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ジ
ュ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン
の
内
心
の
放
路

佐

分

純

数
多
の
フ
ラ
ン
ス
作
家
の
中
で
も
‘
こ
ミ
に
取
上
げ
た
ジ
エ
リ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン
と
い
ふ
小
説
家
は
、
車
に
そ
の
作
品
傾
向
ば
か
り
で
な
く
‘
名
前
が
示
す

様
に
そ
の
生
ひ
立
に
つ
い
て
も
亦
特
異
な
存
在
で
あ
る
。
本
論
に
→
へ
る
前
に
紙
面
の
許
ナ
範
閏
で
先
づ
経
歴
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

現
存
作
家
で
あ
る
上
に
、
さ
し
て
問
題
と
さ
れ
て
ゐ
る
人
で
は
な
い
だ
け
に
、
こ
の
作
家
の
生
ひ
立
に
つ
い
て
儀
り
詳
し
い
文
献
は
な
い
が
、
筆
者
が
調
べ

た
記
録
だ
け
に
つ
い
て
少
し
書
い
て
み
よ
う
。
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グ
リ
ー
ン
の
遠
い
先
組
に
つ
い
て
は
‘
日
記
に
よ
る
と
、
十
入
世
紀
中
葉
ザ
ル
ツ
プ
ル
グ
の
司
教
に
追
放
さ
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
逃
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
シ
の
中

に
先
組
の
一
人
が
入
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
、
同
じ
く
十
八
世
相
後
半
に
他
の
先
祖
が
イ
ギ
リ
ス
政
府
配
下
で
私
掠
舶
の
船
長
を
し
て
ゐ
た
こ
と
等
が
明
か
と

な
っ
て
ゐ
る
。
「
フ
ラ
ン
ス
現
代
人
名
辞
典
」
及
ぴ
ア
ン
・
グ
リ
ー
ン
（
ジ
エ
リ
ア
ン
の
姉
）
著
「
過
ぎ
し
わ
が
年
月
」
〉
ロ
ロ
の

2
8
A

冨
g

】2
5

雪
8
2
2
v

可
包
c
x
品
。
E
お
－
E
2
3

円
宮
ω
ユ
ω
n
g

包
括
払
ω

（
盟
。
ロ
お
臼
）
に
よ
る
と
．
父
親
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ム
1

ン
・
グ
リ
ー
ン
は
一
八
五
三
年
ア
メ
リ
カ
の

ず
ァ
1

ジ
ニ
ヤ
州
ワ
レ
ン
ソ
ン
に
生
れ
、
母
メ
ア
リ
・
ア
デ
一
フ
イ
ド
・
ハ

l

ト
リ
ッ
ヂ
は
ジ
ョ
ー
ジ
ヤ
州
サ
グ
ァ
ナ
で
四
年
後
に
誕
生
し
た
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
父

方
の
組
父
は
イ
ギ
リ
ス
人
だ
っ
た
か
ら
、
前
記
の
先
組
と
も
併
せ
考
へ
る
と
‘
か
な
り
イ
ギ
リ
ス
の
血
も
ひ
い
て
ゐ
る
揮
で
あ
る
。
エ
ド
ワ
ー
ド
ほ
メ
ア
リ
と

一
八
八
O
年
に
結
婚
し
、
父
親
の
遺
産
を
縫
い
で
後
、
ガ
ス
曾
祉
の
世
長
に
ま
で
な
っ
た
矯
‘
一
時
は
か
な
り
裕
一
耐
だ
っ
た
。
所
が
十
年
後
、
数
人
の
子
供
を

儲
け
な
が
ら
、
彼
は
株
に
失
敗
し
た
上
、
所
有
の
果
樹
園
が
凍
害
に
遭
ひ
、
別
荘
が
焼
け
る
等
、
不
運
が
度
重
っ
て
破
産
に
陥
っ
た
。
第
儀
の
策
も
及
ぱ
ず
‘

惑
に
一
八
九
三
年
、
友
人
の
勤
め
で
ブ
ラ
シ
ス
の
ル
・
ア

i

グ
ル
に
あ
る
綿
貿
易
の
代
理
店
に
職
を
得
て
、
家
族
共
々
渡
歌
の
途
に
つ
い
た
の
で
あ
る
。
エ
ド



ワ
ー
ド
は
嘗
て
父
親
が
再
婚
し
た
関
係
上
、
鼠
一
生
々
活
を
ヨ

l

ロ

γ

パ
で
過
し
た
経
験
が
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
境
遇
は
寧
ろ
救
ひ
と
な
っ
た
が
、
特
に
ア
メ
リ

カ
南
部
に
強
い
愛
着
を
持
っ
て
ゐ
た
妻
メ
ア
リ
に
と
っ
て
、
未
知
の
フ
ラ
ン
ス
に
馴
染
む
こ
と
は
容
易
で
な
か
っ
た
。
然
し
、
夫
を
愛
し
、
生
活
力
の
強
い
彼

女
は
、
六
人
の
子
供
を
抱
へ
な
が
ら
、
夫
の
僅
か
な
牧
入
で
よ
く
家
事
を
切
盛
り
し
た
。
ル
・
ア

I

グ
ル
か
ら
彼
等
は
間
も
な
く
パ
リ
に
轄
居
し
た
が
、
六
人

の
子
供
の
中
四
人
が
ア
メ
リ
カ
生
れ
で
、
下
の
二
人
は
フ
ラ
ン
ス
で
生
れ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
そ
の
子
注
の
弟
に
首
る
ジ
エ
リ
ア
ン
は
、
パ
リ
に
移
っ
て
か
ら
生

を
享
け
た
課
で
あ
る
。

高
岡
博
覧
曾
と
共
に
二
十
世
紀
と
い
ふ
時
代
が
か
う
し
た
さ
L

や
か
な
移
民
グ
リ
ー
ン
家
に
も
訪
れ
た
。

長
子
チ
ャ
ー
ル
ズ
以
後
男
の
児
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
グ
リ
ー
ン
夫
婦
、
特
に
エ
ド
ワ
ー
ド
は
、
高
岡
博
の
今
年
こ
そ
男
の
児
が
生
れ
る
の
売
と
意
気
込
ん
だ
。

果
し
て
同
年
九
月
六
目
、
晴
天
の
朝
、
天
は
彼
に
＋
羽
干
し
た
の
だ
っ
た
。
営
日
の
好
々
爺
の
歌
ぴ
ゃ
う
を
ア
ン
の
筆
か
ら
借
り
よ
う
。
！

l

九
月
六
日
の
晴
れ
た

朝
、
パ
パ
が
演
を
グ
ス
ノ
＼
さ
せ
一
疋
ふ
も
も
ど
か
し
き
う
に
マ
マ
の
部
屋
か
ら
あ
た
ふ
た
と
出
て
来
た
。
七
時
だ
。
誰
か
に
こ
の
大
ニ
ュ
ー
ス
を
知
ら
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
パ
パ
は
そL
く
さ
と
小
さ
い
娘
蓮
の
傍
へ
行
っ
た
。
二
人
は
眠
て
ゐ
た
が
、
リ
ュ
シ
イ
は
床
の
中
で
振
返
っ
て
彼
を
見
つ
め
た
。

「
さ
あ
ノ
＼
み
ん
な
！
棺
惜
し
い
ぞ
！
嬉
し
い
ぞ
！
何
故
だ
か
解
る
か
？
」
娘
達
は
床
の
上
に
坐
っ
て
耳
を
そ
ば
立
て
た
。
朝
の
も
の
一
昔
を
破
っ
て
．
泣

撃
が
長
く
響
い
た
。
日
の
目
を
見
た
赤
坊
の
む
づ
か
る
叫
ぴ
撃
だ
。
ー
ー
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こ
の
子
が
母
方
の
祖
父
の
名
を
つ
い
だ
他
な
ら
ぬ
ジ
エ
リ
ア
シ
・
グ
リ
ー
ン
な
の
で
あ
る
。
こ
の
新
た
な
子
賓
に
恵
ま
れ
た
グ
リ

l

シ
夫
妻
に
再
ぴ
いL
傑

件
が
訪
れ
た
。
一
九
O
二
年
エ
ド
ワ
ー
ド
の
奮
友
が
パ
リ
ヘ
来
て
、
そ
の
勤
先
た
る
南
部
綿
油
曾
祉
の
支
店
を
幾
っ
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
出
し
た
い
か
ら
、
エ
ド

ワ
ー
ド
に
そ
の
代
表
者
に
な
っ
て
貰
へ
ぬ
か
と
申
出
た
の
だ
。
か
く
て
こ
の
よ
き
父
親
は
、
欧
洲
各
閣
を
廻
り
ト
ル
コ
、
ロ
シ
ヤ
、
パ
ル
カ
シ
の
方
に
ま
で
足

を
伸
す
仕
事
に
精
勤
す
る
こ
と
L

な
っ
た
。
従
っ
て
、
ジ
エ
リ
ア
シ
の
幼
時
は
グ
リ
ー
ン
家
の
生
活
が
軌
道
に
乗
っ
た
頃
だ
っ
た
鐸
で
あ
る
。

一
九
O
六
年
、
墜
校
に
入
っ
た
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
勉
強
し
な
い
で
よ
く
倫
帽
を
描
い
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
父
親
が
或
目
、
本
が
讃
め
る
か
ど
う
か
と
問

ね
た
時
、
母
親
は
そ
れ
を
止
め
て
ご
。
こ
の
子
は
槍
を
描
い
た
り
お
伽
話
を
聴
い
た
り
し
て
ゐ
る
十
ん
だ
か
ら
ほ
っ
て
お
い
て
下
さ
い
。
と
て
も
お
利
口
な
ん
で
す

よ

J

と
鮮
護
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
ジ
エ
リ
ア
ン
は
絶
が
好
・
雪
だ
っ
た
ら
し
い
。
ア
シ
の
同
想
録
に
よ
っ
て
も
伺
は
れ
る
が
、
グ
リ
ー
ン
自
身
も
知
的
精
神
的
教



育
は
母
親
の
方
に
負
ふ
所
が
大
き
い
と
考
へ
て
ゐ
る
。
彼
女
は
子
供
達
を
幼
い
頃
か
ら
聖
書
に
親
し
ま
せ
て
、
「
見
え
な
い
も
の
、
宗
教
に
つ
い
て
知
っ
て
ゐ
る

こ
と
を
す
べ
て
弘
教
へ
、
叉
純
粋
に
フ
ラ
ン
ス
教
育
を
受
け
た
ジ
エ
リ
ア
シ
に
イ
ギ
リ
ス
の
本
を
請
ま
せ
た
の
も
母
親
だ
っ
た
。

リ
セ
・
ジ
ヤ
シ
ソ
ン
に
入
っ
て
か
ら
も
最
初
は
相
幾
ら
ず
だρ
た
の
で
、
零
賂
ば
か
り
採
っ
て
母
親
か
ら
ム
ッ
シ
ュ
ー
・
ゼ
ロ
と
い
ふ
縛
名
を
付
け
ら
れ
た
。

、
、
、
、

然
し
‘
彼
女
は
別
に
各
め
も
せ
ず
、
息
子
が
蝶
の
様
に
振
舞
ふ
の
を
そ
の
ま
L

長
い
眼
で
見
守
っ
て
ゐ
た
。
メ
ア
リ
は
息
子
の
謹
術
的
素
質
を
感
付
い
て
ゐ
た

の
だ
ら
う
か
、
十
歳
に
し
て
ジ
ュ
リ
ア
ン
は
詩
を
も
の
し4た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

ジ
エ
リ
ア
シ
の
記
憶
に
「
そ
の
足
音
も
撃
も
歌
ひ
撃
も
永
久
に
跡
を
と
H
込
め
た
」
と
云
ふ
「
才
気
あ
り
善
良
な
」
母
親
メ
ア
リ
は
、
多
年
の
苦
努
が
こ
た
え

て
か
）
夫
よ
り
十
徐
年
も
早
く
一
九
一
四
年
に
他
界
し
た
の
で
あ
る
。
生
来
感
受
性
強
く
内
気
で
夢
想
的
な
ジ
ュ
リ
ア
ン
に
と
っ
て
、
母
親
を
早
く
失
っ
た
と

い
ふ
こ
と
が
そ
の
精
神
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
云
ふ
迄
も
な
い
。

そ
の
後
、
ジ
エ
リ
ア
シ
は
・
次
第
に
勉
強
し
て
父
親
の
願
ひ
に
叶
っ
た
モ
ハ
シ
生
と
な
っ
た
。

第
一
弐
大
戦
中
、
リ
セ
を
出
る
と
十
七
歳
で
志
願
し
て
ブ
ラ
シ
ス
の
野
戦
病
院
付
と
な
り
、
更
に
翌
年
砲
兵
隊
で
数
ヶ
月
勤
務
し
た
。
戦
争
が
終
る
と
間
も

な
く
初
め
て
第
二
の
故
凶
へ
渡
り
（
一
九
二O
年
可
グ
ァ
l

ジ
ニ
ヤ
大
阜
で
二
年
堅
ん
だ
後
蹄
僻
し
た
。
営
座
は
好
き
な
総
に
親
し
ん
で
、
グ
ラ
シ
ド
・
シ
ヨ

オ
ミ
ェ
l

ル
と
い
ふ
研
究
所
へ
通
っ
た
り
し
た
が
、
深
く
そ
の
遣
に
進
む
気
も
な
く
槍
筆
を
捨
てL
し
ま
っ
た
。
自
信
が
な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
ら
う
が
、
更

に
直
接
の
勤
機
と
な
っ
た
面
白
い
事
貨
が
あ
る
。
グ
リ
ー
ン
は
二
二
年
父
親
の
紹
介
で
ア
メ
リ
カ
の
女
流
作
家
ス
タ
イ
シ
及
ぴ
そ
の
兄
と
知
り
合
っ
た
。
兄
夫

妻
は
グ
リ
l

シ
家
の
近
所
に
ゐ
た
が
、
女
流
作
家
の
義
姉
に
首
る
ス
タ
イ
ン
夫
人
か
ら
、
グ
リ
ー
ン
は
首
家
に
あ
る
マ
チ
ス
の
作
品
を
津
山
見
せ
て
貰
っ
た
。

結
局
そ
の
維
筆
に
気
押
さ
れ
て
、
永
久
に
聾
業
を
断
念
さ
せ
ら
れ
、
絢
筆
の
代
り
に
ベ
ン
を
と
る
や
う
に
な
っ
た
と
い
ふ
の
が
、
グ
リ
ー
ン
の
侭
ら
ぬ
気
持
だ

っ
た
ら
L

い
。

爾
来
作
家
と
し
て
の
生
活
が
始
ま
っ
た
・
次
第
だ
が
、
そ
れ
も
最
初
か
ら
世
に
出
た
諜
で
は
な
く
、
先
づ
英
文
墜
の
研
究
紹
介
に
手
を
つ
け
、
二
、
三
匿
名
な

ど
で
雑
誌
に
護
表
し
た
。
勿
論
、
大
事
時
代
に
も
小
品
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
、
ひ
そ
か
に
創
作
し
て
は
ゐ
た
も
の
と
想
は
れ
る
が
）
グ
リ
ー
ン
が
小
説
家
と

し
て
文
壇
に
出
た
の
は
、
一
一
十
六
年
護
表
し
た
「
モ
シ

l

シ
ネ
I

ル
」
A
言
。
E
E
C
5
5
v

を
以
て
魁
と
す
る
。
さ
う
し
て
更
に
翌
年
の
「
ア
ド
リ
エ
シ
ヌ
・
ム -73-



ジ
ェ
ラ
」
へ
K
F仏
ユ8
5

足
。
ω
ロ
g
c

が
、
初
期
の
代
表
作
と
し
て
彼
の
名
を
揺
が
ぬ
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
作
に
つ
い
て
は
後
段
及
ぴ
作
品
年

表
に
譲
る
こ
と
L

し
て
、
以
下
少
し
く
附
け
加
へ
ょ
う
と
思
ふ
。

両
親
の
明
る
い
性
格
や
活
動
的
な
生
活
態
度
或
は
柴
天
的
な
傾
向
と
は
全
く
蓮
っ
て
‘
ジ
ュ
リ
ア
シ
は
生
来
孤
濁
を
好
み
、
限
想
的
な
暗
い
性
格
だ
っ
た
。

そ
の
性
向
が
彼
の
生
活
態
度
に
よ
く
穎
は
れ
、
作
家
と
な
っ
て
か
ら
の
日
常
も
引
諮
り
勝
で
、
創
作
以
外
に
は
讃
書
、
散
策
、
槍
賢
官
柴
演
劇
等
の
鑑
賞
に
濁

り
で
時
を
過
し
て
ゐ
る
。
曾
合
に
出
向
い
て
も
多
く
ほ
さ
し
て
感
銘
も
得
ず
、
交
友
闘
係
も
ジ
ィ
ド
の
他
に
は
親
し
い
文
士
仲
間
も
持
た
な
い
。
か
う
い
ふ
調

子
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
枇
曾
人
と
し
て
の
活
動
を
彼
の
字
国
に
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
た
ど
旋
行
が
好
き
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
定
住
し
な
が
ら
も
、
屡
三
欧

米
各
地
じ
見
聞
を
炭
め
る
こ
と
は
怠
っ
て
ゐ
な
い
。
そ
の
主
な
る
も
の
を
日
記
か
ら
拾
っ
て
み
る
と
、
ー

l

三
二
年
春
に
は
オ
ラ
ン
ダ
。
同
年
末
か
ら
翌
年
に

か
け
て
三
ヶ
月
位
再
度
の
ア
メ
リ
カ
旋
行
。
イ
タ
リ
ー
に
三
五
年
春
。
翌
年
秋
及
び
三
七
年
各
二
同
に
亙
り
ロ
ン
ド
ン
に
滞
在
。
一
二
七
年
春
か
ら
夏
に
か
け
三

度
目
の
滞
米
。
そ
の
他
、
チ
4
ニ
ス
や
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
、
コ
ペ
ン
ハ
l

ゲ
ン
等
に
も
赴
い
た
こ
と
が
あ
る
。

第
二
次
大
戦
の
直
前
（
五
月
十
六
日
）
パ
リ
を
離
れ
、一
時
南
岡
部
に
滞
在
し
て
後
ア
メ
リ
カ
ヘ
渡
っ
た
。
大
戦
中
は
初
め
バ
ル
チ
モ
ア
に
居
て
（
一
九
回

。
｜
四
一
一
）
女
事
校
で
数
制
限
を
取
っ
た
。
そ
の
後
も
主
と
し
て
首
地
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
往
復
し
‘
現
代
仰
文
墜
に
闘
す
る
講
演
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る

が
（
一
九
四
四
）
、
普
段
は
つ
ま
し
い
ア
パ
ー
ト
住
ひ
を
し
な
が
ら
憂
欝
な
H

々
を
過
し
た
。
人
一
倍
悲
観
的
な
グ
リ
ー
ン
は
、
戦
況
に
一
喜
一
憂
、
敗
戦
の
母

闘
を
案
じ
な
が
ら
、
卒
白
な
気
持
を
日
記
（
第
四
巻
）
に
吐
認
し
て
ゐ
る
。
叉
‘
初
め
て
直
接
英
文
で
著
し
た
「
幸
幅
な
日
々
の
想
ひ
出
」

A
冨
2
8

ュ
g

丘

四
回
若
宮
内
宮
苫V

も
、
フ
ラ
ン
ス
や
パ
リ
生
活
に
闘
す
る
懐
信
の
情
を
綴
っ
た
も
の
L

様
で
あ
る
。
時
に
は
組
凶
へ
の
憂
慮
に
堪
へ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
向
の
放
法

（
一
九
四
三
年
中
）
を
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
一
克
来
起
筆
め
グ
リ
ー
ン
は
、
戦
争
気
分
に
と
ら
は
れ
て
、
全
く
筆
が
章
一
く
な
っ
た
ら
し
く
、
こ
の
間
小
説
は
一

作
も
護
返
し
て
ゐ
な
い
。

日
米
戦
終
結
の
報
に
接
す
る
や
‘
直
ち
に
旋
装
を
ま
と
め
て
四
九
年
九
月
十
九
日
、
ア
メ
リ
カ
を
去
り
、
同
月
三
十
日
五
年
振
り
で
懐
し
い
パ
リ
の
土
を
踏

ん
だ
の
で
あ
る
。
戦
雲
に
関
さ
れ
た
滞
米
期
間
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
こ
と
ば
か
り
思
ひ
績
け
、
今
度
還
っ
た
ら
パ
リ
を
新
し
い
眼
で
見
直
さ
う
と
い
ふ
期
待
に
満

ち
て
ゐ
た
。
所
が
い
ざ
パ
リ
を
久
し
振
り
で
歩
い
て
み
る
と
、
議
期
に
反
し
て
一
向
感
動
し
な
い
。
昔
と
務
ら
ぬ
感
じ
だ
っ
た
。
「
私
は
ま
る
で
自
分
が
夢
の

-74-



中
で
自
愛
し
て
、
映
が
醒
め
た
と
た
ん
‘
家
に
ゐ
る
こ
と
に
気
付
い
た
人
間
の
様
な
感
じ
が
し
た
。
白
分
の
部
屋
に
ゐ
て
、
驚
ぐ
者
も
あ
る
ま
い
。
」

ω
か
う
し

、
た
感
懐
は
、
フ
ィ
ガ
ロ
紙
に
載
せ
た
蹄
朝
の
第
一
印
象
で
あ
る
が
．
之
だ
け
見
て
も
如
何
に
グ
リ
ー
ン
が
フ
ラ
ン
ス
の
大
気
に
と
け
込
ん
で
ゐ
る
か
、
察
す
る

に
難
く
な
い
。
思
想
的
な
意
味
で
は
、
現
賞
世
界
に
身
の
置
き
由
胞
が
な
い
と
云
ふ
こ
の
作
家
に
と
っ
て
、
創
作
生
活
を
返
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
世
界
は
、
フ
ラ

ン
ス
を
お
い
て
他
に
は
な
い
と
断
言
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

。

。

。

議
術
と
い
ふ
も
の
が
既
成
の
現
貨
に
到
す
る
人
間
精
紳
の
否
定
或
は
反
抗
の
現
れ
で
あ
る
以
上
、
婆
術
家
が
人
間
精
紳
の
優
位
を
主
張
す
る
の
は
営
然
で
あ

る
。
中
就
内
面
的
な
傾
向
に
属
す
る
者
は
、
思
想
、
表
現
内
容
の
如
何
を
問
は
ず
‘
自
己
延
い
て
は
人
間
の
内
面
世
界
に
絶
鈎
的
な
優
越
性
を
認
め
る
。
今
世

犯
の
丈
島e
に
つ
い
て
も
‘
こ
の
傾
向
の
作
家
は
車
に
自
己
を
客
観
顧
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
裡
に
生
き
な
が
ら
外
的
債
値
と
は
蓮
っ
た
濁
自
の
賃
貸
を
掴

ま
う
と
す
る
生
そ
の
も
の
を
表
出
し
て
ゐ
る
。
ロ
ペl
ル
・
カ
ン
テ
ル
が
「
現
代
人
は
も
は
や
世
界
を
哲
皐
的
も
し
く
は
宗
教
的
な
位
来
の
橿
に
ス
れ
て
解
耀

ナ
マ

ず
る
こ
と
が
出
来
、
ず
或
は
さ
う
し
よ
う
と
も
し
な
く
な
っ
た
。
彼
は
自
己
の
内
的
な
生
の
鰹
験
か
ら
遠
ざ
か
る
ま
い
と
す
る
。
」
引
と
一
去
っ
て
ゐ
る
や
う
に
、
現

賓
生
活
に
於
け
る
作
家
の
強
烈
な
主
位
性
は
、
そ
の
まL
作
品
の
根
抵
と
な
っ
て
作
中
人
物
の
中
に
逝
っ
て
ゐ
る
。
か
う
し
た
作
家
白
位
と
現
賓
世
界
と
の
大

き
な
背
反
が
、
作
中
人
物
の
著
し
い
現
貨
喪
失
感
と
な
り
．
或
は
白
己
と
外
界
、
夢
と
現
貨
の
倒
錯
と
な
っ
て
穎
は
れ
て
来
る
。
こ
の
様
な
作
家
が
内
面
に
良

質
を
探
求
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
程
、
外
界
を
否
定
し
、
敵
硯
さ
へ
し
て
、
盆
主
白
己
の
裡
に
く
ひ
→
へ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
心
を
凝
脱
す
る
に
つ
れ
、

・
外
界
と
の
聞
に
深
淵
を
覚
え
、
そ
の
無
意
味
さ
、
白
己
と
外
界
と
の
不
保
理
な
闘
係
を
強
く
意
識
せ
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
。
ジ
ュ
リ
ア
シ
・
グ
リ
ー
ン
の
生
は

正
に
そ
の
極
端
な
例
で
あ
り
、
彼
の
す
べ
て
が
雨
大
戦
聞
の
不
安
を
表
は
し
て
ゐ
る
と
同
時
に
、
人
間
の
一
つ
の
生
き
方
を
如
貨
に
示
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
。

こ
の
作
家
が
か
く
も
著
し
く
内
的
傾
向
を
示
す
に
到
っ
た
大
ぎ
な
原
因
は
、
勿
論
そ
の
複
雑
な
性
格
に
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
系
の
血
を
引
い
て
‘

自
分
で
も
云
ふ
や
う
に
‘
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
的
な
衝
動
性
、
夢
怨
性
、
肉
感
的
な
一
要
素
を
有
し
、
ア
メ
リ
カ
南
部
の
特
徴
も
あ
る
先
天
性
を
享
受
し
た
上
で
、
後

天
的
な
ブ
ラ
シ
ス
の
性
格
を
併
せ
持
つ
と
い
ふ
様
に
、
複
雑
な
そ
の
本
質
は
、
性
格
事
の
鞠
象
と
も
な
る
べ
き
多
様
性
を
含
ん
で
ゐ
る
。
弐
に
も
う
一
つ
思
ひ

首
る
こ
と
は
、
前
に
一
寸
鯛
れ
た
如
く
、
彼
が
夙
く
母
親
を
失
っ
た
と
い
ふ
不
幸
な
位
験
で
あ
る
。
精
紳
分
析
皐
に
よ
れ
ば
‘
臆
病
な
子
供
を
母
親
か
ら
離
す
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こ
と
は
、
特
に
不
安
の
も
と
k

な
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
グ
リ
ー
ン
の
場
合
も
さ
う
い
ふ
解
稗
か
許
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
十
四
歳
に
し
て
優
れ
た
母
を

失
っ
て
か
ら
、
「
常
に
漠
然
と
し
た
危
機
感
を
抱
い
て
生
き
て
来
た
」

ω
と
い
ふ
彼
自
身
の
言
葉
が
そ
の
事
を
裏
書
き
し
て
ゐ
る
。
他
の
作
家
を
考
へ
で
も
‘
コ

シ
ス
タ
ン
‘
ネ
ル
グ
ァ
ル
等
夙
く
母
を
失
っ
た
者
、
ボ
オ
ド
レ
l

ル
の
如
く
母
の
再
婚
に
よ
っ
て
精
神
的
に
孤
濁
と
な
っ
た
者
、
ミ
ロ
ス
の
様
に
両
親
と
離
れ

て
幼
時
を
過
し
た
者
等
々
、
何
れ
も
性
格
的
に
は
グ
リ
ー
ン
と
多
分
に
似
た
所
が
あ
る
。
彼
自
身
で
は
、
か
う
し
た
性
格
要
素
に
均
衡
を
興
へ
て
ゐ
る
の
は
ブ

ラ
シ
ス
的
な
も
の
だ
と
云
つ
て
は
ゐ
る
が
、
そ
の
パ
一
フ
シ
ス
が
と
れ
ぬ
こ
と
は
作
品
や
日
記
を
讃
め
ば
明
か
で
あ
る
。
さ
う
し
て
複
雑
な
内
攻
性
に
加
ヘ
彼
の

信
仰
が
叉
強
く
現
賓
世
界
を
否
定
し
、
彼
を
し
て
盆
主
外
界
か
ら
隔
絶
さ
せ
る
傾
向
を
辿
っ
て
ゐ
る
。

現
代
小
説
で
は
、
何
等
か
の
意
味
に
於
て
、
冒
頭
か
ら
主
人
公
と
現
官
世
界
と
の
著
し
い
針
立
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
試
み
に
グ
リ
ー
ン
の
作
品
を

絡
い
て
み
て
も
、
読
者
は
直
ち
に
そ
の
事
を
最
も
単
純
な
形
で
直
観
す
る
だ
ら
う
。
そ
こ
で
は
主
人
公
が
最
初
か
ら
現
賓
と
そ
ぐ
は
ぬ
吠
態
に
投
げ
出
さ
れ
て

居
る
。
主
人
公
は
作
品
以
前
に
周
闘
の
平
板
な
リ
ズ
ム
を
観
し
て
ゐ
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
「
モ
シ
i

シ
ネ
l

ル
」
で
は
、
「
エ
ミ
リ
イ
は
歌

り
禎
け
て
ゐ
た
。
」
印
、
と
い
ふ
文
句
か
ら
始
ま
っ
て
、
母
親
の
話
し
掛
け
る
言
葉
に
は
耳
も
貸
さ
ず
、
「
彼
女
は
母
親
に
背
を
向
け
て
窓
か
ら
眺
め
て
ゐ
た
。
ゐ

と
普
か
れ
、
又
、
「
ア
ド
リ
エ
シ
ヌ
・
ム
ジ
ュ
ラ
」
で
は
、
「
ア
ド
リ
エ
ン
ヌ
は
件
ん
で
手
を
後
ろ
に
組
み
、
墓
場
（
先
祖
の
符
像
の
こ
と
）
を
見
つ
め
て
ゐ
た

o
h

と
い
ふ
風
に
引u
f始
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
ど
の
作
品
で
も
主
人
公
達
比
環
境
を
前
に
控
え
な
が
ら
、
そ
の
心
は
別
の
何
物
か
を
追
求
め
て
ゐ
る
こ
と
が
先
づ
眼
に

つ
く
。
か
う
し
た
前
提
の
も
と
に
、
初
期
の
作
品
で
は
、
外
界
の
粛
す
ア
ン
ニ
ュ
イ
と
そ
れ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
人
間
の
鴨
ぎ
、
現
質
保
件
に
関
す
る
反
抗

や
反
動
が
心
理
的
な
角
度
か
ら
描
か
れ
て
ゐ
る
。
右
の
二
作
で
は
、
主
人
公
の
描
く
理
想
世
界
と
現
貨
世
界
が
、
心
理
を
超
え
、
明
確
で
素
朴
な
ア
シ
チ
テ

l

ズ
と
し
て
作
品
に
象
徴
さ
れ
て
ゐ
る
。
主
人
公
の
執
劫
な
現
宜
否
定
の
意
識
は
、
現
質
世
界
に
鈎
ナ
る
冷
静
な
判
断
を
失
っ
て
マ
ニ
ヤ
的
な
空
却
に
ま
で
品
揚

ず
る
。
或
は
他
愛
の
な
い
少
女
の
夢
想
或
は
異
常
な
サ
デ
ィ
ス
ム
に
よ
る
破
壊
的
行
局
等
を
渇
し
て
、
作
者
の
別
の
世
界
へ
の
志
向
が
逝
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
場

合
、
抑
医
す
る
者
と
支
配
さ
れ
る
犠
牲
者
と
の
封
立
が
一
見
異
っ
た
様
相
を
帯
ぴ
て
ゐ
る
が
、
グ
リ
ー
ン
の
作
品
で
は
、
よ
く
考
へ
る
と
両
者
が
結
局
同
じ
も

の
を
求
め
な
が
ら
反
封
の
方
向
を
と
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
解
る
。
一
方
は
現
・
質
的
所
有
欲
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
な
り
、
他
方
は
非
現
質
的
な
所
有
に
劃
す
る
渇
望
と

な
っ
て
、
そ
の
彼
岸
に
孤
濁
の
不
安
を
救
ふ
べ
き
安
定
し
た
擦
り
所
を
模
索
す
る
の
で
あ
る
。
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更
に
中
期
の
作
品
‘
殊
に
「
も
う
一
つ
の
眠
り
」A
F
辰
巳
5
ω
。
B
E
E
－
v
や
「
幻
に
生
き
る
人
」
A
H
o
J司
氏
。
ロ
ロ
包
括V
に
な
る
と
、
作
者
自
身
の
可
説

的
世
界
に
濁
す
る
無
関
心
や
不
信
が
最
も
明
瞭
に
穎
は
れ
て
来
る
。
前
者
に
於
て
は
、
紳
秘
主
義
的
な
超
越
感
が
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
湛
へ
、
後

者
で
は
審
美
的
な
意
匠
に
よ
っ
て
幻
議
が
ロ
マ
ネ
ス
ク
に
展
開
さ
れ
て
ゐ
る
。
作
者
は
日
記
で
再
三
記
し
て
ゐ
る
通
り
、
何
か
快
い
賦
況
に
接
し
た
り
、
自
分

の
限
想
に
と
ら
は
れ
た
り
す
る
と
‘
周
園
の
も
の
が
消
え
去
り
身
が
痔
れ
る
と
い
ふ
感
じ
に
襲
は
れ
忘
我
の
境
に
入
る
と
云
ふ
。
「
も
う
一
つ
の
眠
り
」
で
「
他

の
人
々
が
僅
か
に
精
神
で
想
像
す
る
こ
と
を
‘
肉
の
眼
で
翻
る
濁
特
な
力
」
ゆ
と
主
人
公
に
云
は
せ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
「
肉
の
限
」

A
－2
3
C
M

一
色o
z
n
F
巳
円
V

と
い
ふ
こ
と
は
、
作
者
自
身
に
備
は
っ
た
天
賦
の
神
秘
感
を
意
味
す
る
も
の
と
思
ふ
。

き
て
、
グ
リ
1

シ
の
多
く
の
作
品
に
於
て
、
前
半
は
ナ
べ
て
人
間
の
現
質
保
件
か
ら
の
脱
出
或
は
超
越
の
意
欲
と
行
動
を
去
は
し
て
ゐ
る
が
、
結
末
は
悉
く

主
人
公
の
死
も
し
く
は
精
神
分
裂
に
よ
る
失
脚
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
事
は
明
か
に
こ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
の
ベ
シ
ミ
ス
ム
を
表
は
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
作
中

、
、

人
物
は
現
賓
の
轍
に
陥
り
な
が
ら
も
‘
何
か
出
口
を
求
め
て
一
暗
中
摸
索
す
る
が
、
地
上
の
線
園

A
含
ω

耳
宮
認
可
品
。
ヨ
ロg
v

に
通
じ
る
道
は
関
さ
れ
て
ゐ
る
。

例
へ
ば
、
ア
ド
リ
エ
シ
ヌ
は
、
退
屈
な
父
と
、
病
気
で
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
姉
と
の
三
人
暮
し
で
、
そ
の
飴
り
に
も
単
調
で
習
慣
的
な
生
活
に
烈
し
い
嫌
悪
と
倦

怠
を
脇
島
え
、
あ
る
日
戸
外
で
、
近
所
に
住
む
モ
オ
ル
グ

1

ル
と
い
ふ
鰐
者
と
出
遭
っ
て
か
ら
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
の
男
の
こ
と
ば
か
り
想
ひ
績
け
る
や
う
に
な

る
。
た
っ
た
一
度
見
か
け
た
男
の
悌
が
、
彼
女
の
心
に
焼
き
つ
い
て
離
れ
ず
、
「
あ
か
し
で
娃
」
と
い
お
か
わ
が
家
の
窓
か
ら
、
間
者
の
般
住
居
で
あ
る
「
白
い
離

れ
家
」
を
忍
び
見
る
や
う
に
な
る
。
「
た
し
か
に
、
あ
か
し
で
蛙
か
ら
白
塗
の
離
れ
家
ま
で
は
、
ほ
ん
の
二
三
歩
と
い
ふ
所
だ
っ
た
、
そ
れ
な
の
に
こ
の
僅
か
な

跡
り
が
二
つ
の
世
界
を
引
離
し
て
ゐ
る
の
だ
っ
たo
h
こ
の
様
に
主
人
公
が
窓
の
外
に
求
め
る
世
界
と
窓
の
こ
ち
ら
側
は
、
「
忌
ほ
し
い
定
め
」

A
ロ
5

ロ
R
2
・

包
芯
『
巳
5
5
0
v

に
よ
っ
て
遮
ら
れ
て
居
る
。
こ
の
隔
り
を
埋
め
よ
う
と
し
て
‘
グ
リ
l

シ
の
作
中
人
物
は
・
次
第
に
浅
理
的
な
行
矯
に
馳
り
も
外
界
と
の
調
和

を
失
っ
て
行
く
。
カ
フ
カ
は
未
完
の
小
説
「
ア
メ
リ
カ
」
で
主
人
公
の
行
矯
を
「
空
間
の
浪
費
」
と
稽
し
て
ゐ
る
が
、
人
間
行
局
の
不
保
理
性
を
意
味
す
る
こ

の
優
れ
た
表
現
は
又
、
グ
リ
ー
ン
の
場
合
に
も
嘗
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
彼
は
、
人
聞
が
自
ら
の
力
で
自
分
を
克
服
し
‘
合
理
的
な
救
ひ
を
見
出
す
こ
と
は
不

可
能
だ
と
考
へ
る
。
例
へ
ば
、
「
レ
グ
ィ
ア
タ
ン
」
A
Z
i
巳
冨
ロ
V

の
ア
シ
ジ
ェ
l

ル
に
し
て
も
、
「
あ
れ
ほ
ど
物
欲
し
が
っ
た
こ
の
世
で
、
彼
女
は
何
物
に
も

執
着
し
て
ゐ
な
か
っ
た
の
だ
o
h
と
い
ふ
様
に
完
全
に
不
安
な
朕
態
に
踊
っ
て
自
己
存
在
に
も
欄
心
を
失
ひ
、
一
種
の
痴
呆
扶
態
に
な
っ
て
し
ま
ふ
。
「
藻
屑
」
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A
何
回
出
〈
g
v

に
於
け
る
ア
シ
リ
エ
ッ
ト
の
心
も
「
呆
な
き
暗
い
洞
」A仏
凶B
B
8
8
ω

可
。
g

ロ
a
g
v

と
化
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
地
上

生
活
に
於
て
、
内
的
秩
序
が
崩
壊
し
、
外
界
と
自
己
の
闘
係
が
破
綻
し
た
所
に
、
作
者
は
信
仰
へ
の
契
機
を
見
出
す
の
だ
と
思
ふ
。
グ
リ

l

シ
に
と
っ
て
紳
な

き
地
上
生
活
は
た
ど
偶
然
に
支
配
さ
れ
る
不
明
と
苦
悩
の
瞬
間
的
な
春
在
、
い
ほ
ど
「
難
破
船
」
の
如
き
も
の
に
過
ぎ
な
い
え
そ
れ
は
作
品
の
中
で
老
衰
に
到

す
る
恐
れ
、
死
候
を
見
た
時
の
戦
傑
な
どL
い
ふ
形
で
具
髄
的
に
一
抗
さ
れ
て
ゐ
るo
v何
れ
に
せ
よ
、
こ
の
作
家
に
は
、
人
間
生
活
の
大
部
分
が
失
脚
だ
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
グ
リ
I

シ
は
信
仰
に
道
を
求
め
る
誇
だ
が
、
彼
の
直
面
す
る
問
題
は
自
己
矛
盾
印
ち
永
遠
へ
の
渇
望
と
人
間
の
限
定
性
と
の
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
事

が
作
品
の
根
抵
や
日
記
の
主
要
な
懸
案
を
な
し
て
ゐ
る
。
ヤ
ス
パl
ス
は
、
「
哲
朗
一
序
説
」
で
か
う
書
い
て
ゐ
る

O

勺
子
供
が
、
自
分
は
他
の
人
だ
と
思
っ
て
み

て
も
‘
や
っ
ぱ
り
い
つ
も
自
分
な
の
だ
、
と
い
ふ
様
な
疑
問
を
抱
く
場
合
、
そ
こ
に
は
既
に
哲
型
的
田
引
策
の
源
泉
が
認
め
ら
れ
る
。
」
（
仰
謬
）
「
放
な
り
せ
ば
」

A
岳
町
常
包
ω
g
g

：
・
v

に
提
起
さ
れ
た
テ
l

マ
も
そ
れ
で
あ
る
。
人
聞
が
何
故
自
分
は
自
分
で
あ
っ
て
他
人
で
は
な
い
の
か
、
と
思
っ
て
み
た
り
、
何
か
に

な
り
た
い
等
と
空
想
す
る
時1
肢
に
自
我
の
現
定
性
と
超
越
意
欲
と
の
矛
盾
を
感
じ
て
ゐ
る
謬
な
の
だ
ロ
こ
の
作
品
の
表
現
様
式
は
前
作
の
「
グ
ァ
ル
ウ
ナ
」

A
〈
何
百
。
己g
v

と
共
に
、
全
然
架
空
の
物
語
で
、
ご
く
簡
単
に
要
旨
を
述
べ
る
と
、

l
l

フ
ァ
ピ
ア
ン
と
い
ふ
主
人
公
が
悪
魔
の
誘
ひ
に
臨
じ
て
次
々
と
他
人

に
な
り
襲
っ
て
行
く
が
、
各
人
み
な
完
全
に
自
分
を
忘
れ
他
人
に
な
り
切
る
こ
と
が
出
来
ず
、
初
め
の
フ
ァ
ピ
ア
シ
の
名
残
が
漠
然
と
最
後
迄
消
え
ず
に
残
っ

て
ゐ
る
l
l

と
云
っ
た
様
に
象
徴
風
に
書
か
れ
て
ゐ
る
。
主
題
を
除
り
抽
象
化
し
な
い
様
な
配
慮
が
挽
は
れ
‘
寓
質
的
な
手
法
が
充
分
加
味
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
、

そ
れ
が
却
っ
て
こ
の
作
品
を
ち
「
は
「
な
も
の
に
し
た
嫌
ひ
は
あ
る
。
所
で
上
記
の
問
題
に
つ
い
て
こ
の
作
品
か
ら
例
を
引
く
と
、
例
へ
ば
、
悪
魔
か
ら
欝
化

の
カ
を
興
っ
た
フ
ァ
ピ
ア
シ
は
先
づ
勤
先
の
祉
長
プ
ジ
ャ
l

ル
の
魂
と
入
れ
縫
り
、
そ
の
肉
睦
は
抜
殻
と
な
っ
て
傍
に
績
は
る
。
所
が
新
た
な
プ
ジ
ャ

l

ル
H

フ
ァ
ピ
ア
シ
は
自
分
の
内
心
に
漠
然
と
ど
こ
か
自
分
と
蓮
ふ
も
の
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
の
を
感
じ
る
。
自
分
の
〈
目
。
ご
と
い
ふ
も
の
が
解
ら
な
く
な
っ
て
、
「
私

の
自
分
は
色
々
建
っ
た
性
質
と
全
然
別
の
陸
を
持
ち
な
が
ら
、
始
終
同
じ
だ
。
第
一
自
分
と
は
ど
う
い
ふ
も
の
で
何
庭
に
あ
る
の
だ
ら
う

J
U
と
自
問
す
る
。

こ
の
言
葉
は
意
識
か
ら
決
し
て
離
れ
る
こ
と
の
な
い
自
意
識
と
、
は
っ
き
り
と
は
綱
め
な
い
自
我
の
按
心
を
表
は
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
更
に
一
五
ヘ
ぼ
、
そ
れ
は

常
に
鐙
る
こ
と
な
き
入
閣
の
限
定
さ
れ
た
朕
態
で
あ
り
、
人
間
の
完
全
な
自
由
或
は
完
成
化
に
鞠
す
る
否
定
を
示
し
て
ゐ
る
。
グ
リ

l

シ
の
か
う
し
た
考
へ
方
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の
底
に
は
、
人
聞
の
認
や
倦
怠
に
封
ず
る
無
力
感
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
と
も
云
へ
ょ
う
。
一
方
、
フ
ァ
ピ
ア
シ
を
初
め
各
人
物
に
自
己
分
裂
を
来
し
矛
盾
感
を
輿

へ
る
も
の
と
し
て
謡
魔
の
存
在
が
主
要
脱
さ
れ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
内
部
に
あ
っ
て
自
己
か
ら
脱
出
さ
せ
よ
う
と
し
、
字
国
自
分
の
裡
に
引
戻
し
て
束
縛
す
る

と
い
ふ
様
な
相
反
す
る
こ
つ
の
力
を
持
っ
て
居
り
、
人
間
白
煙
の
係
件
に
於
け
る
求
心
的
で
遠
心
的
な
動
因
で
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。
蓋
し
現
代
文

皐
に
於
け
る
神
と
悪
魔
の
問
題
は
決
し
て
決
諭
を
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
す
l

マ
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
阜
の
悲
劇
的
な
面
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
あ

ら
ゆ
る
方
向
に
護
展
深
化
さ
せ
た
要
因
で
あ
ら
う
。
「
悪
の
誘
惑
や
悪
に
陥
っ
た
悔
恨
の
情
は
、
殆
ど
常
拝
善
の
渇
望
よ
り
も
更
に
根
強
い
丈
島
一
白
霊
感
の
源

泉
で
あ
っ
た
o
h
と
い
ふ
カ
シ
テ
ル
の
－
評
言
は
、
そ
の
鮪
西
欧
文
阜
の
停
統
的
本
質
を
衝
い
て
ゐ
る
。
勿
論
グ
リ
ー
ン
の
場
合
も
、
そ
の
作
中
人
物
に
は
一
様

に
人
間
的
宿
命
と
し
て
悪
魔
の
重
墜
が
の
し
かL
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
文
、
エ
ミ
i

ル
・
シ
モ
シ
は
「
悲
槍
な
形
而
上
皐
」A
C
S

富
。
E

ち
宮
町
内
官
。
丹
5
・

忠
告
。
V
（
の
巳
民
自
ω
a
・
5

臼
）
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
於
け
る
デ
ィ
レ
ン
マ
は
、
自
意
識
に
閉
ぢ
込
め
ら
れ
る
こ
と
を
担
否
し
な
が
ら
一
方
で
そ
れ
を
救
は
う

と
す
る
所
か
ら
起
る
、
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
書
い
て
ゐ
る
が
、
之
も
「
放
な
り
せ
ば
」
の
場
合
に
よ
く
嘗
て
は
ま
る
と
思
は
れ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ

る
グ
リ
I

シ
が
、
如
何
に
自
己
の
印
物
的
な
要
素
を
排L．
総
て
の
執
着
を
紹
た
う
と
念
じ
て
も
、
そ
れ
は
や
は
り
白
己
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
ふ
意
味
で
、

別
の
自
己
完
成
を
目
指
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
鮪
無
限
定
と
は
云
へ
、
設
個
性
的
な
仰
教
的
思
惟
の
極
致
は
、
恐
ら
く
グ
リ

i

シ
の
如
き
西
欧
作
家
に
と

っ
て
完
全
な
自
己
喪
失
た
る
虚
無
と
息
は
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
青
年
時
代
彼
は
教
曾
を
遠
ざ
か
っ
て
消
極
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
ヘ
沈
潜
し
、
一
九
三
四
年

か
ら
五
年
間
は
仰
教
思
想
や
イ
シ
ド
的
思
惟
に
惹
か
れ
た
。
三

0
年
代
の
作
品
主
碍
屑
」
「
幻
に
生
き
る
人
」
「
グ
ァ
ル
ウ
ナ
」
等
に
は
多
少
と
も
そ
の
傾
向
が

見
ら
れ
、
死
に
恐
怖
の
徴
を
認
め
ず
、
そ
れ
を
絶
鞠
的
無
化
の
裏
返
し
と
し
て
新
た
な
生
の
展
開
色
考
ヘ
ょ
う
と
し
た
。
然

L

、
そ
れ
は
結
局
死
の
魅
惑
と
無

化
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
I

に
止
ま
り
、
究
極
に
於
て
は
そ
の
思
想
ヘ
っ
き
進
め
な
い
作
者
の
跨
踏
を
示
し
て
ゐ
る
。
彼
が
自
己
を
落
大
に
蹟
張
し
自
意
識
過
剰
と

自
己
分
裂
に
悩
む
ヨl
ロ
ヅ
パ
人
の
一
人
と
し
て
、
イ
ン
ド
の
無
感
動
な
超
越
感
や
自
己
不
在
の
中
性
的
境
地
に
興
味
を
覚
え
た
事
は
尤
も
だ
と
思
ふ
。
然
し

な
が
ら
魂
の
質
在
と
力
を
信
じ
キ
リ
ス
ト
教
的
霊
魂
翻
を
抱
く
グ
り

l

シ
が
、
魂
を
肉
陸
と
同
様
そ
れ
自
身
の
質
膿
も
存
在
理
由
も
持
た
ぬ
と
す
る
一
般
的
な

イ
シ
ド
思
想
と
完
全
に
共
鳴
す
る
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
グ
リ
l

シ
は
飽
く
ま
で
人
聞
を
個
的
に
考
て
そ
れ
を
精
神
と
肉
僅
の
二
元
睦
と
し
て
考
へ
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
だ
っ
た
の
だ
。
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グ
リ
I

シ
に
と
っ
て
の
大
き
な
デ
ィ
レ
シ
マ
は
、
自
己
と
外
界
の
問
題
を
も
含
ん
だ
霊
魂
と
肉
睦
と
い
ふ
宗
教
的
デ
ィ
レ
ン
マ
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
前
記
の

「
設
な
り
せ
ば
」
の
一
部
と
、
特
に
最
近
作
「
モ
イ
ラ
」A冨
己
B
V

で
は
、
人
聞
が
霊
肉
の
分
裂
、
相
魁
と
い
ふ
面
か
ら
宗
教
的
に
追
求
さ
れ
て
来
る
。
こ
れ

を
裏
付
け
る
や
う
に
、
最
近
の
日
記
で
あ
る
第
四
及
び
第
五
巻
で
は
、
そ
れ
以
前
の
日
記
よ
り
も
遥
か
に
多
く
こ
の
問
題
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
之
は
、
四
十
年

代
か
ら
グ
リ
l

シ
が
再
ぴ
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
ヘ
復
蹄
し
た
と
い
ふ
信
仰
上
の
鑓
化
に
よ
る
も
の
と
考
へ
る
。
彼
が
人
間
世
界
を
超
越
し
、
魂
を
絹
針
化
し
よ
う
と

熱
望
す
る
な
ら
ば
、
之
に
反
す
る
人
間
と
し
て
の
自
然
保
件
は
、
一
切
自
己
を
限
定
す
る
も
の
と
考
へ
る
の
は
営
然
で
あ
る
。
従
っ
て
グ
リ

l

シ
は
肉
酷
に
興

し
よ
う
と
す
る
精
神
の
働
き
を
悪
と
し
、
之
を
惜
感
ず
る
。
「
私
は
肉
慾
な
ど
な
け
れ
ば
い

L

と
思
ふ
。
」
叫
「
私
は
性
的
本
能
を
憎
む
。
出
と
い
ふ
彼
の
宗
教
的

感
覚
は
、
生
涯
を
通
じ
て
持
ち
績
け
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
「
モ
イ
ラ
」
の
主
人
公
ジ
ョ
セ
フ
に
は
、
か
う
い
ふ
作
者
の
キ
リ
ス
ト
教
的
本
能
が
蹟
大
さ
れ
て
ゐ

る
。
荒
筋
を
一
五
ふ
と
｜
｜
ア
メ
リ
カ
南
部
の
大
事
で
‘
ジ
ョ
セ
フ
・
デ
イ
と
い
ふ
フ
ァ
ナ
チ
ッ
ク
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
の
皐
生
が
、
同
級
の
卑
俗
な
皐
友
達
と
反
目

し
な
が
あ
、
ス
ト
イ
ッ
ク
な
信
仰
生
活
を
過
す
中
に
、
一
度
ぴ
下
宿
の
道
柴
娘
モ
イ
ラ
の
存
在
を
知
る
と
、
そ
れ
ま
で
ひ
そ
ん
で
ゐ
た
情
慾
を
意
識
し
て
苦
し

み
始
め
る
。
モ
イ
ラ
の
妄
想
に
悩
ま
さ
れ
て
そ
れ
を
絶
ち
難
く
、
二
度
目
に
曾
っ
た
時
、
内
心
・
の
誘
惑
に
負
汁
て
女
と
一
夜
を
明
し
た
後
、
主
人
会
は
之
を
殺

し
て
し
ま
ふ
｜
｜
主
人
公
に
鈎
す
る
プ
レ
ロ
オ
と
い
ふ
墜
生
は
、
倣
慢
と
本
能
の
権
化
で
あ
り
、
か
う
い
ふ
タ
イ
プ
の
人
物
は
グ
リ

l

シ
の
作
品
に
よ
く
現

は
れ
、
性
的
本
能
を
具
現
し
て
ゐ
る
。
ジ
ョ
セ
フ
は
プ
レ
ロ
オ
の
存
在
を
無
頑
し
得
ず
、
「
そ
の
倣
慢
な
顔
を
い
き
な
り
叩
き
つ
け
た
い
。
」
叫
と
い
ふ
衝
動
に
か

ハ

h
F

ら
れ
‘
或
日
二
人
は
激
し
い
格
闘
を
す
る
。
叉
、
ジ
ョ
セ
フ
ば
他
人
を
踊
る
厳
し
い
肢
を
自
分
に
向
け
る
時
、
鏡
に
映
る
己
の
顔
に
も
望
ま
し
か
ら
ぬ
肉
感
的

な
所
を
見
出
ナ
の
で
あ
る
。
か
や
う
に
前
半
に
於
て
、
表
面
的
に
は
主
人
公
の
外
界
及
ぴ
肉
控
に
濁
す
る
嫌

A

患
と
反
抗
の
念
が
渡
っ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の

裏
に
は
、
ジ
ョ
セ
フ
の
肉
感
が
潜
在
し
て
ゐ
る
こ
と
も
暗
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
一
方
、
モ
イ
ラ
は
現z質
的
な
人
物
と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
作
者
一
流
の
グ
ィ
ジ
ョ
ン

に
彩
ら
れ
、
多
分
に
象
徴
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
人
物
は
後
半
に
な
っ
て
一
寸
現
れ
る
だ
け
で
、
ジ
ョ
セ
フ
は
そ
の
前
に
彼
女
の
存
在
を
人
か
ら
聞
い
て
、

未
知
の
女
に
サ
ン
シ
ェ
エ
ル
な
イ
マl
ジ
ェ
を
描
く
：
：
：
と
い
ふ
風ι描
か
れ
て
ゐ
る
。
彼
が
自
分
の
裡
に
ひ
そ
む
肉
感
を
自
覚
し
始
め
る
の
と
相
侠
っ
て
、

女
の
グ
ィ
ジ
ヨ
シ
が
纏
綿
と
し
て
か
ら
ん
で
来
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
イ
ラ
は
「
俄
り
難
い
官
能
の
メ
カ
ニ
ス
ム
出
に
よ
っ
て
、
脳
裏
に
自
づ
と
浮
ぷ
イ
マ

ー
ジ
ェ
な
の
で
あ
る
。
男
は
女
を
知
る
前
か
ら
自
分
の
描
く
幻
影
に
反
抗
す
る
諜
で
、
ジ
ョ
セ
フ
に
と
っ
て
モ
イ
ラ
は
や
は
り
紳
と
人
間
の
間
に
立
ち
塞
が
る
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宿
命
の
一
面
を
示
す
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
「
あ
い
つ
は
神
と
僕
の
聞
に
ゐ
る
の
だ
。
」
ぽ

従
っ
て
、
こ
の
主
人
公
の
殺
人
行
篤
は
、
ア
ド
リ
エ
シ
ヌ
が
父
親
を
殺
し
た
り
、
「
レ
グ
ィ
ア
タ
ン
」
の
ポ

l

ル
が
犯
す
様
な
全
く
狂
的
な
性
質
の
も
の
と
は

趣
を
異
に
し
、
作
者
の
倫
理
観
が
頼
れ
て
ゐ
る
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
ι

然
し
更
に
綜
合
的
に
考
察
す
れ
ば
、
グ
リ
ー
ン
の
作
中
人
物
の
殺
人
行
震
に
は
‘
勿

論
計
童
的
な
も
の
は
一
つ
も
な
く
、
宿
命
に
流
さ
れ
た
末
、
一
瞬
錯
観
獄
態
で
「
押
へ
切
れ
ぬ
力
」

A
C
S

同0
2
0

－R
宮
山ω
a
z
o
vに
引
曳
ら
れ
て
犯
す
類
の

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
我
々
は
、
作
者
の
主
観
は
別
と
し
て
、
人
間
そ
の
も
の
に
於
け
る
絶
艶
的
自
己
統
一
へ
の
烈
し
い
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
見
出
す
の
だ
。
ミ

ル
ナ
ノ
ス
の
死
後
に
護
表
さ
れ
た
小
説
「
悪
夢
」
A
C
ロ

B
S
S

町
同
h
v
g
v（E
Oロ
H
g
H）
に
は
、
グ
リl
シ
の
作
品
と
共
通
し
た
傾
向
が
見
曲
さ
れ
る
。
女

主
人
公
の
シ
モ
ー
ヌ
・
ア
ル
フ
ィ
エ
リ
が
懸
人
の
矯
に
殺
人
を
犯
す
の
で
あ
る
が
、
作
者
は
そ
こ
に
如
何
な
る
鞠
他
的
な
合
理
的
な
動
機
を
も
認
め
よ
う
と
し

て
は
ゐ
な
い
o
p

－
－
：
・
そ
れ
は
す
べ
て
嘘
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
足
も
と
に
横
は
る
滑
稽
な
犠
牲
に
鞠
し
て
、
彼
女
は
如
何
な
る
憎
悪
も
賓
際
に
感
じ
は
し
な
か

っ
た
の
だ
。
彼
女
が
し
み
ん
＼
と
知
り
感
じ
燃
し
蓋
し
て
し
ま
っ
た
唯
一
つ
の
憎
悪
、
そ
れ
は
自
分
へ
の
憎
悪
だ
っ
た
の
で
あ
る

J
哨
か
く
の
如
く
‘
カ
ト
リ

、
制
プ
グ
作
家
に
あ
っ
て
は
、
究
極
に
於
て
問
題
が
自
己
に
還
っ
て
来
る
。
ペ
ル
ナ
ノ
ス
が
、
鞠
外
的
な
反
抗
や
シ
ミ
ス
ム
を
自
己
情
感
の
一
雛
形
と
見
倣
し
て
ゐ

る
や
う
に
‘
カ
ト
リ
？
グ
小
説
に
於
け
る
犯
罪
行
篤
は
‘
自
己
肯
定
自
己
解
脆
に
飛
躍
す
る
最
後
的
な
契
機
を
象
徴
し
て
ゐ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る

J

こ
の
様
な
作
品
を
書
か
ず
に
は
ゐ
ら
れ
ぬ
作
者
は
、
日
常
生
活
に
於
て
絶
え
ず
黒
い
天
使
と
聞
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
痛
感
し
て
ゐ
る
。
蓋

L

．
彼

自
身
の
内
的
苦
闘
を
蹴
破
っ
た
日
記
か
ら
、
地
上
の
愉
憶
に
封
ず
る
遁
憶
の
嘆
息
が
洩
れ
て
来
る
事
も
、
絶
無
と
は
云
へ
な
い
。
而
も
さ
う
い
ふ
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー

は
過
ぎ
去
っ
た
現
質
生
活
に
闘
す
る
も
の
か
ら
夢
幻
化
さ
れ
て
、
遠
く
グ
ァ
ロ
ア
王
朝
に
馳
せ
（
日
記
二
、
一
九
三
五
・
四
・
五
）
‘
更
に
は
自
然
に
全
く
包
擁
さ

れ
た
ア
ダ
ム
以
前
の
失
は
れ
た
築
関
時
代
へ
遡
る
性
質
の
も
の
で
あ
ら
う
。
（
リ
ト
ア
－
一
ヤ
人
の
フ
ラ
ン
ス
詩
人
ミ
ロ
ス
（
一
八
七
七

l

一
九
三
九
）
を
評
し
て
‘

ジ
ヤ
シ
・
ル
ウ
ス
ロ
が
ミ
ロ
ス
に
と
っ
て
は
母
闘
リ
ト
ア
ニ
ヤ
が
「
柴
園
そ
の
ま
ふ
の
象
徴
」
で
あ
る
と
一
式
ひ
、
そ
こ
で
は
「
人
聞
が
ア
ダ
ム
の
偽
り
を
費
え

る
前
ι

ゆ
か
し
さ
と
調
和
の
世
界
の
他
は
知
ら
な
か
っ
た
切
と
い
ふ
詩
人
の
言
葉
を
引
用
し
て
ゐ
る
。
今
、
グ
リ

l
シ
が
「
一
一
一
十
を
過
ぎ
て
も
筒
、
今
は
全

く
失
は
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
に
謬
も
な
い
哀
惜
の
念
を
抱
い
て
ゐ
る

o

」
側
と
歎
じ
て
ゐ
る
こ
と
を
考
へ
併
せ
る
時
、
世
代
も
ス
タ
イ
ル
も
異
る
こ
の
爾
者
に
．

た
W
A人
間
性
の
鰭
で
非
常
に
似
た
所
を
見
と
め
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い

J

- 81 ー



既
成
の
教
義
に
安
定L
、
人
間
の
良
相
に
官
目
で
あ
っ
た
り
故
意
に
眼
を
掩
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
グ
リ
ー
ン
の
望
む
所
で
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
小
心
翼

々
た
る
キ
リ
ス
ト
者
は
、
一
脚
を
害
ふ
ま
い
と
し
て
偉
大
な
小
説
は
書
け
な
い
、
却
て
危
険
を
国
す
こ
と
が
神
の
嘉
す
る
所
と
な
り
、
同
時
に
小
説
家
の
天
職
を

全
う
す
る
所
以
な
の
だ
。
そ
れ
故
「
モ
イ
ラ
」
で
は
、
危
険
な
動
的
な
信
仰
に
つ
き
進
ん
で
行
く
主
人
公
と
、
宗
教
に
定
住
す
る
事
友
ダ
グ

4

ッ
ド
が
鞠
鵬
的

に
二
つ
の
態
度
を
示
し
て
ゐ
る
。
前
者
は
、
純
粋
な
心
の
持
主
が
存
在
す
る
こ
と
を
疑
ひ
、
後
者
の
潔
白
な
一
一
日
動
を
訪
る
。
彼
に
は
人
間
の
翫
輿
傍
件
に
於
け

る
良
質
を
看
逃
す
こ
と
が
出
来
ず
、
人
間
の
裡
に
二
つ
の
世
界
（
神
の
闘
と
地
上
の
閥
）
を
意
識
す
る
。
そ
し
て
‘
こ
の
二
つ
が
人
間
の
心
で
お
互
に
斥
け
合
ふ

こ
と
に
堪
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
記
に
「
肉
盤
的
な
人
聞
が
精
神
的
な
人
間
と
共
に
生
き
る
。
」
叫
と
書
い
て
ゐ
る
様
に
、
グ
リ
ー
ン
に
と
っ
て
入
閣
の
傑

件
は
霊
肉
の
共
存
と
い
ふ
賭
に
還
元
さ
れ
る
と
思
ふ
。
然
し
な
が
ら
、
彼
は
勿
論
固
定
し
た
尺
度
で
霊
肉
の
限
界
を
園
式
的
に
区
分
し
は
し
な
い
。
日
記
の
第

五
巻
で
は
「
爾
者
の
聞
に
は
如
何
な
る
境
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
何
れ
に
せ
よ
、
ま
る
で
そ
ん
な
も
の
は
な
い
か
の
や
う
に
、
絶
え
ず
そ
の
境
は
侵
さ
れ
て
ゐ
る

切
だ
。
ゐ
と
断
一
一
目
し
て
居
る
。
従
っ
て
、
精
紳
を
紳
聖
踊
し
、
肉
躍
を
一
方
的
に
不
浄
な
も
の
と
す
る
考
へ
方
な
ど
は
、
愚
劣
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
き
う
い
ふ

単
純
な
肉
膿
嫌
悪
の
観
念
は
マ
ニ
シ
ェ
イ
ス
ム
（
マ
ネ
ス
教
）
の
名
残
だ
と
グ
リ
ー
ン
は
考
へ
て
ゐ
る
。
ジ
ョ
セ
フ
は
そ
の
貼
、
作
者
と
棋
を
別
ち
、
肉
躍
を
嫌

悪
し
恐
怖
す
る
陰
り
、
精
紳
性
に
劃
す
る
ド
グ
マ
に
陥
る
。
か
う
L

た
主
人
公
の
官
鞘
に
劃
し
て
、
キ
リ
グ
ル
ウ
と
い
ふ
冷
例
な
人
物
が
、
ジ
ョ
セ
フ
は
肉
髄

を
嫌
悪
L

そ
の
中
に
敵
だ
け
し
か
見
ょ
う
と
し
な
い
：
：
：
青
年
が
肉
盟
的
態
愛
の
こ
と
を
考
へ
る
の
は
営
然
の
こ
と
だ
、
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
を
主
張
す
る
。

こ
れ
は
、
作
者
の
パ
ウ
ロ
的
な
肉
腫
観
に
裏
付
け
ら
れ
て
居
り
、
デ
モ
シ
は
精
神
に
ひ
そ
む
と
い
ふ
考
へ
を
示
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
。
彼
に
一
五
は
せ
れ
ば
、
霊
魂

と
肉
臨
の
鰯
れ
合
ふ
所
に
人
間
保
件
の
ド
ラ
マ
が
起
り
、
そ
れ
が
人
聞
を
紳
秘
極
ま
り
な
き
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。
グ
リ
ー
ン
は
過
去
に
於
て
、
精
神
分
析

翠
に
も
大
い
に
興
味
を
抱
き
‘
フ
ロ
イ
ド
や
ス
テ
ッ
ケ
ル
を
味
讃
し
ユ
シ
グ
の
講
演
を
傾
聴
し
た
り
し
た
の
で
‘
特
に
中
期
以
前
の
作
品
に
は
そ
の
影
響
が
は
っ

き
り
認
め
ら
れ
る
《
恐
怖
の
心
理
分
析
、
無
意
識
に
ひ
そ
む
心
理
的
遺
産
等
三
け
れ
ど
も
、
如
何
に
之
等
の
科
事
者
達
が
説
明
し
て
も
‘
人
聞
の
神
秘
は
解
け

ず
、
そ
の
春
在
の
根
源
は
不
可
解
で
あ
る
。
而
し
て
、
小
説
家
は
さ
う
し
た
人
聞
の
最
も
暗
い
深
み
に
宿
っ
て
、
魂
の
内
奥
に
生
滅
す
る
も
の
を
観
る
こ
と
を

使
命
と
す
る
、
こ
の
様
に
彼
は
信
じ
て
ゐ
る
。
而
も
結
局
さ
う
い
ふ
人
間
存
在
を
探
求
す
る
人
間
自
身
の
眼
に
は
限
り
が
あ
り
、
究
極
に
於
て
は
そ
れ
を
「
神

の
働
き
か
け
る
秘
密
の
場b
と
見
倣
す
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
グ
リ
l

シ
が
人
聞
を
神
に
全
く
委
ね
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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厳
令
〈

(1) 
<

 tout 
ce qu

’elle aavait 
d
e
 !'invisible, 

de la 
religion

,>
(Journal

V
 [1946. 

12. 
27], 

p. 
80) 

(2) 
<

 Je 
m
e
 faisais 

l'e妊
et

d
’u

n
 h

o
m
m
e
 qui, 

revant qu
’il est 

parti, 
s’eveille tout a

 co
u
p
 et 

se 
voit 

chez lui 
:
 va-t-il 

s’em
er; 

veiller 
d
e
 retrouver sa 

c
h
a
m
b
r
e
 ?>

(Journal
V
 [1945: 9. 

29], 
p. 

230) 

(3) 
<

 L'
h
o
m
m
e
 m
o
d
e
r
n
e
 n
e
 peut plus 

o
u
 n
e
 veut plus 

interpreter 
l'univers 

e
n
 
le 

faisant 
entrer 

dans 
lesαdres d

’un 
~
 

systeme philosophique o
u
 religieux. 

11 
voudrait 

n
e
 plus sもcarter

de son experience interieure 
et 

directe.>
(R

.
Kanters :

 
I

 

L
a
 litterature 

c
o
n
旬
m
p
o
r
a
i
n
e
et 

le 
pouvoir des clefs, 

p. 
29. 

L
a
 Table Ronde, aout-septembre 

1950) 

(4) 
<

 ... '
 j’ai toujours vecu d

a
n
s
 le 

sentiment d
’u

n
 v
a
g
u
e
 danger, ... 

>
 (Journal 

[1951. 
4. 

14], 
Figaro Litteraire) 

(5) 
<

 Em
i
l
y
 s
e
旬

isait.》
（
M
o
n
t

・Cinere,
p. 

9) 

(6) 
<Elle avait 

le 
dos 

t
o
u
r
民

a
sa 

m
e
r
e
 et 

regardait par la 
fenetr・e.》

（
Id.,

p. 
10) 

(7) 
<

 Debout, les 
m
a
i
n
s
 derriere 

le 
dos, 

A
d
r
i
e
n
n
e
 regardait 

le 
cim

etiere.>
(A

drienne
Mesurat, 

p. 
3) 

(8) 
<

 cette 
faculte partieuliere 

d
e
 voir 

par les 
y
e
u
x
 d
e
 la 

chair 
ce 

q
u
e
 d ’autres se 

repr白
entent

faiblement par l'esprit.> 

(N. R. F. 
juin 

1930, 
p. 

822) 

(9) 
<

 Certes, 
il 

n’y avait 
q
u
e
 quelques pas de la 

villa 
des C

h
a
r
m
e
s
 a
u
 pavillon blanc, 

mais ces pas separa1ent des mondes.> 



(Adrienne Mesurat, p. 
96) 

(10) 
<

 Da
n
s
 le 

cours 
d
e
ぼ

tte
vie 

o
也

elle
avait 

d
白

ire
tan t

 de
 choses, 

elle 
n
e
 s・etait

attachee a
 rien.>

(11) 
<
M
o
n
 m
o
i
 est 

toujours 
le 

m
@
m
e
,
 avec des attributs 

di旺
erents

et 
u
n
 corps 

tout 
autre. 

D
’abord qu’est-ce q

u
e
 le 

m
o
i
 

et 
o
也

reside-t-il
》
（
Si

jモ
tais

vous ... ,
 p. 
73) 

(12) 
<

 Le
s
 seductions d

u
 mal, o

u
 le 

r
e
m
o
r
d
s
 d

’y avoir cede, ont presque toujours ete 
des sources 

d'inspiration 
litteraire 

plus 
vivac白

q
u
e
les 

aspirations 
vers le 

bien.>
(L

a
litt，

釘ature
contemporaine et 

le 
pouvoir des 

clefs, 
p. 

66) 

(13) 
<

 Je 
voudrais qu'il 

n'y eiit 
pas d

e
 desirs charnels.>

(Journal
V
 [1949. 

1. 
16], 

p. 
233) 

(14) 
<

 ... je 
hais 

!'instinct 
sexuel.> (Id., 

[1949. 
2. 

26], 
p. 

241) 

(15) 
<

 un
e
 envie soudaine d

e
 trapper 

cet缶
詰

te
orgueilleuse >

 (Moira, 
p. 

28) 

(16) 
<

 Un
 m
e
c
a
n
i
s
m
e
 q
u
e
 rien 

n
e
 pouvait fausser

>
(Id.,

p. 
151) 

(17) 
<Elle est 

entre Dieu et 
moi, ...>

(Id.,
192) 

(18) 
<

 ... ,
 tout 

cela n
も
tait

q
u
e
 m
e
n
s
o
n
g
e
.
 Contre la 

ridicule 
victime etendue a

 ses 
pieds, 

elle 
n

’avait jamais reellemetlt 

senti 
a
u
c
u
n
e
 haine. L

a
 seule 

haine qu ’elle eut vraiment connue, eprouvee, 
c
o
n
s
o
m
m
e
e
 

jusqu’a la 
lie, 

c’etait la 
haine 

d
e
 soi.>

(G
eorges

B
e
r
n
a
n
o
s
:
 U

n
 m
a
u
v
a
i
s
 R@ve, p. 

243) (Pion 
1951) 

(19) 
<

 ... 0
也

l’h
o
m
m
e
,

avant le 
m
e
n
s
o
n
g
e
 d’A

dam
, 
<
 ne
 connaissait 

point 
d’au

tre 
regne 

q
u
e
 
celui 

de 
la 

g
r
a
伺

et
d
e
 

l’harm
onie.>

(Jean
Rousselot: 0. V. 

d
e
 L. 

Milosz, 
p. 

24) (Ed. Seghers, 
1949) 

(20) 
<

 ... moi, j’ai encore, a
 trente 

ans 
passお

，
le

r
e
g閃

t
absurde d

e
 ce 

qui 
n
e
 
sera 

ja,mais 
plus, .

 ,
 ,
 

>
 (Journal 

I
 [1932, 

9. 
11], 

p. 
101) 

(21) 
<

 L’h
o
m
m
~
 charnel vjt 

av~c l'}iomm~ 
spiri加

~I.》
(Journal

V
 [1947, 

l. 
9], 

p. 
85) 

ja
i

- 



(22) 
<
 Entre les 

deux, nulle frontiere sensible, 
nulle 

frontiere 
e
n
 
tout 

cas 
qui 

n
e
 
soit 

violee a
 cha
q
u
e
 minute, 

co
凶
凶
G

si 
elle 

n
’etait pas.>

(Id.,
p. 

186 [1948. 
7. 

22]) 

(23) 
<
 la 
region secrete 

O
U
 D
i
e
u
 travaille >

 (Id., 
p. 

126 [1947. 
11. 

3]) 

幹押
是と

時
！侭

0
1
9
2
4
年

T
h
e
o
d
o
r
e

D
e
l
a
p
o
r
t
e
と

L
、
ふ
名
で
＜

P
a
m
p
h
l
e
t
 contre les 

catholiques d
e
 F
r
a
n
c
e
 >

(E
d.

d
e
 le 

R
e
v
u
e
 Pamphletaires) 

D
a
v
i
d
 Irland

な
る
匿
名
で
＜
L
a
m
b
》
論
を
護
表
（
雑
誌

Vita)

0
1
9
2
5
年
＜

L
a

vie 
d
e
 S
a
m
u
e
l
 J
o
h
n
s
o
n
>
 <Charlotte 

B
r
o
n
t
e
 et 

ses 
s包

urs
》
（
R
e
v
u
e

h
e
b
d
o
m
a
d
a
i
r
e
)
 

0
1
9
2
6
年
＜

W
.
 B
l
a
k
e
 h
論
（
R
e
v
u
e

E
u
r
o
p
e
e
n
n
e
)
 

<
 M

ont-C
inere

>
(P

ion)

0
1
9
2
7
年
＜

A
d
r
i
e
n
n
e
 M

esurat
>

(P
ion)

(Prix B
o
o
k
m
a
n
 1928) 

<
 Le
 v
o
y
a
g
e
u
r
 sur la 

t
e
π
e
》
（
G
a
l
l
i
m
a
r
d
)

（
皐
生
時
代
，
大
串
雑
誌
に
載
せ
た
“

T
h
e

Apprentice. Psychiatrist ”
を
作
文
で
書
き
改
め
た
も
の
）

<Suite 
anglaise

》
（
L
白

C
a
h
i
e
r
s
d
e
 Paris) 

0
1
9
2
8
年
＜

Clefs d
e
 la 

M
o
r
t
 >

 (Pleiade) (Ed. 
d
白

Cahiers
Ii 
bres) 

<Christine> (1926
年
作
）
（
短
篇
）
及
ぴ
＜

Leviattran
》
（
短
篇
）

(Ed. 
des Cahiers libres) 

<
U
n
 puritain, h

o
m
m
e
 d
e
 lettres: 

Nathaniel H
a
w
t
h
o
r
n
e
>
 (Ed. 

des Cahiers libres) 

0
1
9
2
9
年
＜

Leviathan
>

(P
ion)

（
長
篇
）

(Prix 
H
a
r
p
e
r
 1929) 

0
1
9
3
1
年
＜

L'Autre 
S
o
m
m
e
i
l
伊
（
Callimard)

埠



0
1
9
3
2
年
＜

E
p
a
v
e
り
（

Pion)

0
1
9
3
4
年
＜

L
e
 V

isionnaire
>

(P
lon)

<
 Le
s
 pays lointains >

 （未
完
）

0
1
9
3
6
年
＜

M
i
n
u
i
t
》
（
Pion)

<
 Malfaiteur >

 （未
設
表
）

0
1
9
お
年

Journal
I

 (1928~
1934) (Pion) 

0
1
9
3
9
年
＜

J
o
u
r
n
a
l

II
>

(1935~
1939)

(Plon) 

0
1
9
4
0
年
＜

V
a
r
o
u
n
a
伊
（
Plon)

0
1
9
4
2
年
＜

M
e
m
o
r
i
e
s
of 

h
a
p
p
y
 d
a
y
s
~
 (Harper) (Prix 

Harper) 

01943
年
＜

Basic verities >
(P

antheon
b~ks) (Pe田

町
の
抜
牽
を
姉

Ann
と
共
謀
し
た
も
の
）

0
1
9
4
6
年
＜

Journal III
>

(194
().~42)

(Pion) 

0
1
9
4
7
年
＜

Si
j’etais vous ...>

(P
ion)

0
1
9
4
9
年
＜

Journal I
V
 >

 (
 

1943~
1945) (Pion) 

<
T
h
e
 m
y
s
t
e
r
y
 of 

the 
charity 

of 
J
o
a
n
 of 

A
r
c
 >

 (Pantheon) (
P
e
g
n
y
:
 L

e
 mystere deｷ la 

charite 
d
e
 J. 

d
’A
r
c
の
諜
）

0
1
9
5
0
年
＜

M
o
i
r
a
》
（
Plon)

0
1
9
5
1
年
＜

Journal
V
》
（
1946-匂

1950)

。
他
に
，
そ
の
後
の
日
記
が
，

Figaro
litteraire

紙
，
及
び

R
e
v
u
e

d
e
 Paris

に
掲
載
さ
れ
た
。
又
，

1947
年
春
，

Robert
Bresson

の
依
頼
で
，

聖
イ
グ
ナ
チ
ウ
ス
の
シ
ナ
リ
オ
君
子
書
い
た
が
，
映
聾
化
（
イ
タ
リ
ー
）
に
つ
い
て
は
不
明
。
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