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アンドレ・シェニエの詩学について（永田）

の
詩
篇
に
拠
る
で
あ
ろ
う
。

か
れ
の
死
後
、
遺
さ
れ
た
諸
種
の
未
定
稿
の
中
に
、

わ
れ
わ
れ
は
シ
ェ
ニ
エ
の
詩
学
、

ア
ン
ド
レ
・
シ
ェ

ア
ン
ド
レ
・
シ
ェ
ニ
エ
に
は
、

い
わ
ゆ
る
『
詩
学
』

l
'
A
r
t
p
。et
i
q
u
e
o
u
 l
a
 P
o
e
t
i
q
念
と
銘
打
た
れ
た
作
品
は
な
い
。

し
制
作
態
度
を
知
る
た
め
の
、
か
な
り
確
か
な
手
が
か
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
文
学
の
完
成
と
退
廃
に
つ
い
て
」
そ
の
他
若
干
の
書
簡
詩
な
ど
で
あ
る
が
、
中
で
も
三
九
二
行
か
ら
な
る
「
創
作
」
の
一
篇
は
、
諸
家

ェ
の
詩
学
に
つ
い
て

け
れ
ど
も

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
か
れ
の
文
学
理
論
な
い

ヽ

ノ

、

ノ

2

3

 

と
い
う
の
は
詩
篇
「
創
作
」
「
文
学
界
」
、
試
論

も
認
め
る
よ
う
に
、
も
っ
と
も

II

詩
学
II

の
名
に
値
す
る
も
の
で
、
か
の
有
名
な
詩
旬
ー
ー
シ
ェ
ニ
エ
の
詩
学
の
集
約
的
表
現
と
み
な
さ

れ
る
ー
1
1
1

新
し
い
思
想
で
古
い
詩
文
を
作
ろ
う
I
Iと
い
う
一
旬
も
ま
た
こ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
—
ー
わ
れ
わ
れ
の
考
察
も
ま
ず
こ

⑭
 
A
n
d
r
e
 ,
 
M
a
r
i
e
 
C
h
e
n
i
e
r
 |
_
―
七
六
二
年
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
。
フ
ル
（
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
）
に
生
る
。
父
は
フ
ラ
ン
ス
人
、
母
は
ギ
リ
シ

ア
的
教
養
の
深
い
ラ
テ
ン
系
。
一
七
九
四
年
恐
怖
政
治
の
末
期
に
処
刑
さ
る
。
一
八
一
九
年
『
全
集
』
が
公
刊
さ
れ
、
ロ
マ
ン
派
の
先
駆
と
し

て
祭
り
あ
げ
ら
れ
た
。

②

p
兌
m
e
d
e
 !'Invention. 

①

R
e唸`
blique 
d
e
s
 L
e
t
h、es.
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け
れ
ど
も
II

創
作
す
る
こ
と
は
唐
突
に
真
実
、
良
識
、

生
命
は
約
束
さ
れ
て
い
る
II

か
ら
だ
。

た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
「
新
し
い
円
柱
」
を
建
て
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
模
倣
の
奴
は
生
れ
て
、

II

創
作
者
に
の
み

詩
篇
「
創
作
」
に
お
い
て
、

そ
れ
以
前
の
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、

5) 4) 

＊
 

さ
ら
に
そ
の
強
烈
な
個
性
か
ら
し
て
、

E
s
s
a
i
 s
u
r
 la 
perfection et 
la 
d
答
a
d
e
n
c
e
d
e
s
 Lettres. 

ふ
＾

S
u
r
 d
e
s
 p
e
n
s
e
r
s
 n
o
u
v
e
a
u
x
 faisons 
d
e
s
 v
e
r
s
 antiques. "
 

フ
ラ
ン
ス
文
学
史
に
お
い
て
、
詩
学
、
詩
法
と
い
え
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
の
文
学
伝
統
と
切
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
到
底
で

＊
 

き
な
い
。
ボ
ワ
ロ
ー
の
『
詩
学
』
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
詩
学
』
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
後
の
も
の
も
詩
学
に
類
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
の
古
典
的
原
理
と
の
関
連
に

お
い
て
発
想
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
点
、

ギ
リ
シ
ア
人
I
I
d
e
m
u
2
r
e
c

と
し
て
、

シ
ェ
ニ
エ
の
場
合
も
ま
た
例
外
で
は
な
い
が
、

ま
た
フ
ラ
ン
ス
十
八
世
紀
の
子
と
し
て
、

方
法
を
考
案
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

*
 
Boileaz 

`̀ L'
A
r
t
 p
o
色
q
u
e
(
1
6
7
4
)

シ
ェ
ニ
エ
は
ま
ず

I
m
i
t
a
t
i
o
n
(
模
倣
）

「
芸
術
の
殿
堂
の
最
初
の
円
柱
を
建
て
た
」
か
ら
で
、

か
れ
に
あ
っ
て
は
特
に
自
称

II

半

と
対
比
し
て

I
n
v
e
n
t
i
o
n
(
創
意
工
夫
）

す
る
。
ー
|
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
「
聖
な
る
月
桂
樹
」
が
永
遠
に
色
褪
せ
な
い
の
は
、
詩
人
の
「
創
作
の
足
が
道
を
拓
き
」
そ
の
手
が

こ
の
先
例
は
重
大
な
教
訓
を
与
え
て
い
る
。
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
忠
実
に
な
る

消
え
る
」
が
、

一
種
独
特
の

の
必
要
性
を
強
調

理
性
を
傷
つ
け
る
こ
と
で
は
な
い
。
11

魚
類
を
空
中
に
飛
ば
せ
た
り
、
禿
脳
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アンドレ・シェニエの詩学について（永田）

ン
ヽ

の
翼
で
海
水
を
切
り
ひ
ら
か
せ
た
り
す
る
よ
う
な
、

バ
カ
げ
た
錯
乱
は

の
精
神
が
混
屯
の
中
に
和
合
と
光
明
を
生
じ
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
芸
術
に
お
い
て
、
創
作
者
と
は
’
す
べ
て
の
人
が
自
分

と
同
様
に
感
じ
た
こ
と
を
描
く
人
II

で
あ
る
。
十
七
世
紀
の
人
々
も
ソ
フ
ォ
ク
レ
ス
や
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
「
創
作
す
る
弟
子
」
と
し

も
っ
と
も
高
貴
な
勝
利
を
え
る
た
め
に
は
、

「
す
ば
ら
し
い
足
跡
」
の
印
さ
れ
た
道
に
、
あ
え
て
「
新
し
い
足
跡
」
を
印
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
あ
、
「
小
心
な
帆
」
に
身
を
固
め
、
こ
れ
ら
巨
匠
の
名
の
み
を
「
北
極
星
」
と
し
て
、

は
な
い
。
敢
然
と
遠
洋
を
航
行
し
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
古
代
の
風
俗
習
慣
、
学
問
は
古
代
作
家
の
詩
文
の
中
に
生
き
て
い
る
。
か
れ

ら
の
世
紀
は
か
れ
ら
の
高
貴
な
書
巻
の
中
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
だ
が

II

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
風
俗
、
学
問
、
習
慣
、

た
11

の
だ
。
何
を
苦
し
ん
で
わ
れ
わ
れ
は
近
く
を
見
ず
に
、

人
の
考
え
で
書
き
、
お
の
が
眼
の
見
も
し
な
か
っ
た
光
景
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。

ホ
メ
ロ
ス
の
中
に
は
、
生
れ
た
ば
か
り
の
英
雄
的
ギ
リ
シ
ア
の
完
全
な
姿
が
あ
ざ
や
か
に
生
き
て
い
る
。
デ
モ
ク
リ
ト
ス
、
プ
ラ
ト

エ
ピ
ク
ロ
ス
、

ー
ト
ン
、

ケ
プ
ラ
ー
、

ガ
リ
レ
イ
が
、

が
わ
れ
わ
れ
の
船
舶
の
帆
を
導
く
。

よ
り
深
い
学
識
と
力
強
い
努
力
に
よ
っ
て
、

ュ

た
だ
こ
れ
に
沿
う
て
進
む
ば
か
り
が
能
で

II

熱
病
の
発
作
で
あ
っ
て
、

い
た
ず
ら
に
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
や
ホ
メ
ロ
ス
の
後
塵
を
拝
す
る
こ
と
な
く
、
か
れ
ら
の

は
る
か
遠
く
を
見
な
が
ら
過
去
に
生
き
て
、

て
、
ア
テ
ネ
の
演
劇
を
フ
ラ
ン
ス
の
舞
台
の
上
に
甦
ら
せ
た
の
だ
っ
た
。

一
切
が
変
っ

み
ず
か
ら
考
え
も
せ
ず
、
他

タ
ー
レ
ス
は
、
未
開
拓
の
自
然
の
神
秘
を
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
指
し
示
し
た
。
そ
し
て
今
や
ト
リ
チ
ェ
リ
、

今
や
磁
石
の
み

「
す
べ
て
の
新
し
い
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
」
に
宝
庫

の
扉
を
開
い
た
の
だ
。
学
問
の
領
域
が
拡
が
れ
ば
、
詩
文
の
道
も
ま
た
大
き
く
な
る
の
は
必
然
だ
。

ビ
ュ
フ
ォ
ン
（
自
然
学
者
）
の
眼
は
大
地
の
胸
を
開
い
て
、
数
々
の
驚
異
を
あ
ば
き
、
大
洋
を
赦
う
暗
雲
を
は
ら
っ
た
。
バ
イ
イ
（
天

文
学
者
）
の
筆
は
天
界
の
変
化
を
予
示
し
、
決
定
し
、
も
ろ
も
ろ
の
彗
星
は
カ
ッ
シ
ニ
（
天
文
学
者
）
の
法
則
に
従
い
、

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
や
聖
な
る
盲
人
ホ
メ
ロ
ス
が

II

今
日
再
び
生
れ
て
き
た
な
ら
ば
、

か
れ
ら
の
巧

み
な
手
が
こ
う
し
た
豊
か
な
富
を
捉
え
る
こ
と
を
怠
る
II

で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
ら
の
崇
高
な
作
品
は
、
多
彩
な
富
で
燦
然
と
輝
く
で
あ

天
オ
の
発
動
で
は
な
い
。
11

明
晰
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行
、
要
す
る
に
II

広
大
な
真
理
、

さ
て
、
魂
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
思
想
は
翼
を
も
つ
。
さ
あ
、
飛
び
立
と
う
。
か
れ
ら
の
も
と
へ
行
っ
て
、
手
本
を
見
つ
け
よ

う
。
か
れ
ら
の
時
代
へ
旅
を
し
よ
う
。
そ
こ
で
は
各
々
の
人
が
自
由
率
直
で
、
あ
え
て
一
個
の
人
間
で
あ
り
、
堂
々
と
思
考
し
て
い
る

の
だ
。
そ
し
て
、

C
h
a
n
g
e
o
n
s
 e
n
 n
o
t
r
e
 m
i
e
l
 l
e
u
r
s
 
p
l
u
s
 
a
n
t
i
q
u
e
s
 fleurs, 

P
o
u
r
 p
e
i
n
d
r
e
 n
o
t
r
e
 i
d
e
e
 e
m
p
r
u
n
t
o
n
s
 l
e
u
r
s
 
c
o
u
l
e
u
r
s
;
 

A
l
l
u
m
o
n
s
 n
o
s
 f
l
a
m
b
e
a
u
x
 a
 le
u
r
s
 
f
e
u
x
 p
o
e
t
i
q
u
e
s
;
 

S
ミ

r
d
e
s
 P
e
n
s
e
r
s
 n
o
u
v
1送
U
X
j
・
d芯｝〇
n
s
d
e
s
 v
eゞ
s
a
n
t
i
q
u
e
s
.
 

古
代
の
神
話
伝
説
、
あ
の
「
く
だ
ら
ぬ
作
り
話
」
の
み
が
、
ミ
ュ
ー
ズ
に
ふ
さ
わ
し
く
て
、
わ
れ
わ
れ
の
「
学
問
的
労
作
や
学
究
的
測

定
」
は
、

け
て
、

ろ
う
。

〔
大
意
ー
か
れ
ら
の
古
い
花
々
を
わ
れ
ら
の
密
に
変
え
よ
う
。
わ
れ
ら
の
思
想
を
描
く
た
め
に
か
れ
ら
の
色
彩
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

借
り
よ
う
。
か
れ
ら
の
詩
の
焔
で
わ
れ
ら
の
松
明
に
火
を
点
じ
よ
う
。
新
し
い
思
想
で
古
い
詩
文
を
作
ろ
う
。
〕

た
だ
厳
し
く
て
見
る
も
お
ぞ
ま
し
く
、

か
れ
ら
の
幻
想
ほ
ど
に
壮
麗
で
は
な
い
と
い
う
の
か
。

の
こ
と
を
い
う
。
だ
が
自
然
が
不
朽
の
作
の
源
泉
、

モ
デ
ル
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
宇
宙
全
体
、
こ
の
永
遠
の
秩
序
、

自
然
そ
の
も
の
I
I
(
L
W

宙
苗
吾
e
g
g
r
芝
9
l
d
n
d
t
u
r
e
e
l
l
eー
蓉
娑
慈
）
は
、

そ
の
機
構
を
見
事
に
整
え
た
体
系
よ
り
も
、
雄
大
で
は
な
い
と
い
う
の
か
。
古
代
の
も
ろ
も
ろ
の
真
理
は
、

け
ら
れ
、
む
ず
か
し
い
言
語
の
中
に
隠
さ
れ
て
、
民
衆
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
お
お
、
ミ
ュ
ー
ズ
よ
、

を
刺
戟
す
る
材
料
で
は
な
い
か
。
近
代
の
「
厳
し
い
詩
」
は
、
す
ば
ら
し
い
通
詞
と
し
て
、

旧
慣
墨
守
の
教
説
は
日
々
こ

こ
の
多
様
な
運

あ
の
古
代
人
が
自
然
と
名
づ

は
る
か
遠
く
に
退

こ
の
こ
と
も
ま
た
わ
れ
わ
れ

こ
れ
ら
の
真
理
を
引
出
す
栄
誉
を
担
う
で

（文234)948 



アンドレ・シェニエの詩学について（永田）

フ
ォ
ン
、

あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
新
し
い
美
と
新
し
い
事
物
」
が
、
拍
手
喝
采
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

れ
て
し
ま
っ
た
」

森
、
バ
ル
チ
ッ
ク
の
荒
海
へ
と
、
も
っ
と
も
僻
遠
の
地
帯
に
ま
で
無
限
の
宝
を
求
め
て
行
く
で
あ
ろ
う
。

若
き
詩
人
よ
、
精
進
せ
よ
、
敢
然
と
こ
の
赫
々
た
る
征
服
を
な
し
遂
げ
よ
。
も
は
や
理
屈
は
い
ら
ぬ
、
精
進
せ
よ
。
偉
大
な
実
例
が

証
人
な
の
だ
。
あ
の
高
名
な
巨
匠
達
の
詩
文
が
、
君
の
血
を
た
ぎ
ら
せ
、
君
の
髪
を
逆
立
た
せ
る
な
ら
ば
、
ま
た
日
々
か
れ
ら
の
魂
に

鼓
舞
さ
れ
て
、

あ
の
熱
狂
、

11

あ
の
創
造
の
要
求
、

る
な
ら
ば
、
精
進
せ
よ
。
あ
の
「
検
閲
者
共
」
に
、
連
中
の
知
り
た
が
ら
ぬ

あ
の
烙
I
I
(
C
e
besoin d
e
 e
rぎ

er,

ces tr g
 sports, 
cette 
f
l
a
目
慈
）
を
身
に
感
じ

「
こ
う
し
た
す
べ
て
の
新
し
い
宝
」

(
t
gs
 ces 
tresors 

願
わ
く
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
中
で
も
「
創
作
の
精
神
」
が
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
や
ホ
メ
ロ
ス
の
高
峰
に
達
す
る
よ
う
に
！

れ
ら
の
足
跡
を
追
わ
ず
に
、
か
れ
ら
の
先
例
に
倣
い
、
慎
重
に
か
れ
ら
か
ら
遠
ざ
か
り
な
が
ら
、

II
か
れ
ら
が
も
し
わ
れ
ら
の
間
に
生
き

(
C
e
 qu'e
葵
'
mさ
m
e
吝
J
e
r
a
i
e
n
t
s'ils 
vivaient p
ミ、
m
i
ミ

S
s) 

て
自
然
の
み
が
、

そ
の
莫
大
な
驚
異
に
よ
っ
て
、
創
作
者
の
神
話
、
神
々
と
な
り
、
自
然
の
法
則
が
そ
の
神
託
と
な
る
よ
う
に
！

す
る
に

11

神
々
の
言
葉
で
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
語
ら
せ
る
I
I
(
E
n
l
g
g点
g
e
d
e
s
 
D
苔`
X
f
0sse parle1、
N
e
w
t
o
n
)

こ
と
だ
。

け
れ
ど
も
「
フ
ラ
ン
ス
人
の
言
葉
」
は
、
高
邁
な
詩
文
学
に
適
さ
ぬ
と
い
わ
れ
る
。
果
し
て
わ
れ
わ
れ
の
言
語
は
、
永
久
に
平
身
低

頭
し
て
、
文
芸
不
振
の
責
を
負
わ
さ
る
べ
き
運
命
に
あ
る
の
か
。

欠
け
て
い
て
も
、

そ
れ
は
言
語
そ
の
も
の
の
罪
で
は
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
語
の
散
文
が
重
々
し
く
退
屈
で
、
韻
文
に
熱
気
や
諧
調
が

ル
・
ブ
ラ
ン
、
ラ
シ
ー
ヌ
、
デ
。
フ
レ
オ
ー
を
見
よ
。
ま
た
ル
ソ
ー
、
ビ
ュ

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
を
見
よ
。
言
語
は
か
れ
ら
に
信
従
し
て
、
壮
麗
多
彩
な
文
と
な
り
、
深
い
魂
の
機
微
を
も
さ
ぐ
る
で
は
な

い
か
。
言
葉
に
反
逆
さ
れ
、
手
に
負
え
ぬ
と
歎
く
の
は
凡
庸
な
作
家
の
す
る
こ
と
だ
。

配
す
る
人
II

(
C
e
l
u
i
 
qz 

｀g
u
n
0
r
a
i
dさ
m
o
蕊苺
esse,

e
n
f
l
a
m
m
e
,
 
d
o
m
i
n
e
)

は、

て
い
た
な
ら
ば
、

か
れ
ら
自
身
な
す
で
あ
ろ
う
こ
と
II

き
笞
器
苔
）
を
示
し
て
や
る
の
は
君
の
役
目
な
の
だ
。

と
い
う
歎
き
は
不
毛
か
つ
無
用
で
あ
る
。

近
代
の
詩
神
は
竪
琴
を
手
に
、

そ
れ
に
は
か

「
す
べ
て
が
言
わ
れ
、

花
の
冠
を
つ
け
て
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の

を
な
し
、

II
真
の
デ
モ
ン
が
迫
り
、
燃
え
あ
が
ら
せ
、
支

こ
う
し
た
苦
し
み
を
知
ら
ぬ
。
デ
モ
ン
に
鼓
吹
さ
れ
た
比 要

そ
し

考
え
ら

949 (文235)



十
八
世
紀
の
後
半
に
は
、

自
然
科
学
は
一
般
的
な
流
行
で
あ
り
、
こ
の
種
の
問
題
に
つ
い
て
は

ー
の
域
を
さ
し
て
出
で
る
も
の
で
は
な
い
。
創
意
工
夫
を
強
調
し
な
が
ら
、

つ
い
で

「
真
実
、
良
識
、
理
性
」

＊
 

て
の
卑
俗
な
精
神
に
、

喩
や
言
葉
が
、
作
家
の
脳
裡
を
か
け
廻
り
、
あ
た
か
も
生
動
す
る
全
宇
宙
の
ご
と
く
、
汲
み
つ
く
せ
ぬ
壮
大
な
泉
と
な
る
。
作
家
は
そ

セ
ー
ヌ
の
言
葉
は
、

ト
ス
カ
ナ
や
カ
ス
テ
ィ
リ
ア
の
言
葉
に
比
し
て
、

し
か
従
お
う
と
し
な
い
。
だ
が
そ
れ
は
禍
で
は
な
く
、
む
し
ろ
神
々
に
感
謝
す
べ
き
こ
と
だ
。
わ
れ
わ
れ
の
言
語
そ
の
も
の
が
、
す
べ

詩
文
学
の
聖
廟
を
閉
ざ
し
て
、

そ
し
て
そ
こ
へ
参
入
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、

II

す
べ
て
を
畏
れ
る
こ
と
を

知
り
、
か
つ
す
べ
て
を
試
み
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
I
I
(
I
t

f
a
u
t
 savoir tout 
e
r
邑
蕊
r
e
et 
savoir tout tenter)

と
教
え
て
い
る

の
だ
。
II

頂
上
ま
で
登
る
か
、

以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
シ
ェ
ニ
エ
の
詩
学
と
い
わ
れ
る
「
創
作
」
の
内
容
を
通
覧
し
た
が
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
趣
旨
そ
の
も
の
は
、
フ

ラ
ン
ス
流
の
詩
学
と
し
て
特
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
派
の
主
要
テ
ー
マ
「
古
代
模
倣
」
に
つ
い
て
の
論
も
、
ボ
ワ
ロ

ど
、
シ
ェ
ニ
エ
の
方
法
の
限
界
を
示
し
て
い
る
と
さ
え
い
え
る
。
ま
た
有
名
な
詩
旬
の
意
味
に
し
て
も
、

の
折
衷
論
と
も
受
け
と
ら
れ
、

そ
れ
と
も
泥
の
中
を
這
い
ず
り
廻
る
か
II

ー
ー
い
ず
れ
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ひ
い
て
は
シ
ェ
ニ
エ
自
身
の
政
治
的
立
場
を
も
想
到
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

一
見
、
新
思
想
と
古
代
尊
重
と

ク
ラ
シ
ッ
ク
派
に
親
し
い
「
自
然
と
真
実
」
の
概
念
に
つ
い
て
い
え
ば
、
シ
ェ
ニ
エ
は
確
か
に
そ
の
意
味
内
容
を
拡
大
し
て
い
る
。
ま

た
あ
の
か
ま
び
す
し
い
「
神
話
」

(
M
e
r
v
邑智`
X
）
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
大
い
に
自
由
な
解
釈
を
し
て
、
異
教
神
話
も
キ
リ
ス
ト
教
神
話

も
認
め
ず
、
近
代
科
学
の
業
績
を
も
っ
て
こ
れ
に
置
き
か
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
う
し
た
主
張
も
ま
た
、
シ
ェ
ニ
エ
の
時
代

と
し
て
は
別
に
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。

れ
を
拾
い
あ
つ
め
、
結
び
合
せ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

い
ま
だ
頑
固
な
多
く
の
障
害
物
に
身
を
固
め
、
巧
者
の
手
に

へ
の
背
反
を
戒
め
る
な

（文236)950 



アンドレ・シェニエの詩学について（永田）

ま
た
、
古
来
、

11

教
訓
詩
JI

あ
る
い
は

II

科
学
詩
JI

＊
 

調
し
て
、

B
u
f
f
 on
.
 
D
i
s
c
o
u
r
s
 s
u
r
 le 
style 
(
1
7
5
3
)
 

II

近
代
派
II

科
学
思
想
と
科
学
の
産
物
を
賞
揚
す
る
こ
と
に
努
め
て
き
た
が
、

発
見
の
斬
新
さ
は
、
不
滅
性
の
確
か

ま
た
デ
ュ
・
ボ
ス
に
つ
づ
い
て
デ
ィ
ド
ロ
も
マ
ル
モ
ン
テ
ル
も
ほ

と
ん
ど
同
様
の
意
見
を
も
っ
て
い
た
し
、
実
作
の
上
で
も
「
く
だ
ら
ぬ
作
り
話
」
の
神
話
詩
は
、
す
で
に
科
学
詩
に
敗
訴
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
自
国
語
の

II

擁
護
と
顕
揚
II

に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
十
六
世
紀
に
デ
ュ
・
ベ
レ
ー
が
公
然
と
表
明
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ー
_
要
す
る
に
、
そ
の
趣
旨
か
ら
い
え
ば
、
シ
ェ
ニ
エ
の
唱
え
る
「
創
作
的
模
倣
」

(
I
m
き
zt
苓
こ
．
n
g
e
n
m
.
c
e
)

ン
テ
ー
ヌ
に
お
け
る
「
独
創
的
模
倣
」

(Imitdtさ
n
originate) 

さ
ら
に
い
え
ば
、

シ
ェ
ニ
エ
は
特
に
フ
ラ
ン
ス
十
八
世
紀
の
子
と
し
て
、
科
学
文
明
の
進
歩
を
訳
歌
し
、

ラ
・
フ
ォ

そ
の
獲
得
物
の
作
品
化
を
強

こ
れ
を
詩
学
の
眼
目
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
別
な
観
点
か
ら
も
疑
惑
が

生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
（
人
智
の
進
歩
と
芸
術
の
進
歩
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
本
質
論
は
、
今
は
措
く
。
）

わ
れ
わ
れ
に
ま
ず
想
い
起
さ
れ
る
の
は
、

シ
ェ
ニ
エ
が
好
ん
で
援
用
す
る
ビ
ュ
フ
ォ
ン
の
所
説
で
あ
る
。
ビ
ュ
フ
ォ
ン
は
、
こ
れ
ま
た

有
名
な

II

文
は
人
な
り
11

の
語
を
含
む
ー
ー
そ
し
て
古
典
的
散
文
の
理
論
書
と
い
わ
れ
る
『
文
章
論
』
の
中
で
、
作
家
の
思
想
を
彫
り
刻

む
べ
き

s
t
y
l
e
,
s
t
i
l
u
s

の
原
義
を
強
調
し
て
述
べ
て
い
る
。

「
よ
く
書
か
れ
た
作
品
の
み
が
後
世
に
伝
わ
る
で
あ
ろ
う
。
知
識
の
量
、

も
の
で
あ
る
。
」 の

人
々
、

フ
ォ
ン
ト
ネ
ル
、

な
る
も
の
が
、

事
実
の
特
異
性
、

な
保
証
で
は
な
い
。
も
し
そ
れ
ら
を
含
む
作
品
が
、
卑
小
な
対
象
の
み
を
取
扱
う
な
ら
ば
、
ま
た
作
品
が
雅
致
も
な
く
、
高
貴
さ
も

な
く
、
天
稟
も
な
し
に
書
か
れ
た
な
ら
ば
、
作
品
は
滅
び
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
知
識
と
か
事
実
と
か
発
見
は
容
易
に
奪
い
取

ら
れ
、
運
び
去
ら
れ
、
さ
て
は
、
よ
り
巧
者
の
手
で
使
用
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
人
間
の
外
に
あ
る
。
文
は
人
間
そ
の

と
ほ
と
ん
ど
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ラ
モ
ッ
ト
・
ウ
ダ
ー
ル
、

ま、
.

ー

1

951 (文237)



そ
の
努
力
は
ほ
と
ん
ど
成
功
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
も
っ
と
も
著
名
な
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
農
事
詩
』
に
せ
よ
、

テ
ィ
ウ
ス
の
『
物
の
本
質
に
つ
い
て
』
に
せ
よ
、

う
。
か
れ
は
「
聖
な
る
盲
人
に
導
か
れ
、
…
…
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
矩
火
に
照
ら
さ
れ
、

H
eミ
誌
S

の
制
作
に
励
ん
だ
と
い
う
が
、

こ
の
詩
篇
が
た
と
え
完
成
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
果
し
て
フ
ァ
ゲ
の
い
う
よ
う
に
「
全
フ
ラ

＊
 

ン
ス
文
学
史
の
上
で
も
っ
と
も
美
し
い
哲
学
詩
」
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
残
さ
れ
た
そ
の
断
片
に
つ
い
て
見
る
限
り
、
生
彩
を
欠
い
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
新
世
界
の
発
見
を
主
題
と
し
た
長
詩
「
ア
メ
リ
カ
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

*
 
E
m
i
l
e
 F
a
g
u
e
t
,
 
A
n
d
r
e
 chenier, 
H
a
c
h
e
t
t
e
,
 
1
9
0
2
,
 

p. 1
3
6
.
 

現
今
、
科
学
文
明
の
進
歩
は
目
覚
ま
し
い
。
古
代
は
い
う
に
及
ば
ず
、

遂
げ
て
い
る
。
わ
け
て
も
巨
大
科
学
、
宇
宙
科
学
あ
る
い
は
生
命
科
学
の
領
野
で
は
、
驚
嘆
す
べ
き
多
く
の
成
果
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
う
し
た
科
学
文
明
の
呈
示
す
る
景
観
は
、
詩
人
の
想
像
力
を
剌
戟
し
、

も
、
所
詮
、
科
学
は
「
真
理
」
を
、
芸
術
は
「
美
」
を
追
求
す
る
と
い
う
根
本
原
理
に
よ
っ
て
、
復
讐
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、

事
的
要
素
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

＊
 

ー
ー
シ
ェ
ニ
エ
の
野
心
的
な
哲
学
詩
、

と
は
何
か
°
|
ー
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に

ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
と
と
も
に
」
長
詩
「
ヘ
ル
メ
ス
」

そ
の
文
学
的
価
値
は
そ
う
し
た
思
想
内
容
よ
り
も
、
む
し
ろ
絞
述
、
抒
情
あ
る
い
は
被

シ
ェ
ニ
エ
の
唱
え
る

II

創
作

II

、
あ
る
い
は
か
れ
の
詩
学
の

科
学
詩
へ
の
試
み
も
、

シ
ェ
ニ
エ
の
時
代
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
、
す
ば
ら
し
い
発
展
を

そ
の
魂
を
ゆ
さ
ぶ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど

II

独
創
性
II

は
、
試
論
「
文
学
の
完
成
と
退
廃
に
つ
い
て
」
の
方
が
、
よ
り
適
切
な
材
料
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
試

論
に
は
、
詩
篇
「
創
作
」
と
重
複
す
る
箇
所
が
多
々
見
ら
れ
る
け
れ
ど
、
も
と
も
と
「
ヘ
ル
メ
ス
」
の
序
詩
に
あ
て
ら
れ
た
「
創
作
」
に

こ
の
種
の
疑
惑
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ

ル
ク
レ

（文238)952 
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み
が
熱
狂
の
中
に
あ
っ
て
も
、

比
し
て
、
ず
っ
と
自
由
に
シ
ェ
ニ
エ
の
文
学
観
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

る
こ
と
で
あ
っ
た
。

「
自
然
そ
の
も
の
の
道
に
沿
う
て
、
自

コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
。
フ
ル
ー
|

I

I

ビ
ザ
ン
ス
の
中
心
II

に
II

美
し
い
ギ
リ
シ
ア
人
11

の
母
か
ら
生
れ
た
ア
ン
ド
レ
は
、
終
生

II

半
ギ
リ

シ
ア
人
II

と
し
て
の
固
定
観
念
に
憑
か
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
シ
ェ
ニ
エ
に
と
っ
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
は
精
神
の
祖
国
ー
ー
そ
れ
も
多
分

に
美
化
す
れ
、
理
想
化
さ
れ
た
観
念
の
共
和
国
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
へ
回
帰
す
る
こ
と
は
時
間
と
空
間
と
伝
統
を
超
え
て
、
直
接
的

に
「
生
れ
た
ば
か
り
の
ギ
リ
シ
ア
」
の
原
始
自
然
に
親
し
み
、
純
粋
な
泉
に
汲
み
、
同
時
に
ポ
リ
ス
的
雰
囲
気
と
市
民
精
神
に
浸
透
さ
れ

「
古
代
人
は
赤
裸
で
あ
っ
た
、
…
…
か
れ
ら
の
魂
は
赤
裸
で
あ
っ
た
」
と
シ
ェ
ニ
エ
は
い
う
。
l

古
代
の
人
間
は
、
自
然
か
ら
絶
対

に
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
無
数
の
恣
意
的
な
制
度
に
よ
っ
て
、
慣
ら
さ
れ
、
加
工
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ

れ
近
代
人
は
「
幼
時
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
精
神
を
む
つ
き
で
包
み
、
想
像
力
を
紐
で
つ
な
ぎ
止
め
、
…
…
わ
れ
わ
れ
の
魂
は
半
ズ
ボ
ン
の

中
に
閉
込
め
ら
れ
て
い
る
」
の
だ
。
美
し
い
空
の
下
、
生
の
自
然
に
か
こ
ま
れ
た
民
族
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
「
原
初
の
言
葉
」
は
、
何

と
す
ば
ら
し
い
こ
と
か
。
と
り
わ
け
ギ
リ
シ
ア
人
は
地
上
の
い
か
な
る
民
族
よ
り
も
文
学
芸
術
の
た
め
に
生
れ
た
も
の
で
、

こ
と
で
あ
る
。

か
れ
ら
の

つ
ね
に
「
自
然
と
真
実
」
に
従
う
こ
と
が
で
き
た
。
故
に
「
原
典
を
読
む
こ
と
は
純
粋
な
酒
を
飲
む
」

「
原
初
古
代
人
は
創
作
し
て
い
た
。
わ
が
偉
大
な
人
々
は
改
修
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
シ
ェ
ニ
エ
は
い
う
。
ー
—
前
者
は
赤

裸
の
自
然
を
模
写
し
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
が
、
後
者
は
苦
労
し
て
奇
妙
な
偽
り
の
衣
装
の
下
か
ら
自
然
を
掘
り
出
さ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
前
者
は
た
だ
建
立
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
が
、
後
者
は
破
壊
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
古
代
人
は

真
実
で
あ
る
た
め
に
は
、
各
自
が
考
え
、
感
じ
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
言
え
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
詩
人
的
想
像
力
で
自
己
の
天
オ
を
燃
や
し
、

古
代
の
芸
術
家
の
竪
を
導
い
た
の
は
、
形
式
的
な
約
束
事
や
盲
目
的
な
習
慣
や
流
派
の
仕
来
り
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
。
か
れ
ら
は

自
由
率
直
な
民
族
の
眼
と
体
験
に
よ
っ
て
、

953 (文239)



の
も
の
と
し
、
他
の
人
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
く
す
る
の
で
あ
る
。
」

す
な
わ
ち

そ
し
て
特
に
詩
人
哲
人
は
誇
り
高
き

II

民
の
牧

）
 

(
I
m
器
謎
ions
naives 

れ
え
な
い
の
だ
。

II

天
真
II

は
そ
の
人
が
自
己
の
す
べ
て
の
思
想
、
す
べ
て
の
表
現
に
押
す
刻
印
で
あ
っ
て
、

そ
の
作
品
を
か
れ

わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
深
い
生
々
し
い
感
動
を
喚
び
、

わ
れ
わ
れ

決
し
て
人
を
感
動
さ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

音
調
は
耳

然
の
指
ホ
す
る
完
全
な
美
に
ま
で
到
達
し
た
」
の
で
あ
っ
た
。
労
苦
に
疲
れ
、
悪
徳
に
ま
み
れ
た
近
代
の
人
々
と
異
な
り
、

直
接
的
に
こ
の
原
初
の
神
性
な
形
像
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
か
れ
ら
は

作
を
産
ん
だ
の
で
あ
る
。

「
自
然
と
真
実
」
に
つ
い
て
、

は
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
、

シ
ェ
ニ
エ
は
特
に
「
天
真
」

(
N旦
只
恙
t
0
e
i
e
)

を
賞
揚
す
る
゜
ー
「
真
実
か
ら
決
し
て
遠
ざ
か
ら
ぬ
」

で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
作
家
か
ら
秀
れ
た
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
が
、
深
く
考
え
な
い
人
々
は
、

ら
ぬ
事
を
い
う
際
の
「
無
邪
気
な
、

ほ
と
ん
ど
子
供
っ
ぽ
い
率
直
さ
」

そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
芸
術
に
お
け
る
各
様
式
の
極
致
」
な
の
だ
。

美
し
い
言
葉
の
選
択
、
快
調
な
構
文
が
で
き
て
も
、
「
天
真
」
で
な
け
れ
ば
、

呆
に
消
え
、
思
想
は
魂
に
達
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
天
真
」
の
み
が
、

の
眼
に
涙
を
あ
ふ
れ
さ
せ
、
わ
れ
わ
れ
の
胸
を
引
裂
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
た
だ
華
や
か
で
上
品
な
画
家
、
作
家
な
ら
ば
、
誰
に
で
も
模
倣
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、

II

天
真
II

で
あ
る
人
は
永
久
に
模
倣
さ

ホ
メ
ロ
ス
や
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
傑
作
は
、
ま
さ
に
「
天
真
素
朴
な
創
作
」

わ
れ
は
ビ
ュ
フ
ォ
ン
の
文
言
を
想
い
起
す
o
|
—
シ
ェ
ニ
エ
に
と
っ
て

I
I

ナ
イ
ヴ
テ
I
Iは
人
間
そ
の
も
の
で
あ
る
。
）

さ
ら
に
シ
ェ
ニ
エ
は
古
代
的
「
市
民
・
詩
人
」

(
P
o認
e
c
窓
y
e
n
)

と
し
て
、
文
学
者
の
社
会
的
使
命
を
強
調
す
る
。

シ
ア
、
ま
た
ロ
ー
マ
の
人
々
は
政
治
的
自
由
と
民
主
的
熱
誠
の
中
に
生
き
て
い
た
。

者
II

で
あ
っ
た
。
「
天
才
と
勇
気
の
果
実
」
で
あ
る
二
つ
の
も
の
が
、
真
の
栄
光
に
等
く
。

の
意
に
解
し
て
い
る
よ
う
だ
。

と
ん
で
も
な
い
話
だ
。
「
天
真

こ
の
「
天
真
」
を
た
だ
つ
ま

で
あ
っ
た
。
（
こ
こ
で
ま
た
わ
れ

|
ー
—
古
代
ギ
リ

「
国
事
を
支
え
る
偉
大
な
行
動

と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。

力
強
く
正
確
に
真
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、

す
な
わ
ち

「
天
真
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ

「
神
に
似
せ
て
人
間
を
作
り
」
、

か
く
も
移
し
い
傑

か
れ
ら
は

（文240)954 
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（
そ
し
て
歴
史
と
事
物
の
本
質
の
中
に
探
求
し
た
の
が
、

こ
の

く
バ
カ
げ
た
希
望
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
の
だ
。
」

と
国
事
を
照
ら
す
秀
れ
た
著
作
」
で
あ
る
。
よ
き
行
為
は
人
間
を
偉
大
に
し
、
良
書
は
そ
れ
自
身
よ
き
行
為
で
あ
り
、
賢
明
で
高
邁
な

作
家
は
、
し
ば
し
ば
道
徳
と
思
想
に
お
け
る
「
健
全
な
革
命
」
の
因
と
な
る
。

詩
人
が
生
々
と
し
た
描
写
に
よ
っ
て
、
哲
人
が
説
得
的
な
論
議
に
よ
っ
て
、
自
然
の
秘
密
と
人
間
の
権
利
と
徳
義
の
悦
び
を
知
ら
せ

る
時
、
「
文
学
は
市
民
的
で
あ
っ
た
。
」
文
学
は
も
っ
ぱ
ら
法
、
祖
国
、
平
等
、
賞
諧
す
べ
き
一
切
の
も
の
へ
の
愛
と
、
不
正
不
義
、
専

制
、
邪
悪
な
一
切
の
も
の
へ
の
嫌
忌
を
鼓
吹
し
て
い
た
。
そ
し
て
文
学
者
は
尊
重
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
民
衆
は
公
共
の
仕
事
に
励
む
人

々
を
、
才
能
に
よ
っ
て
同
市
民
か
ら
抜
き
ん
じ
て
、
遠
い
将
来
の
危
険
を
監
視
す
る
人
々
、
ま
た
自
己
の
研
鑽
と
経
験
を
公
共
の
福
祉

け
れ
ど
も
人
間
の
間
に
、
才
能
の
不
平
等
以
外
の
、
忌
わ
し
い
不
平
等
が
は
び
こ
り
、
専
制
政
治
が
確
立
さ
れ
る
と
、
作
家
は
危
険

に
お
び
え
、
報
酬
に
心
を
奪
わ
れ
て
、
不
正
な
権
力
に
自
己
の
精
神
と
筆
を
売
っ
た
。
そ
し
て
小
数
の
権
力
者
に
手
を
貸
し
て
、
民
衆

を
傷
つ
け
、
欺
き
、
競
っ
て
屈
従
の
範
を
示
し
た
時
、
「
聖
な
る
文
学
は
堕
落
し
、
人
類
は
裏
切
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
少
年
期
を
す
ぎ
た
頃
か
ら
周
囲
に
眼
を
開
い
た
」
シ
ェ
ニ
エ
自
身
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
ー
ー

「
文
学
が
か
く
も
平
伏
し
て
、
人
類
が
頭
を
あ
げ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
憤
慨
し
た
わ
た
し
は
、
し
ば
し
ば
激
越

な
青
春
の
悦
楽
と
迷
妄
に
身
を
ゆ
だ
ね
た
。
だ
が
、

て
、
わ
た
し
は
少
な
く
と
も
心
の
中
で
、
わ
た
し
の
韻
文
や
散
文
が
、
評
価
さ
れ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
か
な
る
卑
劣
さ

も
汚
さ
な
か
っ
た
少
数
の
作
品
の
中
に
列
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
感
じ
て
い
た
。
…
…
そ
う
し
て
貧
困
の
た
め
に
独
立
を
妨
げ
ら

れ
た
時
で
さ
え
、

つ
ね
に
詩
と
文
学
と
勉
学
へ
の
愛
に
支
配
さ
れ
、
…
…
友
人
達
に
支
え
ら
れ

つ
ね
に
こ
う
し
た
考
え
に
好
ん
で
耽
り
な
が
ら
…
…
立
派
な
規
律
の
復
活
す
る
の
を
見
た
い
と
い
う
、
お
そ
ら

古
代
的
市
民
・
詩
人
を
み
ず
か
ら
気
取
り
、

「
文
学
の
完
成
と
退
廃
の
原
因
と
結
果
」

で
あ
っ
た
。
）

シ
ェ
ニ
エ
は
独
立
不
腐
を
旨
と
し
た
。
自
由
を
代
価
に
富
を
求
め
ず
、
王
候
大
官
に
親

に
さ
さ
げ
、
祖
国
に
奉
仕
す
る
人
々
を
尊
敬
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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す
る
シ
ェ
ニ
エ
は
「
H
o
m
o
s
u
m
 (
わ
れ
は
人
間
な
り
）
こ
そ
、

シ
ェ

。
ハ
ス
カ
ル
の

し
ま
ず
、

い
か
な
る
徒
党
結
社
に
も
組
み
せ
ず
、
シ
ェ
ニ
エ
は
思
想
の
自
由
な
き
と
こ
ろ
に
は
生
き
ず
に
、
た
だ
「
理
性
を
案
内
者
と

し
、
正
義
を
師
と
仰
ぎ
、
法
を
保
護
者
と
す
る
」
決
意
を
固
め
て
、
可
能
な
か
ぎ
り
、
あ
り
の
ま
ま
の
真
理
を
求
め
、
こ
れ
を
堂
々
と

表
明
し
よ
う
と
誓
う
。

才
能
あ
る
人
々
も
宮
廷
に
膝
を
屈
し
、
顕
門
に
媚
び
る
な
ら
ば
、
詩
人
天
オ
の
名
に
値
し
な
い
の
だ
。
詩
壇
の
立
法
者
ボ
ワ
ロ
ー
は

作
家
達
に
「
ル
イ
十
四
世
に
似
せ
て
英
雄
を
作
る
こ
と
」
を
勧
告
し
た
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
「
恥
ず
べ
き
臆
病
さ
」
で
お
偉
方
の
寵
愛

を
求
め
、

そ
れ
を
子
供
の
よ
う
に
得
々
と
し
て
吹
聴
し
た
。
あ
わ
れ
な
「
つ
き
合
い
た
く
な
い
男
」
で
あ
る
。
ま
た
人
間
と
地
上
を
愛

『
。
ハ
ン
セ
』
で
さ
え
「
も
っ
と
も
傲
慢
な
調
子
で
、
も
っ
と
も
仮
借
な
き
詭
弁
を
支
え
る
の
に
用
い
ら
れ
た
雄
弁
」
に
す
ぎ
な
い
と
い

{
ノ以

上
、
「
文
学
の
完
成
と
退
廃
に
つ
い
て
」
の
論
稿
に
よ
っ
て
、

神
」
(
Cさ
窃
慈
）
を
見
て
き
た
が
、
さ
ら
に
古
代
的
意
味
に
お
け
る

I
I

天
才
~
g
e
n
i
e
の
喚
起
を
も
つ
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(Genie, 
genius
は
人
間
の
運
命
を
司
る
神
霊
の
意
で
、

D
e
m
o
n
,
d
a
i
m
o
n
と
同
義
で
あ
り
、
神
性
な
天
賦
の
オ
で
あ
る
。
）

詩
篇
「
創
作
」
の
中
で
、

ー
流
に
い
え
ば

II

火
の
魂
I

I

(

A

斎：

d
e
f
e
u
)

の
み
が
、

と
熱
狂
を
喚
び
起
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
、

あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
原
理
、
目
的
、

目
標
」

と
観
じ
て
、

シ
ェ
ニ
エ
の
愛
著
す
る
「
原
初
主
義
」

(
P
m謎
匂
窓
慈
）
と
「
市
民
精

シ
ェ
ニ
エ
は
作
家
を
鼓
舞
し
、
燃
え
あ
が
ら
せ
る
「
真
の
デ
モ
ン
」
の
働
き
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
。

冷
た
い
理
知
や
巧
み
な
技
術
で
は
何
も
の
も
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。

｝レ

ソ

こ
の
デ
モ
ン
の
化
身
と
な
り
、
崇
高
な
行
為
を
可
能
に
す
る
の
だ
が
、
シ
ェ
ニ
エ

も
ま
た
同
じ
語
を
用
い
て
文
学
制
作
に
つ
い
て
語
る
。
な
ぜ
な
ら

If

火
の
魂
II

の
み
が
感
受
性
と
想
像
力
を
燃
や
し
、
芸
術
創
造
の
霊
感

（文242)956 
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十
八
世
紀
も
半
ば
を
す
ぎ
る
と
、

伝
統
的
方
法
は
文
字
通

は
芸
術
の
恥
辱
で
あ
れ
と
叫
ぶ
。

凡
庸
卑
俗
な
作
家
は

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
逆
に
凡
庸
卑
俗
な
も
の
へ
の
痛
烈
な
断
罪
と
な

ま
た
「
雑
集
」

<
d
r
i
d

の
中
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
も
次
の
詩
句
が
あ
る
。

S
o
u
v
e
n
t
,
 
l
o
r
s
q
u
'
a
u
x
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
s
 m
o
n
 a
.
m
e
 
s
'
a
b
a
n
d
o
n
n
e
,
 

L
`
‘
h
a
r
m
o
n
i
e
u
x
 
d
e
m
o
n
 d
e
s
c
e
n
d
 et 
m
‘
e
n
v
i
r
o
n
n
e
,
 ...... 

〔
し
ば
し
ば
、
わ
た
し
の
魂
が
熱
狂
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
時
、
デ
モ
ン
が
降
り
て
き
て
、
（
黄
金
の
翼
で
）
わ
た
し
を
包
む
…
…
〕

L
'
a
r
t
 
d
e
s
 t
r
a
n
s
p
o
r
t
s
 
d
e
 l
'
a
m
e
 
est 
u
n
 f
a
i
b
l
e
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
;
 

L
'
a
r
t
 
n
e
 fait 
q
u
e
 d
e
s
 v
e
r
s
;
 
le 
c
r
e
u
r
 
s
e
u
l
 
est 
p
o
e
t
e
.
 

〔
芸
（
た
く
み
）
は
魂
の
熱
狂
の
微
力
な
通
詞
で
、
領
文
を
作
る
の
み
。
心
情
だ
け
が
詩
人
で
あ
る
。
〕

概
し
て
シ
ェ
ニ
エ
の
作
品
に
は
、
こ
う
し
た

11

霊
感
を
与
え
る
神
I

I

(

G

翌
ie
inspirt怨
思
）
と
か
、
詩
人
の

II

守
護
神
I

I

(

G

母
i
e
t謎
容
忌
e)

を
喚
起
し
た
り
、

天
才
人
を
讃
美
す
る
箇
所
が
多
く
見
ら
れ
る
。

る
°
|
—
詩
篇
「
文
学
界
」
の
草
稿
の
中
で
、
シ
ェ
ニ
エ
は
「
天
才
な
き
愚
者
」

た
だ
「
愚
か
な
保
護
者
」
の
腕
の
中
に
か
く
れ
家
を
求
め
、
同
じ
く
批
評
家
は
伝
統
と
規
則
を
ふ
り
か
ざ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
新
作
に
ケ
チ

を
つ
け
る
。
す
べ
て
芸
術
の
「
妬
み
深
い
秘
奥
」
に
入
れ
ぬ
連
中
な
の
で
あ
る
。

実
際
、

G
o
u
t
C

趣
味
、
鑑
識
眼
）
の
掟
が
天
オ
の
霊
感
を
完
全
に
封
殺
し
、

り
11

模
倣
の
模
倣
II

で
し
か
な
か
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
現
象
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
末
期
に
お
い
て
見
ら
れ
た
も
の
だ
。

一
工
は
、
あ
る
「
悲
歌
」

E
l姦
g
芯
の
断
片
で
歌
っ
て
い
る
。
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こ
か
ら
引
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

神
、
天
才
主
義
、
加
え
て
シ
ェ
ニ
エ
個
人
の
男
性
的
資
質
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
シ
ェ
ニ
エ
に
お
け
る
古
代
志
向
が
、
単
に
ボ

ワ
ロ
ー
流
の
古
代
崇
拝
や
、
ま
た
十
八
世
紀
流
の
非
フ
ラ
ン
ス
化
あ
る
い
は
非
キ
リ
ス
ト
教
化
で
は
な
く
、

古
代
、
人
間
は
赤
裸
で
、

そ
の
魂
は
天
真
素
朴
で
あ
っ
た
。
詩
人
は
デ
モ
ン
の
焔
に
燃
え
て
創
造
し
、
同
時
に
社
会
の
木
鐸
を
も
っ
て

み
ず
か
ら
任
じ
て
い
た
。
ー
ー
シ
ェ
ニ
エ
に
あ
っ
て
、

こ
う
し
た
古
代
へ
の
回
帰
は
、

の
自
然
復
帰
に
も
似
た
効
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
れ
が
繰
返
し
主
脹
す
る

II

創
作
II

心
的
な
探
求
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
古
代
模
倣
と

II

創
作
II

と
の
関
連
に
お
い
て
、

＊
 

つ
い
で
ロ
ー
マ
人
の
奴
隷
と
な
っ
た
ギ
リ
シ
ア
は
、
も
は
や
あ
の
男
性
的
な
創
造

の
精
神
を
産
ま
な
く
な
っ
た
。
考
証
博
学
が
天
才
に
と
っ
て
替
っ
た
。
…
…
ギ
リ
シ
ア
人
は
か
れ
ら
の
天
才
を
失
う
や
、
瑣
末
な
詭

シ
ェ
ニ
エ
は
古
代
的
天
オ
の
諸
権
利
を
要
求
し
た
。

精
神
の
喚
起
を
主
張
し
た
の
だ
。
そ
し
て
こ
う
し
た
ア
ン
ド
レ
の
す
べ
て
の
傾
向
資
質
は
、

憤
怒
と
な
っ
て
爆
発
す
る
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ば
ル
ソ
ー

市
民
梢

ニ
ー
チ
ェ
流
の
用
語
で
い
え
ば
、
ア
ボ
ロ
的
精
神
と
と
も
に
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的

弁
家
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
の
だ
。
」

（
「
文
学
の
完
成
と
退
廃
に
つ
い
て
」
）

「
諸
世
紀
の
後
に
、
…
…
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
の
、

一
七
八
九
年
の
革
命
の
中
で

11

男
性
的
な
II

シ
ェ
ニ
エ
が
強
調
し
た
と
思
わ
れ
る
主
要
点
ー
ー
原
初
主
義
、

一
種
独
特
の
個
性
的
な
、
野

同
時
代
の
誰
よ
り
も
直
裁
的
で
、

II

斬
新
II

の
意
味
も
ま
た
そ
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と
烈
し
い
気
負
い
を
覗
か
せ
て
い
る
。

な
ど
の
語
を
用
い
て
、
若
き
詩
人
の
奮
起
を
促
し
て
い
る
が
、
シ
ェ
ニ
エ
自
身
も

II

お
お
、
わ
れ
も
し
能
う
な
ら
ば
、

か
ら
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
詩
篇
に
附
せ
ら
れ
た
銘
旬
ご
＾
A
u
d
塁
d
u
m
est" 
(
大
胆
で
あ
る
べ
し
）
の
意
味
も
、
お
の
ず

原
始
自
然
の
讃
美
、
天
才
、
霊
感
、
心
情
の
復
権
、
ま
た
詩
人
の
社
会
的
使
命
ー
~
な
ど
は
、
果
し
て
、
あ
の
ポ
エ
ジ
ー
に
酔
い
、
芸

術
の
解
放
を
叫
ん
だ
ロ
マ
ン
派
の
合
言
葉
で
あ
っ
た
。
シ
ェ
ニ
ェ
と
ロ
マ
ン
派
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
種
々
意
見
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ

に
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
首
肯
さ
れ
る
。

さ
ら
に
シ
ェ
ニ
エ
の
男
性
的
な
性
格
と
青
年
の
客
気
を
想
う
な
ら
ば
、

①

L
d
j
e
苔
e
Tミ
renime.

2) 1) 

S
o
u
v
e
n
t
 
d
e
s
 v
i
e
u
x
 a
u
t
e
u
r
s
 
j
'
e
n
v
a
h
i
s
 
les 
r
i
c
h
e
s
s
e
s
.
 

P
l
u
s
 
s
o
u
v
e
n
t
 
l
e
u
r
s
 
ecrits, 
a
i
g
u
i
l
l
o
n
s
 g
e
n
e
r
e
u
x
,
 

M
'
e
m
b
r
a
s
e
n
t
 d
e
 l
e
u
r
・
t
1
a
m
m
e
 et 
je 
c
r
e
e
 
a
v
e
c
 e
u
x
;
 

〔
大
意
ー
ー
し
ば
し
ば
わ
た
し
は
古
い
作
家
の
富
を
侵
す
。
か
れ
ら
の
作
品
は
、
わ
た
し
を
刺
戟
し
、

、
、
、
、

そ
の
焔
で
わ
た
し
を
燃
え
立
た
せ
、
わ
た
し
は
か
れ
ら
と
と
も
に
創
造
す
る
。
〕

と
、
シ
ェ
ニ
エ
は
「
自
作
に
つ
い
て
の
書
簡
詩
]
の
中
で
、

C
r
e
e
r
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
こ
の
方
式
で

11

創
作
“
を

試
み
、
牧
歌
調
の
「
盲
人
」
や
「
タ
レ
ン
ト
の
乙
女
」
な
ど
、
幾
篇
か
の
成
功
し
た
作
品
を
残
し
て
い
る
。

E
 Pitre 
sur ses 
ouv1、ages.

L'Aveugle. 

詩
篇
「
創
作
」
の
中
で
、

か
れ
の
こ
う
し
た
行
き
方
が
文
学
改
革
へ
の
強
い
意
志
と
自
信

か
れ
は
繰
返
し

O
s
e
r
(
敢
行
す
る
）

T
r
a
v
a
i
l
l
e
r
 
(
勉
励
す
る
）

い
つ
の
日
か
！
II

959 (文245)



一
／
八
一
九
年
八
月
、

ア
ン
リ
・
ド
・
ラ
ツ
ー
シ
ュ
に
よ
っ
て
初
め
て
『
全
集
』
が
公
刊
さ
れ
る
と
、
若

い
文
学
世
代
の
間
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
は
「
革
命
の
斧
が
ま
だ
血
に
染
ま
っ
て
置
か
れ
て
い
る
」
こ
の
未

完
の
作
品
の
中
に
、
「
そ
れ
な
く
し
て
は
天
オ
の
な
い
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
天
才
そ
の
も
の
で
あ
る
深
い
感
受
性
の
印
」
を
見
た
。
ジ
ュ
ー
ル

・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
は
、
詩
人
の
霊
に
感
謝
を
捧
げ
「
わ
た
し
は
汝
の
焔
に
燃
え
、
汝
の
す
べ
て
の
詩
文
の
中
に
わ
た
し
の
魂
を
見
る
」
と

歌
っ
た
。
特
に
サ
ン
ト
・
ブ
ー
ヴ
は
、
シ
ェ
ニ
エ
を
ロ
マ
ン
派
の
「
先
駆
」
ま
た
は
「
長
兄
」
と
し
て
祭
り
あ
げ
た

II

張
本
人
11

で
あ
っ

た
。
か
れ
の
『
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
ロ
ル
ム
の
生
涯
と
詩
と
随
想
』
に
よ
れ
ば
、
ジ
ョ
ゼ
フ
は
「
精
神
も
心
情
も
、
あ
の
ア
ン
ド
レ
・
シ
ェ
ニ

4) 3) 2) 1) 

で
あ
る
が
、

シ
ェ
ニ
エ
の
中
に
こ
う
し
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
、
革
新
的
な
諸
要
素
を
見
出
す
評
家
は
一
人
な
ら
ず
い
る
。

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
シ
ェ
ニ
エ
研
究
家
ハ
ラ
ス
チ
は
、
シ
ェ
ニ
エ
に
お
け
る
「
反
古
代
的
思
想
」
を
指
摘
し
て
、
こ
れ
こ
そ
詩
篇
「
創
作
」

を
よ
く
説
明
す
る
も
の
だ
と
い
っ
た
。
ま
た
ル
ネ
・
カ
ナ
は
こ
の
詩
篇
を
「
独
創
性
と
自
由
な
霊
感
の
た
め
の
熱
烈
な
弁
護
」
と
看
て
お

ジ
ャ
ン
・
フ
ァ
ブ
ル
氏
は
同
じ
詩
篇
に
つ
い
て
、

3
 

「
文
学
革
命
の
成
就
を
祈
念
し
て
い
る
」
と
い
う
。
さ
ら
に
ヴ
ァ
ン
・
テ
ィ
ー
ゲ
ム
は
、

「
も
し
か
れ
の
作
品
が
革
命
の
前
夜
に
、
公
衆
に
で
な
く
と
も
、
文
人
達
に
知
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、

分
は
勝
利
を
収
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
」

Jules 
H
a
r
a
s
z
h
,
 
I
 ̀
d
P
o器
m
}
d
:A
n
d
r
e
 Chenz'er, 
H
a
c
h
e
t
t
e
,
 1
8
9
2
,
 

p. 4
4
.
 

R
e
n
e
 C
a
n
a
t
,
 
L'Helle這
s
m
e
d
e
s
 R
o
m
a
n
t
i
q良
es,
t
•国
,
Didier, 
1
9
5
5
,
 

p. 2
1
3
.
 

J
e
a
n
 F
a
b
r
e
,
 
A
n
d
r
e
 Chenz'er, 
!
'
H
o
m
m
e
 et 
!'oeuvre, 
H
a
t
i
e
r
-
B
o
i
v
i
n
,
 
1
9
5
5
,
 

p. 1
3
6
.
 

P
h
i
l
i
p
p
e
 V
a
n
 T
i
e
g
h
e
m
,
 
Petite 
hz'stoire 
d
e
s
 G
r
a
n
d
e
s
 D
o
c
t
r
i
n
e
s
 titteraires 
e
n
 F
r
a
n
c
e
,
 
P
r
e
s
s
e
s
 u
n
i
v
e
r
s
H
a
i
r
e
s
 
d
e
 

F
r
a
n
c
e
,
 
1
9
5
7
,
 p. 1
4
6
.
 

シ
ェ
ニ
エ
の
死
後
二
十
五
年
、

に
そ
の
抒
情
主
義
復
活
へ
の
功
績
に
つ
い
て
述
べ
る
。
ー

り、

そ
こ
に
は

ロ
マ
ン
派
の
戦
い
の
大
部

シ
ェ
ニ
エ
の
「
改
革
思
想
」
を
評
価
し
て
、
特

「
革
命
の
合
言
葉
が
稲
妻
の
よ
う
に
垣
間
見
ら
れ
」
、

シ
ェ
ニ
エ
は

（文246)980 
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ア
ン
ド
レ
・
シ
ェ
ニ
エ
は
”
創
作
II

を
求
め
て
”
模
倣
II

を
断
罪
し
た
。
そ
し
て
そ
の
方
法
に
は
、
奇
し
く
も
ル
ソ
ー
の
そ
れ
と
相
通

じ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
だ
。

を
異
質
的
存
在
と
し
て
規
定
し
、 シ

ェ
ニ
ェ
と
ル
ソ
ー
、
も
ち
ろ
ん
両
者
に
は
種
々
相
異
点
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

シ
ェ
ニ
エ
は
II

半
ギ
リ
シ
ア
人
II

と
し
て
、
あ
の

II

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
市
民
II

ル
ソ
ー
と
同
様
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
伝
統
に
た
い
し
て
自
己

そ
し
て
”
古
代
11

あ
る
い
は
”
自
然
II

と
い
う
、
い
わ
ば
絶
対
的
な
、
根
元
的
な
理
想
を
設
定
し
、
こ

れ
に
依
拠
し
て
一
切
の
権
威
伝
統
を
否
定
す
る
|
ー
と
い
う
方
式
を
と
っ
た
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

魔
神
“
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
ほ
ど
で
は
な
い
が
、

5) 4) 3) 2) 1) 

ら
ば
”
従
容
と
し
て
殉
教
者
の
ご
と
く
…
…
詩
人
ア
ン
ド
レ
に
続
い
て
、
聖
な
る
断
頭
台
に
わ
が
首
級
を
差
出
し
た
で
あ
ろ
う
！
II

と
叫

ぶ
。
そ
し
て
も
し
運
命
の
神
の
手
の
中
で
「
い
け
に
え
」
の
取
替
え
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
自
分
は
ア
ン
ド
レ
の
身
代
り
に
も
な
っ
た
だ

ろ
う
と
さ
え
い
っ
て
い
る
。
そ
の
他
ミ
ュ
ッ
セ
、
ゴ
ー
テ
ィ
エ
な
ど
、
文
学
革
新
の
意
気
に
燃
え
る
青
年
達
は
、

使
命
に
つ
い
て
は
、

自
派
の
旗
印
と
し
て
か
か
げ
、
あ
の
有
名
な
詩
旬
I

I

I

新
し
い
思
想
で
古
い
詩
文
を
作
ろ
う
II

と
い
う
一
句
を
か
れ
ら
の
機
関
誌
『
ラ

・
ミ
ュ
ー
ズ
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
』
創
刊
号
の
銘
旬
と
し
て
、
ま
た
新
し
い
詩
作
の

II

網
領
II

と
し
て
採
用
し
た
。
さ
ら
に
詩
人
の
社
会
的

い
わ
ゆ
る
”
人
道
主
義
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ム
II

と
し
て
、
特
に
一
八
三

0
年
以
後
ラ
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
、

ィ
ニ
ー
な
ど
が

「
民
の
牧
者
」

の
役
割
を
演
じ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

も
し
自
分
が

o
e
g
 vres c
o
m
p
謎
es
d
'
A
n
d
r
e
 d
e
 C
h
e
n
芍
,
Paris, 
B
a
u
d
o
u
i
n
 frere; 
F
o
u
l
o
n
 et c
o
m
p
a
g
n
i
e
.
 

L
e
 Conservatei 

｀r～itt
母
di
苔

N
o
1
.
 

Jules 
L
e
f
e
v
r
e
,
 
A
u
x
 m
a
n
e
s
 d
'
A
n
d
r
e
 Chenier. 

＜
ぎ
ゞ
念
sies
et 
pensees d
e
 J
o
s
e
p
h
 D
e
l
o
r
m
e
.
 

L
a
 M
u
s
e
 f
r
a
忍
忍
(
1
8
2
3
|
 1
8
2
4
)
 

こ
ぞ
っ
て
シ
ェ
ニ
ェ
を

ユ
ゴ
ー
、
ヴ

ア
ン
ド
レ
の
星
の
感
応
力
も
ま
た
大
き
く
、
「
健
全
な
革
命
」
の
因
と
な
り
え
た
の
で
あ

エ
が
断
頭
台
の
下
か
ら
十
九
世
紀
に
遺
贈
し
た
若
い
詩
派
に
属
し
て
」

い
て
、

果
し
て
そ
う
な
ら
ば
、

II

革
命
の

「
あ
の
恐
し
い
日
々
」

に
生
き
て
い
た
な

961 (文Z47)



＊
 

3) 2) 1) 

ろ
う
。

後

記

「
十
九
世
紀
の
あ
ら
ゆ
る
詩
人
は
、
…
…
ア
ン
ド
レ
・
シ
ェ
ニ
エ
の
黄
金
の
船
に
乗
っ
て
、
イ
オ
ニ
ア
海
を
渡

2
 

り
、
ホ
メ
ロ
ス
や
サ
ッ
フ
ォ
の
歌
声
を
聞
く
た
め
に
出
帆
し
た
」
の
で
あ
っ
て
、

II

シ
ェ
ニ
エ
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
か
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
か
“

3
 

と
い
う
、
あ
の
騒
々
し
い
論
争
ほ
ど
「
バ
カ
な
喧
嘩
」
は
な
い
。

J
e
a
n
-
J
a
c
q
u
e
s
 R
o
u
s
s
e
a
u
,
 
c
i
t
o
y
e
n
 -de 
G
e
n
e
v
e
.
 

A
r
s
e
n
e
 H
o
u
s
s
a
y
e
,
 Histoire d
u
 4
1
e
 
f
a
z
 

`
 

teuil d
e
 l
'
A
c
a
d
e
m
i
e
 franr;a
阿
,
6
e
 
edit., 
Paris, 1
8
6
1
,
 

p. 2
8
3
.
 

F
r
a
n
c
i
s
 Scarfe, 
A
n
d
r
e
 Chenier, 
his 
life 
a
n
d
 w
o
r
k
,
 
0
 xford, 
1
9
6
5
,
 

p. 1
2
5
.
 

本
稿
の
た
め
に
使
用
し
た
主
要
テ
ク
ス
ト
は
次
の
諸
版
で
あ
る
。

ー

H
e
n
r
i
d
e
 L
a
t
o
u
c
h
e
,
 
Poesies d
'
A
n
d
r
e
 Chenier, 
C
h
a
r
p
e
n
t
i
e
r
,
 
1
8
4
0
.
 

ー
阻
c
q
d
e
 F
o
u
q
u
i
e
r
e
s
,
 
O
e
u
v
r
e
s
 e
n
 p
r
o
s
e
 d
'
A
n
d
r
e
 C

言
亙
C
h
a
r
p
e
n
t
i
e
r
,
1
8
7
2
.
 

|
 G
a
b
r
i
e
l
 d
e
 C
h
e
n
i
e
r
,
 
O
e
u
v
r
e
s
 poetiques d
'
A
n
d
r
e
 d
e
 Chenier, 
L
e
m
e
r
r
e
,
 
3
 
v
 
0
 ls, 1
8
7
4
.
 

ー

P
a
u
l
D
i
m
o
f
f
,
 
O
e
u
v
r
e
s
 c
o
m
p
l
e
t
e
s
 d
'
A
n
d
r
e
 C

言
貧
3

vols, 
D
e
l
a
g
r
a
v
e
,
 
1
9
0
8
 |
 19
1
2
.
 

ー

9

L
菌
言
．
里
Nizet,
1
9
6
6
.
 

ー

G
e
r
a
r
d
W
a
l
t
e
r
,
 
O
e
u
v
r
e
s
 C
o
m
P
l
e
t
e
s
 d
'
A
n
d
r
e
 C

言
貫
B
i
b
l
i
o
t
h
e
q
u
e
d
e
 la 
Pleiade, 
G
a
l
H
m
a
r
d
,
 
1
9
5
0
.
 

な
お
、
本
稿
で
は
煩
瑣
を
さ
け
る
た
め
原
語
表
記
を
な
る
べ
く
省
略
し
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

（文248)962 


