（
一

八
六
六
年
）
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
セ
ナ
リ
オ
か
ら
わ
か
る
通
り
、
救
済
を
約
束
さ
れ
た
ひ
と
握
り
の
選
ば
れ
た
者
だ
け
が
来
世
で
神
と

対
面
で
き
る
と
い
う
考
え
を
、
合
理
的
な
立
場
か
ら
批
判
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。「
無
限
を
有
限
に
、
絶
対
を
相
対
に
、
必
然
を
偶
然

に
割
り
当
て
る
の
は
、
数
学
の
法
則
が
い
つ
か
変
化
し
、
部
分
が
全
体
と
同
じ
大
き
さ
に
な
る
と
主
張
す
る
に
等
し
い）

（1
（

」。
ア
ン
ト

ワ
ー
ヌ
が
ど
ん
な
に
宇
宙
を
上
昇
し
て
も
、
そ
こ
に
は
漆
黒
の
闇
が
広
が
る
ば
か
り
で
、
彼
が
信
じ
る
福
者
た
ち
の
天
国
は
ど
こ
に
も
見
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出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
も
神
と
い
う
無
限
な
も
の
を
有
限
な
も
の
、
偏
狭
な
も
の
に
閉
じ
こ
め
て
し
ま
う
人
間
中
心
主
義
が
批

判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
』
最
終
稿
に
お
け
る
こ
う
し
た
議
論
は
、
後
に
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
と
ペ
キ
ュ
シ
ェ
に
よ
る
宗
教

の
合
理
主
義
的
批
判
へ
と
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　

雑
多
な
要
素
か
ら
な
る
哲
学
的
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
悪
魔
の
言
説
に
つ
い
て
、
典
拠
と
な
っ
た
作
者
を
二
人
補
足
し
た
い
。
キ
ケ
ロ

（
紀
元
前
一
世
紀
ロ
ー
マ
）
と
ク
セ
ノ
パ
ノ
ス
（
紀
元
前
六
世
紀
ギ
リ
シ
ア
）
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
神
人
同
形
論
批
判
と
関
係
が
あ
る
。

先
の
セ
ナ
リ
オ
に
は
、神
が
肉
体
を
持
ち
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、「
も
し
神
が
無
限
で
あ
る
の
な
ら
、神
は
大
地
で
は
あ
り
え
ず
、

生
命
の
あ
る
も
の
で
も
な
く
、
人
格
的
で
も
な
く
、
肉
体
も
持
ち
え
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
横
に
キ
ケ
ロ
の
『
神
々
の
本
性
に
つ
い
て
』

の
ラ
テ
ン
語
タ
イ
ト
ル
が
記
さ
れ
て
い
る
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
使
用
し
た
版
を
正
確
に
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
参
照
し
た
と

思
わ
れ
る
第
一
巻
で
、
神
を
人
格
的
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
。
エ
ピ
ク
ー
ロ
ス
派
の
ウ
ェ
ッ
レ
イ
ウ
ス
は
ス
ト
ア
派
の

バ
ル
ブ
ス
に
語
っ
て
言
う
。「
そ
も
そ
も
神
が
造
営
官
よ
ろ
し
く
、
宇
宙
を
星
座
や
光
で
飾
ろ
う
と
欲
す
る
と
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る

こ
と
か
。
も
し
神
が
居
心
地
の
よ
い
場
所
に
住
も
う
と
欲
し
て
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
前
は
果
て
し
な
く
長
い
期
間
に
わ
た
り
、
神

は
あ
ば
ら
屋
に
住
む
ご
と
く
暗
黒
の
中
で
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
神
は
わ
た
し
た
ち
が
目
に
す
る
よ
う
な
天
と

地
を
彩
る
さ
ま
ざ
ま
な
装
い
に
心
を
楽
し
ま
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
。
し
か
し
神
に
は
ど
の
よ
う
な
気
晴
ら
し
が
あ

る
と
い
う
の
か
。
か
り
に
あ
る
と
す
れ
ば
、神
が
あ
ま
り
に
も
長
期
に
わ
た
り
、そ
の
気
晴
ら
し
を
も
た
ず
に
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い）

（1
（

」。

さ
ら
に
そ
の
先
で
、
哲
学
者
た
ち
の
教
え
る
神
々
を
夢
物
語
と
よ
び
、
詩
人
た
ち
の
描
き
出
す
神
々
と
同
様
、
そ
れ
が
い
か
に
荒
唐
無
稽

で
人
に
害
を
与
え
る
も
の
か
、
い
か
に
民
衆
の
迷
信
を
形
作
っ
て
い
る
か
を
述
べ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
人
間
の
先
入
見
を
映
し
出
す
神
々
は
、
そ
れ
以
前
す
で
に
ク
セ
ノ
パ
ノ
ス
に
よ
っ
て
痛
烈
に
批
判
さ
れ
て
い
た
。
神
人
同
形
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論
の
批
判
と
し
て
特
に
知
ら
れ
て
い
る
の
が
次
の
部
分
で
あ
る
。「
人
間
は
、神
々
が
生
ま
れ
、我
々
の
よ
う
な
衣
服
を
身
に
ま
と
い
、我
々

と
同
じ
声
と
外
観
を
も
っ
て
い
る
確
信
し
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し
牛
や
ラ
イ
オ
ン
が
手
を
持
っ
て
い
て
、
人
間
と
同
じ
よ
う
に
絵
が
描

け
る
と
し
た
ら
、
馬
は
馬
を
使
っ
て
、
牛
は
牛
を
使
っ
て
、
彼
ら
の
神
の
考
え
を
表
す
だ
ろ
う
し
、
彼
ら
と
同
じ
姿
を
神
々
に
与
え
る
だ

ろ
う
」。
さ
ら
に
続
け
て
、「
エ
チ
オ
ピ
ア
人
は
ち
ょ
う
ど
自
分
た
ち
と
同
じ
く
広
い
鼻
を
持
っ
た
黒
い
色
の
神
々
を
描
き
、
ト
ラ
キ
ア
人

は
逆
に
彼
ら
の
神
々
を
赤
く
し
て
、青
い
目
を
与
え
た
。
概
し
て
、ど
の
民
族
も
神
々
を
自
ら
に
似
せ
て
作
る
の
で
あ
る）

（1
（

」。
こ
の
部
分
は
、

直
接
用
い
ら
れ
た
形
跡
は
な
い
も
の
の
、
ク
セ
ノ
パ
ノ
ス
の
名
前
は
草
稿
に
点
在
し
て
い
る
。

　
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
誘
惑
』
第
五
章
の
後
半
、そ
れ
ま
で
オ
リ
エ
ン
ト
の
異
形
の
神
々
を
醜
い
と
感
じ
て
嫌
悪
し
て
い
た
ア
ン
ト
ワ
ー

ヌ
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
の
行
進
が
始
ま
る
と
、
今
度
は
軽
蔑
す
る
ど
こ
ろ
か
、
彼
ら
の
雄
大
で
美
し
い
姿
に
感
嘆
し
、
清
々
し
い
感
動

す
ら
覚
え
る
。「
あ
あ
！　

胸
が
せ
い
せ
い
す
る
！　

私
の
知
ら
な
か
っ
た
歓
び
が
、
魂
の
底
に
ま
で
お
り
て
く
る
！　

な
ん
て
美
し
い

の
だ
ろ
う）

（1
（

！
」
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
神
々
の
美
し
い
形
態
さ
え
も
、
人
間
が
自
ら
の
姿
を
ま
と
わ
せ
た
恣
意
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、

ク
セ
ノ
パ
ノ
ス
、
キ
ケ
ロ
、
さ
ら
に
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
と
い
っ
た
哲
学
者
は
、
当
時
か
ら
こ
う
し
た
擬
人
観
的
な
ギ
リ
シ
ア
の
多
神
教
を

批
判
し
て
い
た
。
創
造
主
と
い
う
目
的
論
的
な
神
の
考
え
を
批
判
し
、
神
を
無
限
な
も
の
と
み
な
す
悪
魔
の
思
想
は
、
し
た
が
っ
て
古
代

ギ
リ
シ
ア
の
原
子
論）

11
（

と
不
可
分
な
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
初
稿
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
』
の
問
題
な
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
で
お

く
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
宇
宙
で
の
悪
魔
の
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
的
な
神
人
同
形
論
の
批
判
に
は
、
以
上
の
よ
う
に
様
々
な
要
素
が
直
接
間
接

に
混
ざ
り
合
い
、
溶
け
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
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2
．
書
簡
に
お
け
るle « Bon D

ieu »

の
批
判

　

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
書
簡
に
お
け
る
神
人
同
形
論
批
判
で
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
、
一
八
五
九
年
末
に
ロ
ジ
ェ
・
デ
・
ジ
ュ
ネ
ッ

ト
夫
人
に
宛
て
た
以
下
の
手
紙
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
神
に
つ
い
て
語
る
そ
の
仕
方
に
は
憤
慨
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
宗
教
は
確
信
を
も
っ
て
、
軽
々
し
く
、
な
れ
な

れ
し
く
神
を
扱
っ
て
い
る
の
で
す
。
と
り
わ
け
司
祭
た
ち
は
こ
の
名
前
を
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
口
に
す
る
の
で
苛
々
し
ま
す
。
彼
ら
の
習

慣
に
な
っ
た
く
し
ゃ
み
の
よ
う
な
も
の
で
、
神
の
慈
悲

0

0

0

0

、
神
の
怒
り

0

0

0

0

、
神
に
背
く

0

0

0

0

、
と
い
う
の
が
彼
ら
の
言
葉
で
す
。
神
を
人
間
と

し
て
、
ひ
ど
い
こ
と
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
し
て
み
な
し
て
い
る
。
さ
ら
に
神
を
属
性
で
飾
ろ
う
と
躍
起
に
な
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
野
蛮

人
が
自
分
の
お
守
り
に
羽
根
飾
り
を
つ
け
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
あ
る
も
の
は
無
限
を
青
色
で
描
き
、
ま
た
別
の
者
は
そ
れ
を
黒
色

で
描
く
。
一
切
は
野
蛮
な
こ
と
で
す
。
気
球
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
た
ち
は
ま
だ
草
を
食
み
、
四
つ
足
で
歩
い
て
い
る
の
で
す
。
人

類
が
神
に
つ
い
て
抱
く
考
え
は
、
宮
廷
の
取
り
巻
き
に
囲
ま
れ
た
オ
リ
エ
ン
ト
の
君
主
と
い
う
考
え
を
超
え
て
は
い
な
い
の
で
す
。

（
一
八
五
九
年
十
二
月
十
八
日
）

　

神
を
わ
か
り
易
く
説
く
あ
ま
り
、
そ
れ
を
一
人
の
人
間
の
よ
う
に
、
あ
ろ
う
こ
と
か
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
よ
う
に
軽
々
し
く
語
る
現
代
の
司

祭
た
ち
に
対
し
て
異
議
を
申
立
て
て
い
る
。
科
学
が
発
達
し
て
も
神
の
概
念
は
野
蛮
人
の
偶
像
と
同
じ
時
代
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
気
球
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と
い
う
語
は
、
悪
魔
と
の
宇
宙
へ
の
上
昇
を
彷
彿
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
発
言
は
、
と
り
わ
け
古
代
カ
ル
タ
ゴ
の
神
々
を
描
く
『
サ
ラ
ン
ボ
ー
』
を
執
筆
中
の
一
八
五
九
年
末
か
ら
一
八
六
〇
年
頃
に

集
中
し
て
い
る
。
ロ
ジ
ェ
・
デ
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
夫
人
に
宛
て
た
一
八
六
〇
年
の
書
簡
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

あ
な
た
は
私
の
反
宗
教
的
な
怒
り
に
驚
い
て
い
ま
す
が
、
そ
の
直
接
の
理
由
は
こ
れ
で
す
。
つ
ま
り
私
は
勉
強
の
際
に
そ
の
都
度
、

聖
書
に
ふ
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
聖
書
の
な
か
で
、
現
在
の
神
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
神
に
ふ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
偏
狭
で
限
ら

れ
た
、オ
リ
エ
ン
ト
的
で
、君
主
の
よ
う
な
側
面
に
ま
す
ま
す
苛
立
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
ル
イ
十
四
世
と
か
ス
ル
タ
ン
と
い
っ

た
、
何
か
し
ら
人
間
的
な
も
の
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
私
に
は
き
わ
め
て
貧
弱
な
も
の
に
思
わ
れ
、
そ
の
観
念
は
非
常
に
不
信
心
な
も

の
に
見
え
る
の
で
す）

1（
（

。

　

神
人
同
形
論
の
批
判
は
、
し
た
が
っ
て
聖
書
に
お
け
る
偏
狭
で
限
ら
れ
た
神
、
オ
リ
エ
ン
ト
的
で
君
主
然
と
し
た
神
の
イ
メ
ー
ジ
に
対

す
る
違
和
に
発
し
て
い
る
。
聖
書
に
お
け
る
神
人
同
形
論
の
批
判
、
そ
し
て
「
反
宗
教
的
な
怒
り
」
と
い
う
言
葉
か
ら
連
想
す
る
の
は
、

ひ
と
つ
は
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
で
あ
る
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
所
有
し
て
い
た
ケ
ー
ル
版
全
集
の
『
哲
学
辞
典
』
に
は
、「
神
人
同
形
論
者
（
擬

人
神
観
派
）」
と
い
う
項
目
が
存
在
す
る
。
以
下
に
全
文
を
引
用
す
る
。

　

こ
れ
は
四
世
紀
の
小
さ
な
宗
派
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
画
家
と
彫
刻
家
を
持
っ
た
す
べ
て
の
民
族
の
宗
派
で
あ
る
。
少

し
で
も
形
象
を
描
い
た
り
形
を
刻
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
人
々
は
す
ぐ
に
神
の
似
姿
を
作
っ
た
の
だ
。
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猫
と
雄
山
羊
を
聖
な
る
も
の
と
し
た
エ
ジ
プ
ト
人
は
イ
シ
ス
と
オ
シ
リ
ス
を
彫
っ
た
。
バ
ビ
ロ
ン
で
は
ベ
ル
の
姿
を
彫
り
、
テ
ィ

ル
ス
で
は
ヘ
ラ
ク
レ
ス
を
、
イ
ン
ド
で
は
ブ
ラ
フ
マ
ー
を
彫
っ
た
。

　

イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
神
を
人
間
の
姿
で
描
か
な
か
っ
た
。
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
は
大
い
な
る
存
在
の
像
を
持
た
な
か
っ
た
。
ア
ラ
ブ

人
は
星
々
に
人
間
の
姿
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
も
神
殿
で
は
神
に
人
間
の
姿
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ

ら
の
民
族
は
い
ず
れ
も
素
描
の
技
術
を
身
に
つ
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ソ
ロ
モ
ン
は
神
殿
に
動
物
の
形
象
を
置
い
た
が
、
テ
ィ
ル

ス
で
は
そ
れ
を
彫
刻
と
し
て
彫
ら
せ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
あ
ら
ゆ
る
ユ
ダ
ヤ
人
は
神
を
一
人
の
人
間
と
し
て
語
っ
た
の
で
あ
る
。

　

彼
ら
は
偶
像
を
持
た
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
神
を
人
間
に
仕
立
て
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
庭
に
降
り
て
、

毎
日
昼
に
そ
こ
で
歩
き
回
り
、
被
造
物
で
あ
る
人
間
に
話
し
、
蛇
に
話
し
、
柴
の
中
か
ら
モ
ー
セ
に
語
り
か
け
、
山
の
上
で
は
そ
の

後
ろ
姿
だ
け
し
か
見
せ
な
い
。
し
か
し
神
は
ま
る
で
友
人
ど
う
し
で
語
る
よ
う
に
、
顔
と
顔
を
合
わ
せ
て
モ
ー
セ
に
語
っ
て
い
る
。

　

聖
ク
ル
ア
ー
ン
に
お
い
て
さ
え
、
神
は
つ
ね
に
王
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
い
る
。
十
二
章
で
は
水
上
に
あ
る
玉
座
が
神
に
与
え
ら

れ
て
い
る
。
神
は
こ
の
コ
ー
ラ
ン
を
、
王
が
命
令
を
書
か
せ
る
よ
う
に
一
人
の
秘
書
に
書
か
せ
た
。
神
は
、
王
が
宮
廷
の
高
官
を
通

じ
て
自
ら
の
命
令
を
通
達
す
る
よ
う
に
、
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
を
通
じ
て
そ
の
コ
ー
ラ
ン
を
ム
ハ
ン
マ
ド
に
送
っ
た
。
要
す
る
に
、
聖

ク
ル
ア
ー
ン
で
神
は
生
み
出
す
も
の
に
非
ず
、
生
み
出
さ
れ
た
も
の
に
非
ず
と
言
わ
れ
て
い
て
も
、
つ
ね
に
神
人
同
形
論
の
一
端
が

存
在
し
て
い
る
。

　

ギ
リ
シ
ア
正
教
会
と
ラ
テ
ン
教
会
で
は
、
神
は
つ
ね
に
豊
か
な
ひ
げ
を
た
く
わ
え
た
姿
で
描
か
れ
て
き
た）

11
（

。

　

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、神
の
似
姿
を
作
っ
た
あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
神
人
同
形
論
的
で
あ
る
。偶
像
を
禁
じ
た
モ
ー
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セ
の
十
戒
に
も
か
か
ら
わ
ず
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
聖
書
で
神
を
人
間
の
似
姿
と
し
て
語
っ
た
し
、
同
様
に
偶
像
を
禁
じ
て
い
る
イ
ス
ラ
ム
教
の

ク
ル
ア
ー
ン
で
さ
え
神
を
王
の
よ
う
に
み
な
し
た
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
神
が
オ
リ
エ
ン
ト
の
君
主
の
よ
う
で
あ
る

と
批
判
し
て
い
る
の
だ
が
、
知
人
の
学
者
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
モ
ー
リ
ー
も
ま
た
、
世
俗
の
偉
人
（
王
や
教
皇
や
司
教
）
を
神
と
同
一
視
し

て
し
ま
う
民
衆
の
想
像
力
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。

永
遠
の
父
な
る
神
の
頭
上
に
は
王
も
し
く
は
皇
帝
の
冠
を
か
ぶ
せ
、
王
の
記
章
で
そ
の
身
を
飾
り
、
そ
の
手
に
は
地
上
の
権
力
の
象

徴
た
る
宝
珠
も
し
く
は
王
笏
を
持
た
せ
た
。
さ
ら
に
ま
た
、
教
皇
も
し
く
は
王
は
地
上
で
の
神
の
代
理
人
で
あ
る
と
い
う
キ
リ
ス
ト

教
の
考
え
か
ら
発
し
て
、
文
字
通
り
に
そ
れ
を
理
解
し
、
神
に
司ミ

教ト

冠ラ

も
し
く
は
教
皇
冠
を
か
ぶ
せ
、
教
皇
の
祭
服
を
着
せ
た
。
こ

の
よ
う
に
描
い
た
神
を
玉
座
に
の
せ
、
天
の
軍
団
―
神
の
周
囲
と
下
方
に
描
か
れ
た
多
数
の
聖
人
た
ち
か
ら
な
る
軍
団
―
か
ら

崇
拝
を
受
け
る
神
を
描
い
た
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
偶
像
に
お
い
て
は
一
切
が
、
き
わ
め
て
卑
俗
な
神
人
同
形
論
を
明
白

に
表
現
し
て
い
た
。
こ
の
神
人
同
形
論
は
、
神
秘
の
表
象
、
民
衆
が
渇
望
し
て
い
た
表
象
に
よ
っ
て
大
衆
の
精
神
の
中
に
か
き
立
て

ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
民
衆
は
神
の
人
格
を
、
高
位
聖
職
者
や
王
子
や
国
王
と
い
っ
た
、
要
は
現
世
で
我
々
に
強
い
印
象
を
与
え
る

人
々
と
変
わ
ら
な
い
存
在
の
姿
や
衣
装
の
も
と
で
見
る
よ
う
習
慣
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る）

11
（

。

　

民
衆
の
想
像
力
は
、
宗
教
的
表
象
を
前
に
し
て
、
比
喩
的
な
意
味
と
字
義
通
り
の
意
味
と
を
絶
え
ず
混
同
す
る
。
モ
ー
リ
ー
に
よ
れ
ば
、

父
な
る
神
が
「
老
人
」
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
は
九
世
紀
以
降
だ
と
い
う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
神
人
同
形
論
を
と
り
わ
け

熱
烈
に
支
持
し
た
の
は
、
瞑
想
生
活
に
い
そ
し
ん
だ
隠
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
砂
漠
で
孤
独
な
禁
欲
生
活
を
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送
る
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
隠
者
の
場
合
を
考
え
る
と
興
味
深
い
。
つ
ね
に
熱
を
帯
び
た
想
像
力
の
な
か
で
思
い
描
く
神
を
一
種
の
幻
覚
症
状

と
し
て
捉
え
る
モ
ー
リ
ー
の
合
理
主
義
的
な
考
え
は
、
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
形
象
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

上
記
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
引
用
に
戻
れ
ば
、『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
で
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
主
義
者
の
権
化
で
あ
る
薬
剤
師
オ
メ
ー
の

哲フ
ィ
ロ
ゾ
フ

学
者
と
し
て
の
信
仰
表
明
は
、
明
ら
か
に
こ
の
『
哲
学
辞
典
』
の
項
目
を
一
つ
の
典
拠
と
し
て
い
る
。

私
は
神
を
崇
拝
し
て
い
る
。
最
高
存
在
、
創
造
主
、
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
か
ま
わ
ん
、
市
民
お
よ
び
家
長
と
し
て
の
義

務
を
果
た
す
た
め
に
我
々
を
こ
の
世
に
お
い
た
創
造
主
を
信
じ
て
い
る
。［
…
］
私
の
神
、
こ
の
私
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
フ
ラ
ン

ク
リ
ン
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
そ
し
て
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
の
神
さ
！　

私
は
『
サ
ヴ
ォ
ワ
助
任
司
祭
の
信
仰
告
白
』
と
八
九
年
の
不
滅
な
る

原
則
に
賛
成
す
る
！　

だ
か
ら
、
神
様
と
い
う
や
つ
が
杖
を
手
に
花
園
を
歩
き
回
っ
た
り
、
鯨
の
腹
に
友
人
た
ち
を
泊
ら
せ
た
り
、

叫
び
声
を
あ
げ
て
死
ん
だ
の
に
、
三
日
後
に
よ
み
が
え
っ
た
り
す
る
こ
と
を
私
は
認
め
な
い
。
こ
う
し
た
事
は
そ
れ
自
体
が
馬
鹿
げ

て
い
る
し
、
そ
も
そ
も
あ
ら
ゆ
る
物
理
の
法
則
と
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る）

11
（

。

　

オ
メ
ー
の
人
物
像
は
、
十
八
世
紀
的
な
理
神
論
を
含
め
、
合
理
主
義
や
科
学
主
義
、
反
教
権
主
義
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
。「
杖
を
手
に
花
園
を
歩
き
回
る
」
神
と
は
、
エ
デ
ン
の
園
で
の
神
を
、
庭
を
散
歩
す
る
一
人
の
老
人
の
よ
う
に
描
く
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
鯨
の
腹
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
旧
約
聖
書
『
ヨ
ナ
書
』
で
、
と
く
に
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
で
は
奇
跡
の
批
判
で
頻
繁
に
引
き
合
い
に
出
さ

れ
る
。「
神
様
と
い
う
や
つ
」
と
訳
し
た
の
は
、
原
文
でun bonhom

m
e de bon D

ieu

で
あ
り
、
明
ら
か
に
神
人
同
形
論
の
文
脈
で

用
い
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
辞
典
に
よ
れ
ば
、bonhom

m
e

と
い
う
語
自
体
に
人
間
の
形
で
表
さ
れ
た
神
を
さ
す
場
合
が
あ
る
と
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い
う）

11
（

。

　
「
神
様
」（bon D

ieu

）
と
い
う
言
葉
は
、
親
し
み
を
こ
め
て
善
良
な
神
を
さ
す
口
語
、
俗
語
表
現
で
あ
り
、
一
方
で
間
投
詞
と
し
て

は
罵
り
言
葉
に
も
な
る
。
十
九
世
紀
後
半
の
反
教
権
的
な
文
脈
か
ら
、
派
生
語
と
し
てbondieuserie

な
ど
の
語
が
新
た
に
現
れ
る
。

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
書
簡
で
は
、「
ポ
ケ
ッ
ト
の
神
様
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
出
て
く
る
が
、
と
り
わ
け
『
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
と
ペ
キ
ュ
シ
ェ
』

の
最
後
の
数
章
を
書
い
て
い
る
時
期
に
現
れ
る
。「
な
ん
と
い
う
厚
か
ま
し
さ
！　

私
が
憤
慨
す
る
の
は
、
神
様
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
持
っ
て

い
る
人
々
、
不
可
解
な
も
の
を
不
条
理
な
も
の
に
よ
っ
て
説
明
す
る
人
々
な
の
で
す
。」（
一
八
七
九
年
三
月
四
日
）。
同
じ
く
、「
私
が
驚

く
の
は
不
可
解
な
も
の
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
人
々
で
は
な
く
、
説
明
を
見
つ
け
た
と
信
じ
込
ん
で
い
る
人
々
で
あ
り
、
神
様
（
も
し
く

は
神
な
ら
ざ
る
も
の
）
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
持
っ
て
満
足
し
て
い
る
連
中
な
の
で
す
」（
同
三
月
十
三
日
）。
さ
ら
に
、
オ
メ
ー
の
セ
リ
フ
に
も

あ
っ
た
「
最
高
存
在
」
に
つ
い
て
も
、マ
ク
シ
ム
・
デ
ュ
・
カ
ン
宛
て
の
書
簡
で
次
の
よ
う
に
皮
肉
っ
て
い
る
。「
こ
の
信
心
に
凝
り
固
ま
っ

た
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
最
高
存
在
を
非
難
し
た
の
は
正
し
か
っ
た
。
最
高
存
在
の
奥
義
に
通
じ
て
い
る
者
、
神
様
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て

い
る
と
信
じ
る
者
は
行
き
過
ぎ
た
こ
と
を
す
る
」（
一
八
七
九
年
十
一
月
十
三
日
）。

　

オ
メ
ー
の
言
説
は
あ
く
ま
で
型
に
は
ま
っ
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
主
義
や
反
教
権
主
義
の
寄
せ
集
め
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
フ
ロ
ー

ベ
ー
ル
自
身
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
へ
の
敬
愛
と
は
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
、
た
と
え
ば
オ
メ
ー
の
信
奉
す
る
国
民
詩

人
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
を
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
書
簡
で
こ
っ
ぴ
ど
く
貶
し
て
い
る
。
い
わ
く
、
現
在
に
至
る
ま
で
こ
の
詩
人
の
評
判
は
一
点
の
陰

り
も
な
い
が
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
星
」
た
る
彼
は
後
世
に
は
必
ず
や
色
褪
せ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
あ
け
す
け
で
好
戦
的
な
こ
の
シ
ャ
ン
ソ

ニ
エ
は
ど
こ
を
と
っ
て
も
凡
庸
で
、そ
の
平
板
さ
に
は
む
か
む
か
す
る
と
こ
き
下
ろ
し
、そ
の
後
で
「
神
に
つ
い
て
の
何
と
い
う
語
り
方
！　

そ
し
て
愛
に
つ
い
て
も
！　

フ
ラ
ン
ス
は
何
と
言
お
う
と
お
粗
末
な
国
で
す
」と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
に
つ
い
て
の
書
簡
は
、
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こ
の
直
後
の
段
落
で
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
が
称
賛
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
続
い
て
亡
き
友
人
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ル
・
ポ
ワ
ト
ヴ
ァ
ン

の
思
い
出
が
語
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
明
ら
か
に
神
人
同
形
論
批
判
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

実
際
、
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
は
文
字
通
り
『
神
様
（Le Bon D

ieu

）』
と
い
う
唄
の
中
で
、
人
間
的
な
神
の
善
良
さ
と
寛
大
さ
を
う
た
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
矛
盾
し
た
こ
と
に
、
擬
人
観
的
な
神
を
批
判
す
る
オ
メ
ー
の
信
奉
す
る
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
自
身
が
、
ま
さ
に
（
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル

の
目
か
ら
見
れ
ば
）「
お
粗
末
な
」
擬
人
神
観
に
陥
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
の
唄
で
は
、
神
は
自
分
の
名
の
も
と
に

行
わ
れ
る
戦
争
を
嘆
き
、
ま
た
自
分
の
名
の
も
と
に
君
臨
し
た
り
破
門
し
た
り
す
る
国
王
や
聖
職
者
た
ち
の
身
勝
手
さ
を
語
っ
て
い
る
。

ベ
ラ
ン
ジ
ェ
の
神
は
も
は
や
冷
酷
な
裁
き
の
神
で
は
な
く
、
人
生
を
謳
歌
す
る
よ
う
勧
め
る
良
き
神
で
あ
る
。「
子
供
た
ち
よ
、
私
を
恨

ま
な
い
で
お
く
れ
。
／
私
が
選
ぶ
の
は
善
良
な
心
の
持
ち
主
。
／
だ
か
ら
と
い
っ
て
溺
れ
さ
せ
た
り
は
し
な
い
。
／
愛
し
合
い
、
楽
し
く

生
き
な
さ
い
。」
こ
の
詩
は
、
神
を
グ
ロ
テ
ス
ク
で
滑
稽
な
姿
で
描
い
た
と
し
て
、
ま
た
王
を
侮
辱
し
宗
教
倫
理
に
反
し
た
と
い
う
理
由

で
裁
判
に
か
け
ら
れ
て
い
る）

11
（

。

　

ほ
か
に
、
神
を
善
人
の
姿
で
描
い
た
も
の
と
し
て
、『
良
い
人
々
の
神
（Le D

ieu des bonnes gens

）』
が
あ
る
。「
し
か
し
何
と
い

う
間
違
い
！　

神
は
怒
っ
て
な
ど
い
な
い
。
／
神
が
す
べ
て
を
創
造
し
た
の
は
、
す
べ
て
の
支
え
と
な
る
た
め
。
／
我
々
に
下
さ
る
ぶ
ど

う
酒
、
我
々
を
守
護
し
て
下
さ
る
友
情
。
／
そ
し
て
愛
よ
、
神
に
な
ら
っ
て
創
造
し
、
わ
が
哲
学
に
魅
力
を
与
え
た
ま
え
。
／
悲
し
い
夢

を
か
き
消
す
た
め
に
、
グ
ラ
ス
片
手
に
、
／
誰
も
が
良
い
人
々
の
神
に
心
を
委
ね
ま
す
よ
う
に
」。
こ
う
し
た
善
良
な
神
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

王
政
復
古
下
の
教
権
的
反
動
に
対
す
る
民
衆
詩
人
の
態
度
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ち
な
み
に
、
エ
ン
マ
の
娘
の
洗
礼
の
日
に
、

オ
メ
ー
が
酒
の
席
で
歌
う
の
が
こ
の
唄
で
あ
り
、
シ
ャ
ル
ル
の
父
が
洗
礼
を
ま
ね
て
赤
ん
坊
の
頭
に
シ
ャ
ン
パ
ン
を
か
け
、
そ
れ
を
見
た

司
祭
ブ
ー
ル
ニ
ジ
ア
ン
は
激
怒
す
る
。
オ
メ
ー
の
形
象
に
込
め
ら
れ
た
風
刺
性
は
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
と
い
う
国
民
詩
人
に
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示
し
て
い
た
批
判
的
態
度
を
通
じ
て
、
そ
の
意
味
が
よ
り
明
確
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
だ
と
言
え
る
。

3
．
合
理
主
義
的
批
判
の
系
譜
―
『
サ
ラ
ン
ボ
ー
』
か
ら
『
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
』
へ

　

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
、
神
を
親
し
げ
な
人
間
の
よ
う
に
描
い
た
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
を
凡
庸
だ
と
嘲
笑
し
た
が
、
一
方
で
、「
裁
き
の
神
」
に
対

す
る
反
教
権
的
な
立
場
と
い
う
点
で
は
民
衆
詩
人
と
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る）

11
（

。『
サ
ラ
ン
ボ
ー
』
執
筆
中
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の

神
を
ま
る
で
「
オ
リ
エ
ン
ト
の
君
主
」
の
よ
う
に
人
間
的
で
、
偏
狭
だ
と
批
判
す
る
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
「
反
宗
教
的
な
怒
り
」
に
つ
い
て

は
す
で
に
ふ
れ
た
。
以
下
の
書
簡
で
は
、
贖
罪
と
い
う
考
え
を
め
ぐ
っ
て
、
や
は
り
神
人
同
形
論
の
批
判
が
さ
れ
て
い
る
。

一
体
ど
う
し
て
、
不
可
解
な
物
事
を
、
さ
ら
に
別
の
不
可
解
な
物
事
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
原
罪
に
よ
っ

て
悪
を
説
明
す
る
の
は
、
何
も
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
。［
…
］
贖
罪
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
正
義

の
狭
い
考
え
方
か
ら
来
て
お
り
、
正
義
を
野
蛮
で
不
明
瞭
な
も
の
に
感
じ
取
る
仕
方
で
す
。
そ
れ
は
人
間
的
責
任
に
移
し
替
え
た
世

襲
な
の
で
す
。
オ
リ
エ
ン
ト
の
善ボ

ン
・
デ
ュ
ー

良
な
神
は
、
善ボ

良ン

な
ど
で
は
な
く
、
息
子
に
祖
父
の
負
債
を
支
払
わ
せ
る
パ
シ
ャ
の
よ
う
に
、
幼

い
子
供
た
ち
に
彼
ら
の
父
親
の
罪
を
償
わ
せ
る
の
で
す
。
私
た
ち
が
神
の
正
義
や
ら
怒
り
、
神
の
慈
悲
な
ど
と
い
う
時
い
ま
だ
に
そ

ん
な
状
態
に
い
る
わ
け
で
、
そ
う
し
た
特
性
は
す
べ
て
人
間
的
、
相
対
的
で
有
限
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
絶
対
的
な
も
の
と

は
相
容
れ
な
い
の
で
す）

11
（

。
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こ
の
贖
罪
に
つ
い
て
の
発
言
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
批
判
と
い
う
文
脈
を
超
え
て
、『
サ
ラ
ン
ボ
ー
』
に
お
け
る
モ
ロ
ク
燔
祭
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
。
傭
兵
軍
と
の
戦
争
で
劣
勢
に
立
た
さ
れ
た
カ
ル
タ
ゴ
は
、
神
の
怒
り
を
鎮
め
る
と
い
う
理
由
で
、
幼
い
子
供
た
ち
を
モ

ロ
ク
へ
の
供
物
と
し
て
次
々
と
焼
き
殺
す
と
い
う
壮
絶
な
場
面
で
あ
る
。
ア
ニ
エ
ス
・
ブ
ー
ヴ
ィ
エ
の
指
摘
に
よ
れ
ば）

11
（

、
こ
の
時
期
、
書

簡
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
人
同
形
論
を
批
判
す
る
際
、
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
オ
リ
エ
ン
ト
の
君
主
と
は
、
ま
さ
に
『
サ
ラ
ン
ボ
ー
』
に
お

い
て
カ
ル
タ
ゴ
人
が
恐
れ
る
神
、
残
忍
な
復
讐
の
神
モ
ロ
ク
に
他
な
ら
な
い
。
小
説
十
三
章
（「
モ
ロ
ク
神
」）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
共
和
国
に
対
し
て
立
腹
し
た
神
々
は
、
き
っ
と
復
讐
を
続
け
よ
う
と
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
神
々
は
残
酷
な
主
人
だ
と
考
え
ら
れ
、

哀
願
に
よ
っ
て
心
を
や
わ
ら
げ
、
供
物
の
力
で
買
収
さ
れ
る
も
の
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。［
…
］
し
た
が
っ
て
、
自
ら
の
肉
体
を
救
う
た

め
に
、
カ
ル
タ
ゴ
人
は
そ
の
一
部
を
捧
げ
て
神
の
怒
り
を
鎮
め
る
習
わ
し
で
あ
っ
た）

11
（

」。

　

書
簡
に
お
け
る
「
オ
リ
エ
ン
ト
の
神
」
を
め
ぐ
る
発
言
、
先
に
ふ
れ
た
一
八
六
〇
年
前
後
の
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
「
反
宗
教
的
な
怒
り
」

は
、
友
人
の
学
者
た
ち
と
の
交
友
関
係
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
す
な
わ
ち
文
献
学
者
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ボ
ー
ド
リ
ー
を
介
し
て
の
エ

ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン
、
そ
し
て
先
に
ふ
れ
た
モ
ー
リ
ー
と
の
交
友
で
あ
る
。
事
実
、
古
代
フ
ェ
ニ
キ
ア
に
関
す
る
知
識
の
多
く
は
彼
ら
か

ら
得
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。『
サ
ラ
ン
ボ
ー
』の
資
料
と
し
て
使
用
さ
れ
た
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
カ
ー
エ
ン
版
聖
書
の
読
書
ノ
ー
ト
を
調
べ
た
ブ
ー

ヴ
ィ
エ
に
よ
る
と
、
そ
の
中
に
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
手
で
書
か
れ
た
「
ヤ
ハ
ウ
ェ
＝
モ
ロ
ク
」
と
い
う
興
味
深
い
等
号
が
見
つ
か
る
。
こ
れ

は
、
反
教
権
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
支
え
る
当
時
の
合
理
主
義
的
聖
書
批
判
（
ダ
ウ
マ
ー
や
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
ら
ド
イ
ツ
哲
学
の
フ
ラ

ン
ス
で
の
受
容
）
に
お
い
て
、
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
異
教
の
神
と
重
ね
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
反
自

然
」
を
批
判
す
る
際
に
そ
れ
を
血
な
ま
ぐ
さ
い
モ
ロ
ク
の
人
身
御
供
の
延
長
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
と
、
明
ら
か
に
共
鳴
し
て
い
る
と

い
う）

1（
（

。
こ
う
し
た
合
理
主
義
的
聖
書
批
判
へ
と
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
を
近
づ
け
た
の
が
、
今
の
べ
た
友
人
の
学
者
た
ち
で
あ
っ
た）

11
（

。
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し
た
が
っ
て
、『
サ
ラ
ン
ボ
ー
』
と
い
う
、
一
見
十
九
世
紀
と
は
か
け
離
れ
た
古
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
表
象
は
、
じ
つ
は
同
時
代

の
反
宗
教
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
の
擬
人
神
観
に
対
す
る
批
判
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
。
オ
リ

エ
ン
ト
の
君
主
然
と
し
た
神
に
対
す
る
苛
立
ち
は
、
た
と
え
ば
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
誘
惑
』
の
三
章
、
禁
欲
に
励
む
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
に

対
し
て
、
イ
ラ
リ
オ
ン
が
投
げ
か
け
る
言
葉
に
も
確
か
に
反
映
し
て
い
る
。「
あ
な
た
の
ぼ
ろ
着
に
た
か
っ
て
い
る
虱
を
払
い
な
さ
い
。

そ
ん
な
汚
ら
し
い
と
こ
ろ
か
ら
立
ち
上
が
り
な
さ
い
。
あ
な
た
の
神
は
、
人
肉
を
犠
牲
に
求
め
る
モ
ロ
ク
神
な
ん
か
で
は
な
い
の
で
す

よ
！
」

　

書
簡
の
発
言
に
戻
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
い
う
善
良
な
神
と
は
、
実
の
と
こ
ろ
善
良
さ
の
う
ち
に
異
教
の
神
の
よ
う
な
残
忍
さ
を

隠
し
て
お
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
神
を
人
間
の
よ
う
に
有
限
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
に
原
因
が
あ
る
、
と
い
う
の
が

少
な
く
と
も
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。『
サ
ラ
ン
ボ
ー
』
の
時
期
以
来
の
、
こ
う
し
た
合
理
主
義
的
な
教
義

批
判
に
は
、
の
ち
に
最
終
稿
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
誘
惑
』
三
章
と
『
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
と
ペ
キ
ュ
シ
ェ
』
九
章
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
、

一
冊
の
書
物
が
明
ら
か
に
影
響
し
て
い
る
。
パ
ト
リ
ス
・
ラ
ロ
ッ
ク
の
『
キ
リ
ス
ト
教
教
義
の
批
判
的
検
討
』（
一
八
六
〇
年）

11
（

）
で
あ
り
、

聖
書
の
原
典
に
立
ち
返
っ
て
、
各
教
義
の
矛
盾
や
食
い
違
い
、
不
条
理
さ
を
徹
底
的
に
洗
い
出
す
と
い
う
厳
密
な
手
法
を
、
出
版
当
初
か

ら
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
高
く
評
価
し
た
（
出
版
直
後
に
発
禁
と
な
っ
た
こ
の
本
を
彼
に
勧
め
た
の
が
先
の
三
人
の
学
者
た
ち
で
あ
る
）。

　

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
書
簡
で
、
正
義
や
人
間
的
責
任
に
照
ら
し
て
教
義
を
批
判
す
る
と
き
、
そ
の
合
理
主
義
的
な
観
点
は
ラ
ロ
ッ
ク
の
論

拠
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
贖
罪
に
つ
い
て
、
ラ
ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
人
間
的
な
感
情
で
し
か
な
い
憐
み
の
情
を
狭
義
に

了
解
し
た
慈
悲
を
神
に
移
し
か
え
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
多
神
教
か
ら
受
け
継
い
だ
誤
謬
の
一
つ
で
あ
る
。［
…
］
至
上
な
る
真
の
正

義
の
観
念
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
果
は
、い
か
な
る
過
ち
も
、場
所
を
問
わ
ず
、そ
れ
を
自
分
か
ら
お
か
し
た
者
の
苦
痛
や
苦
し
み
に
よ
っ
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て
償
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

11
（

。」
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
教
義
で
あ
る
原
罪
に
つ
い
て
は
、
善
良
で
正
義
で

あ
る
は
ず
の
神
が
、
自
ら
作
り
出
し
た
最
初
の
人
間
の
み
な
ら
ず
人
類
全
体
を
断
罪
す
る
理
不
尽
さ
に
疑
問
を
呈
し
、「
こ
の
聖
書
の
神

の
正
義
は
、
人
間
の
自
由
、
道
徳
的
責
任
、
功
徳
と
過
失
を
め
ぐ
る
、
あ
ら
ゆ
る
観
念
を
覆
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
激
し
い
怒
り
の

も
と
で
歪
ん
だ
父
親
を
描
こ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
以
外
の
表
現
が
あ
る
だ
ろ
う
か）

11
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

正
義
の
観
念
に
照
ら
し
た
原
罪
批
判
は
、
の
ち
に
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
が
宗
教
の
章
で
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ラ
ロ
ッ
ク
の

神
人
同
形
論
批
判
が
も
っ
と
も
よ
く
表
れ
て
い
る
の
が
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
よ
る
イ
サ
ク
の
犠
牲
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
を
試

す
神
の
よ
う
に
、
知
的
で
自
由
な
人
間
を
試
す
の
は
、
受
動
的
服
従
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
支
配
者
の
意
志
の
み
を
規
範
に

し
て
、正
義
か
不
正
義
か
と
い
う
考
え
を
一
切
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
合
図
一
つ
で
い
つ
で
も
自
分
の
奴
隷
た
ち
に
善
と
同
様
、

悪
を
行
わ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
絶
対
的
な
服
従
を
示
す
こ
と
を
求
め
る
よ
う
な
専
制
君
主
に
そ
っ
く
り
で
あ
る）

11
（

」。

　

合
理
主
義
的
な
神
人
同
形
論
批
判
と
い
う
問
題
は
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
そ
れ
に
最
初
に
取
り
組
ん
だ
ス
ピ
ノ
ザ
へ
と
わ
れ
わ
れ
を

引
き
戻
す
。
す
で
に
、『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
誘
惑
』
と
い
う
作
品
に
つ
い
て
、
初
稿
に
比
べ
て
最
終
稿
で
は
、
神
人
同
形
論
の
問
題
が

よ
り
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
に
は
最
終
稿
の
段
階
で
新
た
に
読
ん
だ
資
料
、
ス
ピ
ノ
ザ
『
神
学

政
治
論
』
が
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド
に
宛
て
た
手
紙
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。「
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ

チ
カ
』
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、『
神
学
政
治
論
』
は
ま
っ
た
く
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
驚
嘆
し
て
目
が
く
ら
み
、
感
嘆
の
念
で
興
奮
し

て
い
ま
す
。
い
や
は
や
、
何
と
い
う
人
間
、
何
と
い
う
頭
脳
！　

何
と
い
う
学
識
、
何
と
い
う
精
神
！
」（
一
八
七
〇
年
四
月
二
十
九
日
）

『
神
学
政
治
論
』
は
、
一
八
六
一
年
の
セ
ッ
セ
版
『
著
作
集
』
第
二
巻
（
一
八
四
二
年
の
初
版
で
は
第
一
巻
）
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、

ス
ピ
ノ
ザ
を
語
る
た
び
に
絶
賛
の
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
こ
こ
に
至
る
ま
で
そ
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
の
は
奇
妙
で
は
あ
る
が
、と
も
あ
れ
、
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こ
の
本
は
初
稿
（
お
よ
び
第
二
稿
）
と
最
終
稿
を
隔
て
る
重
要
な
資
料
の
一
つ
で
あ
る
。
セ
ナ
リ
オ
に
は
一
切
作
品
の
痕
跡
は
残
さ
れ
て

い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ラ
リ
オ
ン
が
三
章
で
奇
跡
を
批
判
す
る
時
、
は
っ
き
り
と
そ
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る）

11
（

。

　

こ
こ
で
時
間
を
先
に
進
め
て
、『
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
と
ペ
キ
ュ
シ
ェ
』
の
九
章
（
宗
教
）
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
関ド

シ

エ

係
資
料
に
含
ま
れ
て
い

る
『
神
学
政
治
論
』
の
読
書
ノ
ー
ト
の
う
ち
、
と
く
に
神
人
同
形
論
批
判
に
関
わ
る
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。
次
の
二
つ
の
引
用
の
う
ち
前

者
は
第
一
章
（「
預
言
に
つ
い
て
」）
の
一
節
で
あ
り
、
後
者
は
第
十
五
章
（「
神
学
が
理
性
の
婢

は
し
た
め

で
も
、
理
性
が
神
学
の
婢
で
も
な
い

こ
と
。
わ
れ
わ
れ
が
聖
書
の
権
威
を
認
め
る
の
は
な
ぜ
か
」）
の
一
節
を
そ
れ
ぞ
れ
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

預
言
者
た
ち
の
想
像
力
が
彼
ら
に
見
せ
た
も
の
：

　
　

神
人
同
形
論　
　

玉
座
に
座
っ
て
い
る
神
（
ミ
カ
ヤ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
人
の
老
人
の
よ
う
な
神
（
ダ
ニ
エ
ル
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

炎
の
よ
う
な
神
（
エ
ゼ
キ
エ
ル
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

聖
霊
は
鳩
の
よ
う
に
見
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
は
聖
パ
ウ
ロ
に
よ
っ
て
炎
で
で
き
た
舌
の
よ
う
に
見
え
た）

11
（

　
　

聖
書
に
お
け
る
神
の
神
人
同
形
論

神
は
嫉
妬
深
い
―
神
は
シ
ナ
イ
山
に
下
り
て
き
た
―
神
は
移
動
し
、
か
つ
移
動
し
な
い
（
列
王
記
、
八
章
二
十
七
節
）―

神
は
天
を
住
ま
い
と
し
て
い
る
―
神
は
火
で
あ
る
（
申
命
記
、
四
章
二
十
四
節
）―
神
は
自
ら
下
し
た
宣
告
を
悔
い
る
こ
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と
は
な
い
（
サ
ム
エ
ル
記
、
十
五
章
二
十
九
節
）―
神
は
そ
れ
を
悔
い
た
（
エ
レ
ミ
ヤ
書
、
八
章
十
節）

11
（

）

　

ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
預
言
者
た
ち
は
神
か
ら
の
啓
示
を
、
た
だ
想
像
力
に
よ
っ
て
の
み
、
つ
ま
り
言
葉
ま
た
は
映
像
の
み
を
媒
介
と

し
て
受
け
取
っ
て
い
た
。
預
言
者
た
ち
の
想
像
力
は
、
彼
ら
に
神
を
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
形
で
見
せ
た
が
、
そ
れ
ら
は
神
や
霊
に
つ
い
て

民
衆
が
抱
く
あ
り
が
ち
な
イ
メ
ー
ジ
と
一
致
し
て
い
た
。
想
像
力
の
働
き
は
不
安
定
な
も
の
な
の
に
、
そ
れ
を
通
じ
て
受
け
取
っ
た
物
事

に
対
し
て
な
ぜ
預
言
者
た
ち
は
確
信
を
持
て
た
の
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
こ
こ
か
ら
、
数
学
的
確
実
性
と
は
異
な
る
、「
し
る
し
」
に
裏
付
け

ら
れ
た
預
言
の
心
的
確
実
性
に
つ
い
て
語
る
。
一
方
、
第
二
の
引
用
は
、
理
性
に
合
わ
な
い
箇
所
を
比
喩
的
に
解
釈
す
る
聖
書
解
釈
に
疑

問
を
呈
し
て
、
聖
書
の
中
の
矛
盾
を
誤
り
だ
と
教
え
る
の
は
あ
く
ま
で
理
性
の
み
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
神
学
が
理
性
に
従
属
す

る
こ
と
は
な
い
し
、
理
性
が
神
学
に
従
属
す
る
こ
と
も
な
い
と
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。

　

第
一
の
引
用
は
、
預
言
者
の
想
像
力
に
つ
い
て
の
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
の
議
論
に
直
接
用
い
ら
れ
て
い
る
（「
彼
ら
の
熱
狂
し
た
精
神
は
、
火

だ
と
か
、
柴
だ
と
か
、
老
人
だ
と
か
、
鳩
だ
と
か
、
様
々
な
形
の
も
と
に
エ
ホ
ヴ
ァ
を
見
て
い
た
の
で
す）

11
（

」）。
ま
た
、
第
二
の
引
用
は
、

や
は
り
司
祭
を
前
に
し
た
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
に
よ
る
以
下
の
神
人
同
形
論
批
判
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ブ
ヴ
ァ
ー
ル
は
創
造
主
た
る
神
の
前
で
は
自
分
も
へ
り
下
っ
て
い
る
が
、
こ
の
創
造
主
を
人
間
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
憤
慨
し

て
い
る
の
だ
と
司
祭
に
言
っ
た
。「
人
々
は
神
の
復
讐
を
恐
れ
、
神
の
栄
光
の
た
め
に
働
く
。
神
は
あ
ら
ゆ
る
美
徳
を
そ
な
え
、
腕
、

目
、
政
治
、
住
ま
い
を
持
っ
て
い
る
。《
天
に
ま
し
ま
す
我
ら
の
父
》
な
ん
て
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
？）

1（
（

」
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見
て
わ
か
る
通
り
、
こ
の
批
判
は
す
で
に
見
た
最
終
稿
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
誘
惑
』
の
悪
魔
の
延
長
上
に
あ
る
。
宇
宙
で
の
ア
ン
ト

ワ
ー
ヌ
と
悪
魔
の
哲
学
議
論
は
、
宗
教
の
章
に
お
い
て
村
の
司
祭
と
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
と
の
宗
教
論
争
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
（
こ
れ
は
前
章
の
哲
学
の
章
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
）。
そ
の
証
拠
と
し
て
、《
天
に
ま
し
ま
す
…
》
の
部
分
は
先
の
ラ
ロ
ッ
ク
か

ら
取
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
ま
た
、
詳
し
く
は
触
れ
な
い
が
、
こ
れ
に
続
く
ペ
キ
ュ
シ
ェ
の
セ
リ
フ
も
、
や
は
り
最
終
稿
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
』

の
資
料
で
あ
る
ジ
ャ
ン
・
レ
イ
ノ
ー
『
地
と
天
』
に
基
づ
い
て
い
る
。
世
界
の
広
が
り
に
よ
っ
て
地
球
は
も
は
や
そ
の
中
心
と
は
言
え
な

い
の
だ
か
ら
、
神
に
つ
い
て
よ
り
崇
高
な
考
え
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。「
し
た
が
っ
て
宗
教
も
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天
国
に

福
者
た
ち
が
い
て
、
い
つ
も
瞑
想
し
た
り
歌
っ
た
り
し
て
、
地
獄
に
落
ち
た
人
々
の
苦
し
み
を
高
み
か
ら
眺
め
て
い
る
な
ん
て
、
何
や
ら

子
供
じ
み
て
い
る
」。
こ
れ
は
、
す
で
に
見
た
最
終
稿
の
悪
魔
の
考
え
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
読
書
ノ
ー
ト
に
取
ら
れ
な
か
っ
た
部
分
で
あ
っ
て
も
重
要
な
典
拠
と
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、
聖

書
は
神
と
い
う
も
の
の
定
義
を
は
っ
き
り
語
っ
て
い
な
い
。
神
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
そ
こ
で
は
神
の
正
義
と
慈
愛
、
す
な
わ
ち
人
々
が

生
き
方
の
指
針
と
し
て
見
習
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
属
性
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
神
の
性
質
を
知
る
こ
と
は
求
め
ら
れ
て
い

な
い
。「
し
た
が
っ
て
、神
が
預
言
者
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
想
像
や
先
入
見
に
応
じ
た
姿
で
現
れ
た
の
も
、ま
っ
た
く
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。

ま
た
［
…
］
信
者
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
が
神
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
を
温
め
て
き
た
の
も
、少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

聖
書
各
巻
が
至
る
所
で
神
に
つ
い
て
不
適
切
な
語
り
方
を
し
て
い
る
の
も
、
ま
っ
た
く
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
神
が
手
や
足
や

目
や
耳
や
心
を
持
つ
と
か
、
居
場
所
を
替
え
る
と
か
、
妬
み
や
憐
れ
み
に
心
を
動
か
さ
れ
る
と
か
、
裁
判
官
の
よ
う
に
天
の
玉
座
に
座
っ

て
い
て
右
手
に
キ
リ
ス
ト
を
は
べ
ら
せ
て
い
る
と
か
、
そ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
て
も
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
聖
書
は
間

違
い
な
く
民
衆
の
理
解
力
に
合
わ
せ
た
語
り
口
で
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
狙
い
は
民
衆
を
賢
く
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
従
順
に
す
る
こ
と
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に
あ
る
か
ら
だ）

11
（

」。

　

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
モ
ー
リ
ー
、
ラ
ロ
ッ
ク
の
引
用
で
見
た
よ
う
な
、
神
を
専
制
君
主
の
よ
う
に
表
象
す
る
こ
と
へ
の
批
判
は
、
こ
の
よ

う
に
ス
ピ
ノ
ザ
に
は
っ
き
り
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
聖
書
の
預
言
者
た
ち
が
神
本
来
の
性
質
を
描
く
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
民
衆

（vulgaire
）
の
理
解
に
合
致
す
る
よ
う
な
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
想
像
力
に
し
た
が
っ
て
神
を
描
く
、
い
わ
ば
神
概
念
の
通
俗
化

（vulgarisation
）
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の « le Bon 

D
ieu » 

批
判
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
宗
教
の
通
俗
化
、
大
衆
化
の
問
題
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
人
間
の
理
解
力
に
あ

わ
せ
て
神
を
矮
小
化
す
る
こ
と
、
神
を
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
よ
う
に
想
像
す
る
こ
と
、
そ
う
し
た
宗
教
の
大
衆
化
に
、
同
時
代
の
聖
職
者
自
身

が
加
担
し
て
い
る
こ
と
を
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
嘆
い
た
こ
と
は
、す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。「
習
慣
に
な
っ
た
く
し
ゃ
み
の
よ
う
な
も
の
で
、

神
の
慈
悲

0

0

0

0

、
神
の
怒
り

0

0

0

0

、
神
に
背
く

0

0

0

0

、
と
い
う
の
が
彼
ら
の
言
葉
で
す
。
神
を
人
間
と
し
て
、
ひ
ど
い
こ
と
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
と
し
て
み
な

し
て
い
る
の
で
す
」。

　

そ
し
て
、
こ
の
通
俗
化
現
象
を
も
っ
と
も
よ
く
表
す
の
が
、
す
で
に
ふ
れ
た
「
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
神
様
」
と
い
う
書
簡
の
表
現
で
あ

る
。
一
八
七
九
年
十
一
月
、
宗
教
の
章
を
準
備
し
な
が
ら
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
、
自
分
が
ル
ナ
ン
を
好
き
な
の
は
「
彼
が
ポ
ケ
ッ
ト
に
神
様

を
持
た
な
い
か
ら
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
文
献
学
に
基
づ
く
科
学
的
手
法
に
よ
っ
て
聖
書
解
釈
か
ら
超
自
然
を
排
除
し
、
民
衆
の
心
理
学

的
な
観
点
か
ら
、
奇
跡
や
伝
説
を
歴
史
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
ル
ナ
ン
は
、
イ
ラ
リ
オ
ン
の
合
理
主
義
言
説
を
支
え
る
作
者
の
一
人
で
あ

る
。
ス
ピ
ノ
ザ
同
様
、
最
終
稿
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
』
と
『
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
』
宗
教
の
章
に
共
通
し
た
資
料
で
あ
る
『
イ
エ
ス
伝
』
で
、
ル

ナ
ン
は
述
べ
て
い
る
。「
大
抵
の
場
合
、
民
衆
自
身
が
、
大
事
件
や
偉
人
た
ち
の
中
に
何
か
神
的
な
も
の
を
見
た
い
と
い
う
抑
え
が
た
い

欲
求
か
ら
、
事
後
的
に
奇
跡
的
な
伝
説
を
創
り
出
す
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
い
者
が
い
る
だ
ろ
う
か）

11
（

」。
す
な
わ
ち
、
超
自
然
的
な
出
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来
事
は
、
つ
ね
に
、
奇
跡
を
見
た
い
と
い
う
民
衆
の
渇
望
に
見
合
う
よ
う
な
形
で
し
か
起
こ
ら
な
い
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
ル
ナ
ン
を
「
ポ

ケ
ッ
ト
に
神
様
を
持
た
な
い
」
と
称
賛
す
る
と
き
、
そ
れ
は
ス
ピ
ノ
ザ
と
同
様
、
聖
書
に
お
け
る
矛
盾
や
不
可
解
な
部
分
を
、
あ
く
ま
で

科
学
的
、
歴
史
的
に
解
明
し
よ
う
と
す
る
真
の
批
評
の
姿
に
対
す
る
称
賛
で
あ
る
と
言
え
る
。
す
で
に
引
い
た
書
簡
で
い
え
ば
、「
不
可

解
な
物
事
を
、
さ
ら
に
別
の
不
可
解
な
物
事
に
よ
っ
て
説
明
」
す
る
こ
と
と
は
対
極
に
位
置
す
る
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
真
の
科
学
に
求
め

て
い
た
よ
う
な
批
評
精
神
で
あ
る
。

　

そ
し
て
ま
た
、こ
れ
は
オ
メ
ー
の
よ
う
な
合
理
主
義
や
科
学
主
義
の
紋
切
型
と
も
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。「
私
に
は
こ
の
私
の
神
が
い
る
」

と
言
い
張
る
時
、
哲
学
者
を
標
榜
す
る
オ
メ
ー
も
ま
た
、
司
祭
た
ち
と
同
様
、
愚
か
に
も
神
を
自
分
の
懐
に
手
に
入
れ
た
と
信
じ
込
ん
で

い
る
と
言
え
る）

11
（

。
そ
の
意
味
で
は
、
哲
学
も
宗
教
も
同
じ
愚
か
さ
に
陥
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
ブ

ヴ
ァ
ー
ル
』
八
章
（
哲
学
）
と
九
章
（
宗
教
）
の
準
備
を
し
て
い
る
一
八
七
九
年
三
月
に
も
、
ポ
ケ
ッ
ト
の
神
様
が
出
て
く
る
。「
何
と

い
う
愚
劣
の
数
々
！　

や
れ
や
れ
！　

何
と
い
う
図
々
し
さ
！　

厚
か
ま
し
さ
！　

私
が
憤
慨
し
て
い
る
の
は
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
神
様
を
入

れ
て
い
る
人
々
、
不
可
解
な
も
の
を
不
条
理
な
も
の
に
よ
っ
て
説
明
す
る
人
々
で
す
。
な
ん
に
せ
よ
独ド

グ
マ断

と
い
う
の
は
何
と
い
う
思
い
上

が
り
で
し
ょ
う
！
」
こ
こ
で« dogm

e »

と
い
う
語
は
、
宗
教
上
の
教
義
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
独
断
的
意
見
や
紋
切
型
的
思
考
を

さ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
哲
学
の
章
と
宗
教
の
章
で
い
ず
れ
も
ス
ピ
ノ
ザ
が
参
照
さ
れ
た
と
い
う
事
実）

11
（

を
考
え
る
と
こ
の
書

簡
は
興
味
深
く
、
二
つ
の
章
の
思
想
的
な
連
続
性
を
明
る
み
に
出
す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
神
人
同
形
論
批
判
と
は
、
宗
教
が
通
俗
化
（
世
俗
化
、
凡
庸
化
）
す
る
時
代
の
、
神
を
め
ぐ
る
紋
切
型
批
判
と
し
て
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
神
学
・
政
治
論
』
を
読
み
な
が
ら
、
そ
こ
に
自
ら
の
考
え
を
見
出
し
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
よ
っ
て
彼
の
時
代
の
宗
教
的
な
思
想
が
ど
れ
ほ
ど
遅
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
考
え
を
さ
ら
に
強
く
し
た
の
で
あ
る
。
大
衆
に
対
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す
る
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
醒
め
た
態
度
は
、
次
の
サ
ン
ド
宛
て
書
簡
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
い
わ
く
、
超
自
然
を
必
要
と
し
な
い
人
間
は
ま

れ
で
あ
り
、
大
衆
は
知
識
階
級
と
違
っ
て
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
哲
学
の
恩
恵
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
せ
い
ぜ
い
期
待
で
き
る

進
歩
と
い
え
ば
、
け
だ
も
の
を
少
し
ば
か
り
意
地
悪
で
な
く
す
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
大
衆
の
思
想
を
高
め
る
こ
と
、
大
衆
に
神
に
つ
い

て
の
よ
り
広
大
な
、
し
た
が
っ
て
よ
り
「
人
間
的
」
で
な
い
概
念
を
教
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
は
ま
っ
た
く
疑
っ
て
い
ま
す
」（
一

八
六
八
年
九
月
十
九
日
）。

　

こ
の
書
簡
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
神
の
「
人
間
化
」
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
宗
教
の
通
俗
化
へ
の
批
判
と
は
、
つ

ま
り
は
宗
教
の
「
人
間
化
」
へ
の
批
判
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
有
限
な
る
も
の
へ
の
批
判
は
、
有
限
な
る
存
在
で
あ
る
人
間
を
め

ぐ
る
も
の
で
あ
る
（
オ
メ
ー
の
名
前
は
「H

om
o

＝
人
間
」
か
ら
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
）。
工
藤
庸
子
が
引
い
て
い
る
フ
ォ

イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
思
弁
的
な
傾
向
を
持
つ
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
が
、
神
そ
の
も
の
を
問
題
に
す
る
の
に
対
し
て
、
本
質
的
に
「
人
間

学
」
で
あ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
は
、
神
の
人
間
化
、
人
間
で
あ
る
神
、
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
こ
そ
が
重
要
で
あ
っ
た）

11
（

。
十
九
世

紀
の
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
が
問
題
に
な
る
と
き
、
そ
れ
は
神
そ
の
も
の
と
は
何
か
、
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
収
斂
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
の
顕
著
な
例
を
ル
ナ
ン
の
『
イ
エ
ス
伝
』
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
工
藤
に
よ
る
指
摘
は
、
ル
ナ
ン
の
本
に
対
し
て
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
と
っ
た
距
離
、
ま
た
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
』
に
お
け
る

イ
エ
ス
の
表
象
を
考
え
て
み
る
と
興
味
深
い
。
フ
ロ
ー
べ
ー
ル
は
書
簡
で
、『
イ
エ
ス
伝
』
の
安
易
な
形
式
が
大
衆
や
女
性
を
惹
き
つ
け

た
と
皮
肉
ま
じ
り
に
語
っ
て
い
た
。
ル
ナ
ン
は
、
詩
情
豊
か
な
文
体
を
用
い
て
、
魅
惑
的
な
人
間
で
あ
る
イ
エ
ス
像
を
描
き
出
し
た
が
、

こ
れ
と
対
照
的
な
の
が
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
』
四
章
で
あ
る
。「
イ
エ
ス
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
こ
で
は
異
端
の
教

祖
た
ち
が
延
々
と
議
論
を
繰
り
広
げ
る
が
、彼
ら
の
意
見
は
互
い
に
矛
盾
し
あ
い
、そ
れ
ら
が
統
一
的
な
像
を
結
ぶ
こ
と
は
な
い
。
フ
ロ
ー
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ベ
ー
ル
の
イ
エ
ス
像
は
、
ル
ナ
ン
の
人
間
中
心
的
な
イ
エ
ス
像
を
断
片
化
、
脱
中
心
化
し
、
そ
の
同
一
性
を
解
体
さ
せ
る
よ
う
な
方
向
へ

と
向
か
う
の
で
あ
る
。

　

神
の
人
間
化
に
対
し
て
、
そ
の
無
限
な
広
大
さ
を
対
置
さ
せ
る
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
神
人
同
形
論
批
判
と
は
、
す
る
と
あ
る
意
味
で
は
、

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
思
弁
的
、
瞑
想
的
な
傾
向
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
も
漠
然
と
浮
か
ん
で
く
る
。
た
だ
し
、
ル

ナ
ン
に
せ
よ
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
せ
よ
、
ド
イ
ツ
観
念
論
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
聖
書
批
判
か
ら
十
分
な
滋
養
を
吸
収
し
た
上
で
自
ら
の
作

品
を
書
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
単
純
な
対
比
で
語
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
何
よ
り
、「
ポ
ケ
ッ
ト
に
神
様
を
持
た
な
い
」
ル
ナ
ン

の
学
識
を
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
ル
ナ
ン
を
魅
了
し
た
ド
イ
ツ
の
宗
教
批
判
（
そ

こ
に
は
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
と
い
う
不
穏
な
思
想
も
含
ま
れ
る）

11
（

）
が
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
「
合
理
主
義
」
に
も
た
ら
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
あ

ら
た
め
て
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
対
照
的
な
や
り
方
で
イ
エ
ス
を
描
い
た
宗
教
史
家
と
小
説
家
は
と
も
に
、
キ

リ
ス
ト
教
が
世
俗
化
さ
れ
人
間
化
し
つ
つ
あ
る
脱
宗
教
化
の
時
代
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
宗
教
に
つ
い
て
批
判
的
考
察
を
め
ぐ
ら
せ
て

い
た
。

4
．
神
人
同
形
論
か
ら
作
者
の
死
へ
―
起
源
幻
想
を
こ
え
て

　

さ
て
、
こ
こ
で
唐
突
で
は
あ
る
が
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
よ
る
神
人
同
形
論
の
批
判
を
、
二
十
世
紀
後
半
の
「
作
者
の
死
」
や
「
幻
想
の

図
書
館
」
と
い
っ
た
、
人
間
中
心
主
義
を
批
判
し
た
文
学
批
評
の
歴
史
へ
と
つ
な
げ
て
み
た
い
。
す
で
に
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
美
学
的
要
請

で
あ
る
非
人
称
性
に
つ
い
て
は
冒
頭
で
ふ
れ
た
。『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
執
筆
中
に
は
、
ブ
イ
エ
と
デ
ュ
・
カ
ン
か
ら
酷
評
さ
れ
た
初
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稿
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
』
の
失
敗
に
つ
い
て
、
自
分
の
個
性
を
主
張
し
す
ぎ
た
こ
と
が
原
因
だ
っ
た
と
述
べ
る
。

情
熱
が
詩
を
作
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
個
性
を
主
張
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
に
訴
え
る
力
は
な
く
な
り
ま
す
。
僕
自
身
い
つ
も
こ
の
点

で
失
敗
を
し
た
、
つ
ま
り
い
つ
も
自
分
の
書
く
も
の
す
べ
て
の
な
か
に
自
分
を
置
い
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
た
と
え
ば
聖
ア
ン
ト

ワ
ー
ヌ
の
代
わ
り
に
僕
が
そ
こ
に
い
る
。
誘
惑
は
僕
の
た
め
の
も
の
で
、読
者
の
た
め
の
も
の
じ
ゃ
な
か
っ
た（
一
八
五
二
年
七
月
）。

　

こ
の
反
省
に
も
と
づ
き
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
』
で
は
個
性
の
主
張
を
封
印
し
て
、
ひ
た
す
ら
文
体
の
彫
琢
に
呻
吟
す
る
。
そ
の
結
果
生
じ
る

恐
る
べ
き
仕
事
の
遅
延
の
理
由
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
小
説
の
な
か
に
は
ぼ
く
自
身
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
が
、
何
一

つ
な
い
か
ら
で
す
。
ぼ
く
個
人
の
人ペ

ル
ソ
ナ
リ
テ格

が
こ
ん
な
に
役
に
立
た
な
か
っ
た
こ
と
は
、か
つ
て
あ
り
ま
せ
ん
。［
…
］『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
』

の
と
き
は
、『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
』
を
書
く
の
に
必
要
な
精
神
の
緊
張
の
四
分
の
一
も
要
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
れ
は
捌
け
口
だ
っ
た
、
書
く

の
が
ひ
た
す
ら
楽
し
か
っ
た
。［
…
］
今
じ
ゃ
ひ
っ
き
り
な
し
に
、
不
愉
快
な
人
間
の
皮0

を
か
ぶ
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
ん
で
す
」（
一
八
五

三
年
四
月
六
日
）。

　

作
者
の
個
性
の
「
捌
け
口
」
と
し
て
の
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
』
と
、
非
人
称
の
美
学
を
体
現
し
た
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』。
と
は
い
え
、

フ
ー
コ
ー
が
そ
の
古
典
的
論
考
「
幻
想
の
図
書
館
」（
一
九
六
四
年
）
で
、
ま
た
フ
ー
コ
ー
自
身
が
依
拠
す
る
碩
学
ジ
ャ
ン
・
セ
ズ
ネ
ッ

ク
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
過
剰
な
空
想
の
産
物
に
見
え
る
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
』
に
お
い
て
、
作
者
が
勝
手
に
作
っ
た
も
の
は
ほ
と

ん
ど
何
一
つ
な
い
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
芸
術
家
と
し
て
の
独
創
的
な
努
力
は
、「
自
ら
の
夢
想
を
正
当
化
す
る
こ
と
、
そ
の
夢
想
に
い
わ

ば
客
観
的
な
価
値
を
付
与
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、「
一
種
の
歴
史
的
な
根
拠
と
科
学
的
な
保
証
を
与
え
る
こ
と）

11
（

」
で
あ
っ
た
。
夢
想
と
科
学
、
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想
像
力
と
資
料
の
奇
妙
な
結
び
つ
き
を
、
フ
ー
コ
ー
は
「
学
識
に
よ
る
夢
幻
妄
想
」
と
名
づ
け
た
が
、
す
で
に
セ
ズ
ネ
ッ
ク
は
源
泉
研
究

を
通
じ
て
、
そ
の
こ
と
を
的
確
に
読
み
取
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ー
コ
ー
論
文
の
重
要
性
は
、
こ
う
し
た
知
と
幻
想
の
あ
り

方
を
「
図
書
館
」
さ
ら
に
「
網レ

ゾ
ー目

」
と
い
う
概
念
へ
と
接
続
し
、
い
わ
ゆ
る
文
学
理
論
で
い
うintertextualité

の
問
題
ま
で
敷
衍
さ
せ

た
と
い
う
点
に
あ
る
と
言
え
る）

11
（

。「
想
像
的
な
も
の
は
［
…
］
無
数
の
記
号
の
あ
い
だ
で
、
書
物
か
ら
書
物
へ
と
、
繰
り
返
さ
れ
る
言
葉

と
註
釈
の
す
き
ま
に
広
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
テ
ク
ス
ト
と
テ
ク
ス
ト
の
あ
わ
い
で
生
ま
れ
、
成
長
す
る
。
そ
れ
は
図
書
館
の
現
象
な

の
だ
。［
…
］『
誘
惑
』
は
、
す
で
に
書
か
れ
た
も
の
の
網
目
の
な
か
で
、
そ
の
網
目
に
よ
っ
て
し
か
存
在
し
な
い
、
そ
う
し
た
文
学
の
空

間
を
切
り
拓
く）

1（
（

」。

　

す
で
に
書
か
れ
た
も
の
の
網
目
に
よ
っ
て
の
み
存
在
す
る
文
学
。こ
こ
で
は
言
語
活
動
が
作
者
の
主
体
性
の
く
び
き
か
ら
解
き
放
た
れ
、

純
粋
な
外
在
性
へ
と
開
か
れ
た
新
た
な
文
学
空
間
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
知
ら
れ
る
よ
う
に
フ
ー
コ
ー
は
ブ
ラ
ン
シ
ョ
に
多
く
を
負
っ
て

い
る
）。
図
書
館
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
こ
れ
以
前
の
論
文
で
は
「
言
語
は
無
限
に
」「
距
た
り
・
ア
ス
ペ
ク
ト
・
起
源
」
に
出
て
く
る

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
従
来
の
修
辞
学
に
取
っ
て
代
わ
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
文
学
は
も
は
や
、
サ
ド
以
前
の
古
典
主
義
時
代
の
よ
う
に
、

起
源
と
し
て
の
〈
言パ

ロ
ー
ル葉

〉
を
無
限
に
反
復
す
る
修
辞
学
と
し
て
は
存
在
し
て
い
な
い
。
代
わ
っ
て
文
学
は
「
網レ

ゾ
ー目

」
と
し
て
形
成
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
言
葉
の
真
実
も
歴
史
の
系
列
も
作
動
し
え
ず
、
唯
一
の
ア
プ
リ
オ
リ
は
言
語
で
あ
る）

11
（

」
よ
う
な
網
目
で
あ
る
。
図

書
館
、
網
目
、
ア
ル
シ
ー
ヴ
と
い
っ
た
語
は
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
を
欠
い
た
言
語
の
中
性
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
さ
す
同
義
語
で
あ
り
、
そ

こ
で
は
言
語
を
あ
や
つ
る
主
体
と
し
て
の
作
者
が
消
滅
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
も
述
べ
る
通
り
、「
意
図
と
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
作
者
自
身
は
、
十
九
世
紀
こ
の
か
た
文
学
を
解
説
す
る
さ
い
の
定
番

の
尺
度
だ
っ
た
か
ら
、
六
〇
年
代
の
守
旧
派
（
文
学
史
）
と
革
新
派
（
新ヌ

ー
ヴ
ェ
ル
・
ク
リ
テ
ィ
ッ
ク

批

評
）
と
の
対
立
に
お
い
て
恰
好
の
争
点
に
な
っ
た）

11
（

」
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こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
バ
ル
ト
の
「
作
者
の
死
」（
一
九
六
八
年
）
が
標
的
と
し
て
い
た
の
は
、
作
品
を
作
者
の
「
意
図
」
や
伝

記
的
事
実
に
還
元
し
て
し
ま
う
実
証
批
評
や
歴
史
主
義
で
あ
っ
た
。
一
方
、
作
品
内
部
の
諸
々
の
矛
盾
が
解
消
さ
れ
る
よ
う
な
「
表
現
の

中
心
」
と
し
て
作
者
を
み
な
す
近
代
批
評
に
対
し
、
フ
ー
コ
ー
は
「
機
能
と
し
て
の
作
者
」
を
対
置
さ
せ
て
い
る
。

い
か
に
し
て
一
主
体
の
自
由
は
、
事
物
の
厚
み
に
入
り
込
み
、
そ
れ
に
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
い
か
に
し
て
そ
の
自

由
が
内
側
か
ら
言
語
の
諸
規
則
を
活
気
づ
け
、
そ
し
て
自
ら
に
固
有
の
目
標
を
現
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
問
い
を
提
起

す
る
こ
と
で
は
も
は
や
あ
り
ま
せ
ん
。
い
か
に
し
て
、
い
か
な
る
条
件
に
も
と
づ
き
、
い
か
な
る
形
態
の
も
と
に
、
何
か
主
体
と
い

う
よ
う
な
も
の
が
言
説
の
領
界
に
現
わ
れ
う
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
う
タ
イ
プ
の
言
説
に
お
い
て
い
か
な
る
位
置
を
占
め
、
い
か

な
る
機
能
を
果
た
し
得
る
の
か
、
し
か
も
そ
れ
は
い
か
な
る
規
則
に
従
っ
て
で
あ
る
か
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
問
い
を
提
起
す
る
こ
と

な
の
で
す
。
要
す
る
に
、
主
体
（
ま
た
は
そ
の
代
替
物
）
か
ら
始
源
的
根
拠
と
し
て
の
役
割
を
奪
い
取
り
、
そ
れ
を
言
説
の
可
変
的

で
複
雑
な
機
能
と
し
て
分
析
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す）

11
（

。

　
「
始
源
的
根
拠
と
し
て
の
役
割
」
か
ら
「
言
説
の
可
変
的
で
複
雑
な
機
能
」
と
し
て
の
作
者
へ
。
こ
れ
は
前
年
の
バ
ル
ト
論
文
に
呼
応

し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
興
味
深
い
の
は
、
バ
ル
ト
も
フ
ー
コ
ー
も
、「
作
者
の
死
」
あ
る
い
は
「
主
体
の
消
滅
」
を
、
あ

る
種
の
神
学
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
図
書
館
」
が
取
っ
て
代
わ
る
以
前
の
修
辞
学
の
時
代
、
フ
ー
コ
ー

に
よ
れ
ば
文
学
が
距
た
り
を
お
い
て
依
拠
し
て
い
た
〈
言パ

ロ
ー
ル葉

〉
と
は
、「
引
き
こ
も
っ
て
は
い
る
が
執
拗
に
迫
っ
て
く
る
〈
言
葉
〉（
そ
れ

は
〈
真
理
〉
で
あ
り
〈
法
〉
で
あ
っ
た
）」
で
あ
り
、「
文
学
が
文フ

ィ
ギ
ュ
ー
ル彩

に
よ
っ
て
復
元
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
」
で
あ
っ
た）

11
（

。
こ
の
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大
文
字
の
〈
言パ

ロ
ー
ル葉

〉
は
、
バ
ル
ト
の
場
合
で
言
え
ば
「
神
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
両
者
は
と
も
に
作
者
と
い
う
起
源
幻

想
の
批
判
を
、
神
学
的
な
用
語
を
用
い
て
行
っ
て
い
る
。

テ
ク
ス
ト
と
は
、
一
列
に
並
ん
だ
語
か
ら
成
り
立
ち
、
唯
一
の
い
わ
ば
神
学
的
な
意
味
（
つ
ま
り
「
作
者
＝
神
」
の
《
メ
ッ
セ
ー
ジ
》

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
）
を
出
現
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
テ
ク
ス
ト
と
は
多
次
元
の
空
間
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
結
び
つ
き
、
異
議
を
と
な
え
あ
い
、
そ
の
ど
れ
も
が
起
源
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
テ
ク
ス
ト
と
は
、
無
数
に
あ
る

文
化
の
中
心
か
ら
や
っ
て
来
た
引
用
の
織
物
で
あ
る）

11
（

。

　

バ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
は
「
反
神
学
的
と
で
も
呼
べ
そ
う
な
、
ま
さ
し
く
革
命
的
な
活
動
を
惹
き
起
こ
す
」
も
の
で

あ
り
、
と
い
う
の
も
、「
意
味
を
固
定
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
要
す
る
に
〈
神
〉
や
〈
神
〉
と
三
位
一
体
の
も
の
、
理
性
、
知
識
、

法
を
拒
否
す
る
こ
と
だ
か
ら
」
だ
と
い
う
。「
読
者
の
誕
生
は
作
者
の
死
に
よ
っ
て
贖
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
文
句
で
結
ば

れ
る
こ
の
論
考
は
、
少
な
く
と
も
人
間
中
心
主
義
的
な
（
さ
ら
に
は
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
的
な
）
主
体
お
よ
び
作
者
概
念
の
解
体
と
い
う
点

で
、
同
時
代
の
フ
ー
コ
ー
の
考
え
と
一
致
し
て
い
る
。

　
「
神
の
死
」
と
い
う
主
題）

11
（

は
、『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
誘
惑
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
悪
魔
と
の
宇
宙
へ

の
飛
翔
と
い
う
形
で
描
か
れ
て
い
た
。
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
は
漆
黒
の
闇
の
な
か
、
世
界
の
起
源
と
し
て
の
創
造
主
を
必
死
に
探
し
求
め
る
の

も
の
の
、
天
空
を
ど
こ
ま
で
上
昇
し
て
も
そ
の
姿
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
涙
を
流
す
。「
あ
あ
、
ち
が
う
！　

万
物
の
上
に
は
だ

れ
か
、
偉
大
な
る
魂
が
、
主
が
、
父
が
お
ら
れ
る
の
だ
！　

私
の
心
は
そ
の
方
を
あ
が
め
、
そ
の
方
は
私
を
愛
し
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
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の
だ
！
」

　

こ
の
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
姿
は
、
六
〇
年
代
の
バ
ル
ト
や
フ
ー
コ
ー
が
批
判
し
た
、
作
品
の
意
味
が
そ
こ
に
収
斂
す
る
よ
う
な
起
源
と
し

て
の
作
者
を
探
し
求
め
る
実
証
批
評
の
立
場
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
は
、
無
限
に
広
が
る
宇
宙
空
間
を
次
の
よ
う
に
表

現
し
て
い
た
。「
恐
ろ
し
い
寒
さ
に
私
は
魂
の
底
ま
で
凍
り
つ
く
。
苦
し
み
を
超
え
た
苦
し
み
だ
。
死
よ
り
も
深
い
死
の
よ
う
だ
。
私
は

暗
闇
の
広
大
な
広
が
り
の
な
か
を
転
が
り
回
っ
て
い
る
。
暗
闇
が
私
の
な
か
に
入
り
込
む
。
私
の
意
識
は
、
こ
の
虚
無
の
拡
張
の
も
と
で

は
じ
け
て
し
ま
う
ぞ
！）

11
（

」
万
物
創
造
の
神
と
い
う
中
心
を
欠
い
た
漆
黒
の
空
間
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
自
我
を
侵
食
し
て
ゆ
く
「
暗
黒
の
広

大
な
広
が
り
」
は
、
ま
さ
に
バ
ル
ト
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
の
定
義
、
そ
し
て
フ
ー
コ
ー
に
よ
る
網レ

ゾ
ー目

の
概
念
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
す
で
に

引
い
た
悪
魔
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
虚
無
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
た
だ
広
が
り
と
い
う
動
か
ぬ
背
景
の
う
え
で
動
く
物
体
が
存
在
す
る

だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
物
体
（corps
）、
つ
ま
り
宇
宙
に
輝
く
天
体
と
は
、
テ
ク
ス
ト
論
に
即
し
て
言
え
ば
、
フ
ー
コ
ー
の
い
う
「
す
で

に
書
か
れ
た
も
の
の
網
目
」、
先
の
バ
ル
ト
で
い
え
ば
、「
そ
の
ど
れ
も
起
源
と
な
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
多
様
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」、

す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
と
い
う
織
物
を
構
成
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
は
蒼
穹
を
「
星
々
の
織
物
」
だ
と
述

べ
て
い
た
。

　

果
て
し
な
い
宇
宙
に
広
が
る
無
数
の
星
々
の
輝
き
を
見
つ
め
な
が
ら
、い
っ
た
い
、こ
れ
ら
全
体
の
目
的
は
何
だ
ろ
う
と
、ア
ン
ト
ワ
ー

ヌ
は
自
ら
に
問
い
か
け
る
。
悪
魔
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。「
目
的
な
ど
な
い
の
だ
！　

ど
う
し
て
神
が
目
的
な
ど
持
と
う
か
？　

い
か

な
る
経
験
が
神
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
？　

い
か
な
る
熟
慮
が
神
に
決
意
さ
せ
た
と
い
う
の
か
？　

天
地
創
造
以
前
に
は
、
神
は

働
か
な
か
っ
た
よ
う
だ
し
、
今
で
は
神
は
無
用
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
の
だ
」。
神
の
目
的
を
作
者
の
意
図
に
置
き
か
え
れ
て
み
れ
ば
、

こ
れ
は
、
文
学
作
品
の
意
味
を
、
そ
れ
に
先
立
つ
作
者
の
意
図
や
経
験
や
思
索
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
実
証
主
義
の
起
源
神
話
に
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対
す
る
批
判
と
し
て
読
め
る
。
さ
ら
に
は
ま
た
、
目
的
論
的
な
解
釈
を
封
印
し
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
最
終
稿
の
支
配
か
ら
解
き
放
と
う

と
し
た
生
成
論
の
立
場
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い）

11
（

。
神
の
天
地
創
造
、
す
な
わ
ち
作
品
の
創
造
行
為
以
前
に
、
作
者
と

い
う
主
体
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
た
だ
書
く
と
い
う
行
為
、
言
語
活
動
を
通
じ
て
の
み
、
何
か
主
体
と
い
う
も
の
が
確
立
す
る
。
悪

魔
に
よ
る
反
目
的
論
的
な
宇
宙
観
は
、
こ
う
し
て
伝
統
的
な
作
者
の
失
墜
を
宣
言
し
た
六
〇
年
代
の
新
批
評
に
お
け
る
反
意
図
主
義
と
き

わ
め
て
似
通
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
て
、
宇
宙
空
間
で
の
悪
魔
と
の
対
話
は
、
作
者
の
死
、
お
よ
び
多
様
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
織
物
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
の
誕
生
、

そ
し
て
非
人
称
性
の
美
学
を
、神
の
死
と
い
う
主
題
を
借
り
て
間
接
的
に
語
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
可
能
と
な
る
。さ
ら
に
、「
作

者
の
死
」
を
宣
告
し
た
バ
ル
ト
が
、
そ
の
数
年
後
、
あ
る
種
反
省
の
念
を
ま
じ
え
て
、
そ
れ
で
も
や
は
り
我
々
は
、
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に

作
者
を
欲
す
る
（『
テ
ク
ス
ト
の
快
楽）

11
（

』）、
と
述
べ
る
こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
宇
宙
の
広
が
り
の
な
か
で
、
神
の
姿
を
ど
こ
ま
で

も
探
し
も
と
め
る
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
は
、
作
者
の
姿
を
欲
望
し
続
け
る
読
者
自
身
の
姿
と
も
重
な
っ
て
く
る
。
悪
魔
の
主
張
す
る
の
は
、
神

が
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
世
界
の
認
識
の
広
が
り
に
従
っ
て
、
人
間
の
似
姿
と
し
て
捉
え
る
従
来
の
神
の
概
念
を
改
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
六
〇
年
代
の
新
批
評
に
と
っ
て
、
作
者
は
決
し
て
死
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
作
品

を
作
者
の
従
属
か
ら
切
り
離
し
、
そ
れ
を
言
葉
の
網
の
目
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
、
作
品
と
読
者
、
読
者
と
作
者
の
、
新
た
な
関
係
を
捉

え
直
そ
う
と
し
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

　

本
稿
で
見
て
き
た
神
人
同
形
論
批
判
は
、
作
者
（
神
）
と
い
う
起
源
幻
想
か
ら
作
品
（
被
造
物
）
を
解
き
放
つ
と
い
う
意
味
で
、
至
る

と
こ
ろ
に
遍
在
し
つ
つ
も
姿
を
見
せ
な
い
非
人
称
的
な
作
者
の
誕
生
と
明
ら
か
に
表
裏
を
な
し
て
い
る
。『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
と
い
う

作
品
に
つ
い
て
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
語
っ
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
想
起
し
よ
う
。
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こ
れ
は
完
全
な
作
り
話

0

0

0

0

0

0

で
す
。
自
分
の
感
情
に
し
て
も
生
活
に
し
て
も
、
ま
っ
た
く
何
も
こ
の
物
語
の
な
か
に
込
め
て
は
い
な
い
の

で
す
。
反
対
に
幻
想
は
（
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
）、
こ
の
作
品
の
非
人
称
性

0

0

0

0

に
由
来
し
ま
す
。
こ
れ
は
み
ず
か
ら
に
課
し
て
い
る
原

則
の
ひ
と
つ
な
の
で
す
。
す
な
わ
ち
自
分
を
書
い
て

0

0

0

0

0

0

は
な
ら
な
い
。
神
が
被
造
物
の
な
か
で
そ
う
あ
る
よ
う
に
、
芸
術
家
は
み
ず
か

ら
の
作
品
の
な
か
で
不
可
視
か
つ
全
能
で
あ
る
べ
き
で
す
。
至
る
と
こ
ろ
に
そ
の
存
在
を
感
じ
な
が
ら
見
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

す
。（
一
八
五
七
年
三
月
十
八
日
）

　

さ
ら
に
ま
た
、
個
人
的
感
情
を
作
品
に
盛
り
込
む
ル
イ
ー
ズ
・
コ
レ
を
戒
め
る
時
、
そ
こ
で
も
同
じ
よ
う
に
遍
在
と
拡
散
の
イ
メ
ー
ジ

が
語
ら
れ
て
い
る
。「
貴
女
自
身
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
拡
散
し
、
作
中
人
物
た
ち
は
生
き
始
め
る
で
し
ょ
う
。
相
も
変
ら
ぬ
仰
々
し
い
個

性
は
、
そ
れ
を
飾
り
立
て
る
変
装
の
せ
い
で
、
い
つ
も
正
確
な
細
部
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
の
で

す
が
、
そ
の
個
性
の
代
わ
り
に
、
貴
女
の
作
品
の
な
か
に
は
人
間
の
群
れ
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
」（
一
八
五
二
年
三
月
二
十
七
日
）。

こ
こ
で
の
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
と
コ
レ
の
関
係
は
、
ま
さ
に
宇
宙
で
神
の
人
格
を
探
し
も
と
め
る
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
と
、
そ
れ
を
戒
め
る
悪
魔
と

の
関
係
に
重
な
っ
て
い
る
。
悪
魔
の
思
想
は
、
し
た
が
っ
て
、
伝
統
的
な
人
格
神
の
終
焉
と
そ
の
変
容
を
語
る
と
と
も
に
、
世
界
の
無
限

の
広
が
り
の
な
か
へ
の
拡
散
と
遍
在
の
欲
求
と
い
う
、
書
く
営
み
の
根
底
に
あ
る
欲
望
を
表
し
た
も
の
だ
と
言
え
る）

1（
（

。
と
は
い
え
、
こ
の

こ
と
を
さ
ら
に
深
く
考
え
る
た
め
に
は
、
あ
え
て
本
稿
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
お
け
る
汎

神
論
の
問
題
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う）

11
（

。
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注

（
（
） 
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
書
簡
は
次
の
版
を
参
照
。Correspondance, éd. de Jean Bruneau et Y

van Leclerc 

（pour le t. （

）, Paris, 
Gallim

ard, « Bibliothèque de la Pléiade », （（（（ -（00（.  

本
稿
で
は
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、
本
文
中
に
括
弧
内
で
日
付
を
記
す
に
と
ど
め

た
。
一
八
五
〇
年
代
の
書
簡
は
以
下
の
既
訳
を
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
た
。
工
藤
庸
子
編
訳
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
の
手
紙
』、
筑
摩
書
房
、

一
九
八
六
年
。『
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
』（
堀
江
敏
幸
編
・
菅
谷
憲
興
編
集
協
力
）「
書
簡
選
」
山
崎
敦
訳
、
集
英
社
文
庫
ヘ
リ
テ
ー
ジ
シ
リ
ー
ズ
、

二
〇
一
六
年
。

（
（
） 

神
人
同
形
論
（
神
人
同
形
法
、
ま
た
は
擬
人
神
観
、
神
人
同
形
同
性
観
と
も
）
と
は
、「
神
あ
る
い
は
神
々
を
人
間
の
形
態
、
機
能
、
行
為
に

基
づ
い
て
表
象
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
語
源
的
に
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
人
間
」（anthrōpos

）
と
「
形
」（m

orphē

）
の
二
語
か
ら
な
る
（『
新

カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
第
二
巻
、
研
究
社
、
一
九
九
八
年
）。

（
（
） 

書
簡
を
通
じ
て
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
無
神
論
を
扱
っ
た
も
の
に
、Louis Fournier, « Flaubert et l’athéism

e », Lettres rom
anes, 

U
niversité Catholique de Louvain, vol. （（, n

o （ -（, pp. （（ -（（.

（
（
） La T

entation de saint A
ntoine 
（（（（（
）, éd. de Claudine Gothot-M

ersch, Gallim
ard, « Folio », （（（（, p. （0（. 

宇
宙
で
の
悪
魔
の

言
説
を
論
じ
た
も
の
に
、
柏
木
加
代
子
「『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
の
誘
惑
』
の
異
本
三
版
に
見
る
「
宇
宙
」
―
宗
教
と
十
九
世
紀
科
学
の
潮
流
」、

G
A

LLIA

、
大
阪
大
学
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
会
、n

o （（

、
二
〇
一
〇
年
。
ま
た
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
ご
と
の
下
書
き
草
稿
ま
で
の
生
成
過
程

を
た
ど
っ
た
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
』
研
究
と
し
て
、
金
崎
春
幸
『
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
研
究
―
作
品
の
生
成
と
構
造
』、
大
阪
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
四
年
。

（
（
） La T

entation de saint A
ntoine, p. （（（. 

（
（
） Ibid., p. （（. 

（
（
） N
.a.f. （（（（（, f o （（. Scénarios de La T

entation de saint A
ntoine. Le T

em
ps de l’œ

uvre. Présentation, transcription et notes 
par Gisèle Séginger, Presses universitaires de Rouen et du H

avre, （0（（, p. （（（.

（
（
） La T

entation de saint A
ntoine, p. （（（. 

（
（
） 

こ
の
哲
学
的
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。Gisèle Séginger, N

aissance et m
étam

orphoses d’un écri-



76

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
お
け
る
神
人
同
形
論
批
判
と
作
者
概
念

vain, Flaubert et Les T
entations de saint A

ntoine, Paris, H
onoré Cham

pion, （（（（, pp. （（（ -（（（.
（
（0
） Œ

uvres de Spinoza, traduites par Ém
ile Saisset, N

ouvelle édition, Paris, Charpentier, （（（（, （ vol.
（
（（
） Scénarios de La T

entation, op. cit., p. （（（. 

（
（（
） La T

entation de saint A
ntoine, p. （（（. 

（
（（
） Œ

uvres de Spinoza, t. III. p. （（（. 

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
そ
の
後
『
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
』
八
章
（
哲
学
）
の
た
め
に
、
同
『
エ
チ
カ
』
お
よ
び
セ
ッ

セ
に
よ
るIntroduction

を
読
書
ノ
ー
ト
に
取
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、A

tsushi Y
am

azaki, « Le dossier “Philosophie” de 
Bouvard et Pécuchet : H

egel et Spinoza », G
ustave Flaubert （, « Fiction et philosophie », Caen, Lettres m

odernes M
inard, 

（00（, pp. （（（ -（（（.

（
（（
） T

im
othy U

nw
in, A

rt et infini, l’œ
uvre de jeunesse de G

ustave Flaubert, A
m

sterdam
 ; A

tlanta, Rodopi, （（（（, p. （（. 

ス
ピ
ノ

ザ
受
容
に
関
す
る
基
礎
的
な
文
献
と
し
て
、
と
り
わ
け Jean Bruneau, Les D

ébuts littéraires de G
ustave Flaubert, Paris, A

rm
and 

Colin, （（（（, pp. （（（ -（（（.  
ま
た
、
本
稿
で
は
直
接
扱
わ
な
い
が
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
研
究
者
以
外
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
示

唆
に
満
ち
た
も
の
と
し
て
、
デ
リ
ダ
の
論
文
（« U

ne idée de Flaubert : “la lettre de Platon” », R
H

LF, （（（（, n
o （

） 

や
ラ
ン
シ
エ
ー

ル
の
論
考
（La parole m

uette, H
achette, （（（（

）
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
汎
神
論
を
十
九
世
紀
の
思
想
史
（
と
り
わ
け
ロ
マ

ン
主
義
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
受
容
）
に
位
置
づ
け
な
が
ら
詳
細
に
論
じ
た
研
究
と
し
て
、Juliette A

zoulai, L’Â
m

e et le Corps chez Flau-
bert. U

ne ontologie sim
ple, Paris, Classiques Garnier, （0（（, pp. （（（ -（（（.

（
（（
） La T

entation de saint A
ntoine, op. cit., p. （（（.

（
（（
） M

arc-Lucien Boutteville, La M
orale de l’É

glise et la m
orale naturelle, études critiques, Paris, M

ichel Lévy frères, （（（（, 
p. （（.

（
（（
） 

キ
ケ
ロ
ー
『
神
々
の
本
性
に
つ
い
て
』（
第
１
巻
第
９
章
）、『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
（（　

哲
学
Ⅳ
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
〇
頁
。

（
（（
） H
enri Ritter, H

istoire de la philosophie, traduit de l’allem
and par J. T

issot, Paris, Librairie de Ladrange, t. I, （（（（, 
pp. （（（ -（（（ （voir Scénarios de La T

entation, op. cit., p. （（（

）.

（
（（
） La T

entation de saint A
ntoine, op. cit., p. （（（. 

（
（0
） cf. Benoît D

ufau, « Flaubert, Lucrèce et Spinoza : la danse des atom
es dans La T

entation de （（（（ », R
evue d’histoire 
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littéraire de la France, （0（（, n
o （, pp. （（（ -（（（. 

初
稿
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
や
ス
ピ
ノ
ザ
の
痕
跡
を
め
ぐ
り
、
セ
ナ
リ
オ

草
稿
の
読
み
直
し
を
通
じ
て
、
ゴ
ト
＝
メ
ル
シ
ュ
、
セ
ジ
ャ
ン
ジ
ェ
ー
ル
、
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
と
い
っ
た
『
聖
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
』
の
先
行
研
究
や
エ

デ
ィ
シ
ョ
ン
を
批
判
的
に
検
証
し
た
重
要
な
論
文
。
た
だ
し
、
最
終
稿
の
セ
ナ
リ
オ
を
参
照
し
な
が
ら
初
稿
の
テ
ク
ス
ト
を
論
じ
る
と
い
う
手
法

は
、
や
や
議
論
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（（
） Correspondance, op. cit., t. （, p. （（（.

（
（（
） D

ictionnaire philosophique 

（art. « A
nthropom

orphites »

）, Œ
uvres com

plètes de V
oltaire, K

ehl, D
e l’Im

prim
erie de la 

Société littéraire typographique, t. （（, pp. （（（ -（（（.

（
（（
） A

lfred M
aury, E

ssai sur les légendes pieuses du m
oyen âge, Paris, Ladrange, （（（（, pp. （（（ -（（（. 

モ
ー
リ
ー
に
関
す
る
最
近
の

論
文
と
し
て
は
、Gisèle Séginger, « A

lfred M
aury : la genèse des sym

boles religieux », V
oir, croire, savoir : les épistém

olo-
gies de la création chez G

ustave Flaubert, édité par Pierre-M
arc de Biasi, A

nne H
erschberg Pierrot et Barbara V

inken, 
Berlin, D

e Gruyter, （0（（, pp. （（（ -（（（.

（
（（
） M

adam
e Bovary, éd. de Jacques N

eefs, Paris, Librairie Générale Française, Le Livre de Poche, （（（（, pp. （（（ -（（（.

（
（（
） T

résor de la langue française （t. （, （（（（

）
に
よ
る
と
、bonhom

m
e

と
い
う
語
が
軽
蔑
的
に
「
人
間
の
形
で
表
さ
れ
た
神
」
を
意
味
す

る
こ
と
が
あ
り
、
例
と
し
て
ユ
ゴ
ー
の
『
恐
る
べ
き
年
』（
一
八
七
二
年
）
の
一
篇
（「
私
を
無
神
論
者
と
呼
ぶ
司
教
に
」）
が
挙
が
っ
て
い
る
。

こ
の
詩
で
ユ
ゴ
ー
は
、「
長
く
白
い
ひ
げ
を
生
や
し
た
老
人
」
の
姿
を
し
た
、
嫉
妬
深
い
復
讐
と
裁
き
の
神
に
対
し
て
、
い
か
な
る
具
象
的
な
姿

も
持
た
ず
、
い
か
な
る
既
存
の
宗
教
と
も
無
縁
な
、
広
大
で
未
知
な
る
存
在
と
し
て
の
、
い
わ
ば
不
可
知
論
的
な
神
を
対
置
さ
せ
て
い
る
。
そ
し

て
前
者
を
信
じ
る
司
祭
こ
そ
無
神
論
者
で
あ
り
、
後
者
を
支
持
す
る
私
こ
そ
が
信
者
で
あ
る
と
締
め
く
く
る
。

（
（（
） 

こ
こ
で
扱
う
二
つ
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
は
、
以
下
に
所
収
さ
れ
た
既
訳
お
よ
び
解
説
を
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
た
。
林
田
遼
右
『
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
と
い
う

詩
人
が
い
た
―
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
ブ
ル
ボ
ン
復
古
王
朝
ま
で
』、
新
潮
社
、
一
九
九
四
年
。『
神
様
（
良
い
神
）』
は
一
七
四
―
一
七
六
頁
、『
良

い
人
々
の
神
』
は
一
六
一
―
一
六
二
頁
を
参
照
。

（
（（
） 

「
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
の
神
は
ヘ
ブ
ラ
イ
人
の
冷
酷
な
ヤ
ハ
ウ
ェ
で
は
な
く
、
残
酷
な
万
軍
の
主
で
も
な
い
［
…
］
そ
れ
は
罰
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
、

人
類
に
寛
大
な
気
遣
い
を
示
す
温
厚
な
神
で
あ
り
、
一
言
で
い
え
ば
「
良ボ

ン
・
デ
ュ
ー

き
神
」
で
あ
る
。
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
は
こ
の
点
で
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
決
別
す

る
の
で
あ
り
、
人
間
の
堕
落
や
過
ち
と
償
い
と
い
っ
た
野
蛮
な
教
義
を
認
め
ず
、
恩
寵
も
信
じ
な
い
。［
…
］
彼
は
神
を
自
分
に
似
せ
て
作
っ
た
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の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
が
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
無
力
に
も
救
い
を
求
め
て
き
た
冷
淡
な
神
々
と
何
と
違
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
慈
愛
の
神
で
あ
り
、

そ
の
普
遍
な
る
善
良
さ
は
見
せ
か
け
で
は
な
く
、
被
造
物
で
あ
る
人
間
の
祈
り
を
聞
き
届
け
て
く
れ
る
。
彼
は
神
の
怒
り
や
神
の
復
讐
と
い
う
も

の
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」（A

drien W
aseige, Béranger et son tem

ps, M
arcel Seheur, （（（0, pp. （（ -（（.

）

（
（（
） À

 M
adam

e Roger des Genettes, été （（（（, Correspondance, t. III, p. （0（.

（
（（
） A

gnès Bouvier, « Jéhovah égale M
oloch : une lecture « antireligieuse » de Salam

m
bô », Rom

antism
e, n

o （（（, （00（, p. （（（. 

（
（0
） Salam

m
bô, Œ

uvres com
plètes, t. III, Paris, Gallim

ard, « Bibliothèque de la Pléiade », p. （（（.

（
（（
） A

gnès Bouvier, op. cit., pp. （（（ -（（（.

（
（（
） 

ル
ナ
ン
と
モ
ー
リ
ー
に
対
す
る
称
賛
を
示
す
も
の
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
後
の
エ
ル
ネ
ス
ト
・
フ
ェ
ド
ー
宛
て
書
簡
が
あ
る
。「
ぼ
く
は
パ
リ

で
理
性
を
失
わ
な
か
っ
た
人
間
に
二
人
し
か
会
わ
な
か
っ
た
、
二
人
だ
け
だ
。
一
人
は
ル
ナ
ン
、
も
う
一
人
は
モ
ー
リ
ー
だ
。
こ
の
男
〔
モ
ー
リ
ー

は
当
時
、
国
立
古
文
書
館
の
館
長
〕
は
コ
ミ
ュ
ー
ン
の
間
ず
っ
と
、
古
文
書
館
の
上
に
三
色
旗
を
掲
げ
続
け
た
の
だ
」（
一
八
七
一
年
六
月

二
十
九
日
）。

（
（（
） 

『
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
』
九
章
に
お
け
る
ラ
ロ
ッ
ク
お
よ
び
合
理
主
義
的
批
判
に
つ
い
て
は
、T

aro N
akajim

a, « La critique de la Bible —
 Les 

traces de Patrice Larroque dans Bouvard et Pécuchet »,

『
日
本
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
会
関
東
支
部
論
集
』
第
十
五
号
、

二
〇
〇
六
年
、
八
三
―
九
五
頁；

A
nne H

erschberg Pierrot, « Bouvard et Pécuchet et la critique rationaliste », V
oir, croire, 

savoir : les épistém
ologies de la création chez G

ustave Flaubert, op. cit., pp. （0（ -（（（.

（
（（
） Patrice Larroque, E

xam
en critique des doctrines de la religion chrétienne, Paris, Bohné et Schultz, （（（0, t. I, pp. （0（ -（0（.

（
（（
） Ibid., pp. （（ -（（.

（
（（
） Ibid., p. （（（. 

（
（（
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
で
論
じ
た
。T

aro N
akajim

a, Les Figures religieuses dans l’œ
uvre de G

ustave Flaubert, thèse de 
doctorat, présentée à l’U

niversité Paris-Est, （00（, chapitre II.

（
（（
） g （（（ （（

）, f o （（（ （T
raité théologico-politique, Œ

uvres de Spinoza, op. cit., t. II, p. （（

）. 

読
書
ノ
ー
ト
を
含
む
関ド

シ

エ

連
草
稿
資
料
は
す

べ
て
、
ス
テ
フ
ァ
ニ
ー
・
ド
ー
ル
＝
ク
ル
レ
（
リ
ヨ
ン
Ｃ
Ｎ
Ｒ
Ｓ
）
に
よ
る
『
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
と
ペ
キ
ュ
シ
ェ
第
（
巻
』
電
子
版
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

サ
イ
ト
で
参
照
で
き
る
（http://w

w
w

.dossiers-flaubert.fr/

）。
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（
（（
） g （（（ 

（（

）, f o （（（ 

（T
raité théologico-politique, ibid., p. （（（

）. 

草
稿
に
記
さ
れ
た
語
は
二
か
所
と
もanthrom

orphism
e

で
あ
り
、
一

般
の
辞
書
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
変
則
的
な
綴
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（0
） Bouvard et Pécuchet, éd. de Stéphanie D

ord-Crouslé, Paris, Flam
m

arion, « GF », （00（, p. （（（.

（
（（
） Ibid., p. （（（. 

（
（（
） 
こ
れ
は
チ
ェ
ン
ト
が
指
摘
し
な
か
っ
た
源
泉
の
一
つ
で
あ
る
（cf. Com

m
entaire de Bouvard et Pécuchet, N

apoli, Liguori, （（（（, 
p. （0（

）。

（
（（
） T

raité théologico-politique, Œ
uvres de Spinoza, op. cit., t. II, p. （（（. 

翻
訳
に
あ
た
っ
て
以
下
の
既
訳
を
参
照
さ
せ
て
頂
い
た
。『
神

学
・
政
治
論
』
吉
田
量
彦
訳
、
光
文
社
古
典
新
約
文
庫
、
下
巻
、
二
〇
一
四
年
、
一
〇
一
―
一
〇
二
頁
。

（
（（
） Renan, V

ie de Jésus, Paris, M
ichel Lévy frères, （（（（, Introduction, Lii. 

（
（（
） 

「
も
は
や
神
が
人
間
を
自
ら
の
似
姿
に
作
る
の
で
は
な
く
、
オ
メ
ー
が
自
分
に
応
じ
て
神
を
打
ち
立
て
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
神

の
人
間
化
に
対
す
る
哲
学
的
論
拠
は
、
オ
メ
ー
に
よ
っ
て
神
の
「
自
己
中
心
化
」
へ
と
す
り
替
わ
っ
て
し
ま
う
」（M

ichel Crouzet, « “Ecce” 
H

om
ais », R

evue d’H
istoire littéraire de la France, n

o （, nov.-déc. （（（（, p. （（（.

）

（
（（
） 

哲
学
の
章
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
は
、A

tsushi Y
am

azaki

前
掲
論
文
、
お
よ
びJuliette A

zoulai, « L’É
thique de Spinoza 

dans Bouvard et Pécuchet : un vertige philosophique et littéraire », R
evue Flaubert ［en ligne

］, n
o （（, （0（（.  

哲
学
お
よ
び
宗
教

の
章
を
準
備
し
て
い
た
時
期
（
一
八
七
九
年
三
月
）、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
書
簡
で
、「
人
間
の
う
ち
で
も
っ
と
も
宗
教
的
な
人

間
」
だ
と
言
い
、
な
ぜ
な
ら
「
神
以
外
は
認
め
な
か
っ
た
か
ら
」
と
述
べ
て
、
彼
を
無
神
論
者
だ
と
非
難
す
る
人
々
を
愚
か
者
と
揶
揄
し
て
い
る
。

（
（（
） 

工
藤
庸
子
『
サ
ロ
メ
誕
生　

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
／
ワ
イ
ル
ド
』、
新
書
館
、
二
〇
〇
一
年
、
八
二
―
八
三
頁
。
こ
こ
で
参
照
さ
れ
て
い
る
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
『
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
へ
』
第
五
章
か
ら
の
引
用
（
岩
波
文
庫
、
下
巻
、
二
〇
一
六
年
、

二
三
三
頁
）。

（
（（
） 

前
掲
の
ブ
ー
ヴ
ィ
エ
論
文
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
レ
オ
ン
・
ポ
リ
ア
コ
フ
『
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
の
歴
史
』、
第
三
巻

「
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
か
ら
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
ま
で
」、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
五
年
（
原
書
は
一
九
六
八
年
）、「
無
神
論
者
た
ち
の
十
字
軍
」、
五
四
二
―

五
五
五
頁
。

（
（（
） Jean Seznec, « Saint A

ntoine et les m
onstres, essai sur les sources et la signification du fantastique de Flaubert », T

he 
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M
odern Language A

ssociation of A
m

erica, m
ars （（（（, p. （（（.

（
（0
） 

の
ち
に
彼
自
身
が
離
脱
す
る
こ
と
に
な
る
文
学
と
フ
ー
コ
ー
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
菅
谷
憲
興
「
図
書
館
と
空
隙
―
フ
ー
コ
ー
と
文
学
」、

『
フ
ラ
ン
ス
哲
学
思
想
研
究
』
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
五
年
、
六
三
―
七
七
頁
。 

（
（（
） M

ichel Foucault, « La bibliothèque fantastique » （（（（（

）, T
ravail de Flaubert, Éditions du Seuil, （（（（, p. （0（.

（『
幻
想
の
図

書
館
』、
工
藤
庸
子
訳
、
哲
学
書
房
、
一
九
九
一
年
、
二
〇
―
二
一
頁
）

（
（（
） M

ichel Foucault, « D
istance, aspect, origine » 

（（（（（

）, D
its et écrits I. 1954

-1969, Gallim
ard, （（（（, p. （（（.

（「
距
た
り
・
ア

ス
ペ
ク
ト
・
起
源
」
中
野
知
律
訳
、『
フ
ー
コ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
２
』、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
、
一
四
三
頁
）

（
（（
） 

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
『
文
学
を
め
ぐ
る
理
論
と
常
識
』
中
地
義
和
・
吉
川
一
義
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
四
八
頁
。

（
（（
） M

ichel Foucault, « Q
u’est-ce qu’un auteur ? » 

（（（（（

）, Œ
uvres, Gallim

ard, « Bibliothèque de la Pléiade », （0（（, t. II, p. 
（（（（.

（「
作
者
と
は
何
か
」
清
水
徹
・
根
本
美
作
子
訳
、『
フ
ー
コ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
２
』、
前
掲
書
、
四
一
一
―
四
一
二
頁
）

（
（（
） M

ichel Foucault, « D
istance, aspect, origine », op. cit., p. （（（.

（「
距
た
り
・
ア
ス
ペ
ク
ト
・
起
源
」、
前
掲
書
、
一
四
二
頁
）

（
（（
） Roland Barthes, « La m

ort de l’auteur » （（（（（

）, Le bruissem
ent de la langue, Éditions du Seuil, （（（（, p. （（.

（「
作
者
の
死
」、

『
物
語
の
構
造
分
析
』
花
輪
光
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
九
年
、
八
五
―
八
六
頁
）「
作
者
の
死
」
に
つ
い
て
は
、
石
川
美
子
『
ロ
ラ
ン
・
バ
ル

ト
』、
中
公
新
書
、
二
〇
一
五
年
、
七
八
―
八
二
頁
も
参
照
。

（
（（
） 

こ
れ
は
工
藤
庸
子
に
よ
れ
ば
、「
主
題
論
的
な
レ
ベ
ル
で
も
、
十
九
世
紀
の
も
っ
と
も
通
俗
的
な
流
行
現
象
の
ひ
と
つ
」
で
あ
る
（「
幻
想
の
図

書
館
を
め
ぐ
っ
て
―
フ
ロ
ベ
ー
ル
、
ジ
ョ
イ
ス
、
ボ
ル
ヘ
ス
」、『
幻
想
の
図
書
館
』、
前
掲
書
、
一
〇
六
頁
）。
こ
の
直
前
に
引
か
れ
た
神
の
死

を
め
ぐ
る
豊
崎
光
一
『
砂
の
顔
』
の
一
節
も
ま
た
多
く
の
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
。

（
（（
） La T

entation de saint A
ntoine, p. （（（. 

（
（（
）
cf. 

前
テ
ク
ス
ト
の
聖
域
化
に
対
し
て
主
体
的
な
解
釈
を
提
唱
す
る
の
が
、
松
澤
和
宏
「
草
稿
の
解
釈
学
」（『
文
学
』、
岩
波
書
店
、
第
十
一
巻
・

第
五
号
、
二
〇
一
〇
年
）
で
あ
る
。
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
特
権
化
す
る
テ
ク
ス
ト
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
し
つ
つ
、
草
稿
読
解
に
お
け
る
読

み
手
（
解
釈
主
体
）
の
先
入
見
や
能
動
的
な
価
値
判
断
を
重
ん
じ
る
こ
の
論
考
は
、
あ
る
意
味
で
、
人
間
学
的
な
思
考
の
解
体
に
よ
っ
て
、「
あ

ら
ゆ
る
解
釈
の
外
」
に
立
と
う
と
す
る
フ
ー
コ
ー
（『
知
の
考
古
学
』、
慎
改
康
之
訳
、
河
出
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
訳
者
解
説
）
と
は
対
照
的
な

立
場
に
あ
る
と
言
え
る
。
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（
（0
） 

「
制
度
と
し
て
の
作
者
は
死
ん
だ
。
彼
の
公
民
的
、
情
念
的
、
伝
記
的
人
格
は
消
滅
し
た
。
王
位
を
失
っ
た
彼
の
人
格
は
も
は
や
作
品
に
対
し

て
恐
る
べ
き
父
性
を
発
揮
す
る
こ
と
は
な
い
。
文
学
史
や
教
育
や
世
論
は
こ
の
父
性
の
物
語
を
、
手
を
変
え
、
品
を
変
え
、
作
り
上
げ
て
き
た
も

の
だ
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
、
何
ら
か
の
形
で
、
作
者
を
私
は
欲
す
る

0

0

0

0

0

。
私
は
彼
の
形
象
（
彼
の
表
象
で
も
、
投
影
で
も
な
い
）
を
必

要
と
す
る
の
だ
」（『
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
』
沢
崎
浩
平
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
七
年
、
五
一
―
五
二
頁
）。

（
（（
） 
工
藤
庸
子
『
恋
愛
小
説
の
レ
ト
リ
ッ
ク
―
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
を
読
む
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
九
章
、
お
よ
び
、
菅
谷
憲

興
「
図
書
館
と
空
隙
」、
前
掲
書
、
七
五
頁
を
参
照
。

（
（（
） 

cf. Philippe D
ufour, « Panthéism

e de Flaubert », Flaubert. revue critique de génétique 

［en ligne

］ （（, （0（（. 

お
も
に
初
期
作

品
を
十
九
世
紀
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
と
汎
神
論
の
受
容
（
と
り
わ
け
ヘ
ー
ゲ
ル
）
と
の
関
係
で
論
じ
た
も
の
。
ち
な
み
に
『
神
学
政
治
論
』

が
一
八
四
二
年
の
セ
ッ
セ
初
版
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
指
摘
は
誤
り
で
、
第
一
巻
の
扉
に
はT

héologie de Spinoza

と
い
う
書
名
で
含
ま

れ
て
い
る
。
十
九
世
紀
に
お
け
る
ス
ピ
ノ
ザ
的
汎
神
論
に
つ
い
て
は
、
前
掲
のJuliette A

zoulai

論
文
お
よ
び
論
考
も
参
照
の
こ
と
。


