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孤
独
化
す
る
デ
ィ
レ
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タ
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ジ
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︑
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︑
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一
　
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
変
容

我
々
の
身
の
回
り
︑
と
り
わ
け
大
学
の
世
界
に
は
︑﹁
オ
タ
ク
﹂
が
少
な
く
な
い
︒
二
〇
世
紀
か
ら
二
一
世
紀
に
か
け
て
︑
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
や
サ
ブ

カ
ル
チ
ャ
ー
の
台
頭
と
と
も
に
︑
日
本
の
み
な
ら
ず
︑
世
界
的
に
急
増
し
た
﹁
新
し
い
人
間
﹂
像
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
︑
類
似

の
人
間
像
が
既
に
問
題
に
な
っ
て
い
た
︒
芸
術
や
学
問
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
や
優
れ
た
技
能
を
有
し
な
が
ら
︑
そ
れ
ら
を
生
業
の
糧
と
せ
ず
︑
む
し
ろ

専
門
家
と
は
一
線
を
画
そ
う
と
す
る
好
事
家
や
趣
味
人
︑
す
な
わ
ち
﹁
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
﹂D

ilettant

で
あ
る
︒
語
源
的
に
言
え
ば
︑
イ
タ
リ
ア
語
のsi 

dilettare

で
あ
れ
︑
更
に
遡
っ
た
ラ
テ
ン
語
のdelectare

で
あ
れ
︑
ま
さ
に
﹁
楽
し
む
﹂
と
い
う
動
詞
に
相
応
し
い
﹁
享
受
す
る
人
﹂
の
出
現
で
あ
っ
た
︒

も
っ
と
も
語
義
に
忠
実
で
あ
る
な
ら
ば
︑
近
代
以
前
に
も
類
似
の
人
間
像
を
多
々
確
認
で
き
よ
う
︒
中
で
も
ホ
メ
ロ
ス
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
が
描
く
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
と
セ
イ
レ
ン
た
ち
の
遭
遇
譚
に
は
︑﹁
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
哲
学
的
原
史
﹂
が
あ
る
︒
魔
女
キ
ル
ケ
の
ア
イ
ア
イ
エ
島
を
離
れ
た
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
一
行
が
故
郷
を
目
指
し
て
海
原
を
進
む
と
き
︑
セ
イ
レ
ン
た
ち
の
島
に
近
づ
く
︒
船
人
を
水
底
へ
と
誘
う
甘
美
な
歌
声
が
そ
こ
か
ら
聞
こ

え
て
く
る
と
︑
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
キ
ル
ケ
の
忠
告
に
従
い
︑
櫂
を
動
か
す
部
下
た
ち
に
各
自
の
耳
に
蝋
を
つ
め
る
よ
う
に
指
示
し
︑
更
に
自
分
の
体
を
綱

で
帆
柱
に
縛
り
付
け
さ
せ
︑
無
事
に
通
り
過
ぎ
る
ま
で
は
決
し
て
綱
を
解
か
な
い
よ
う
に
と
命
じ
る
︒
こ
の
知
略
に
よ
り
︑
英
雄
は
セ
イ
レ
ン
た
ち
の
誘
惑

に
打
ち
勝
ち
︑
一
行
は
無
事
に
通
り
過
ぎ
る
︒
し
か
し
︑
我
々
は
こ
の
一
挿
話
を
安
易
に
通
り
過
ぎ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
一
行
を
水
底
へ
と
導
く
相
手
は

人
間
存
在
と
対
峙
す
る
自
然
存
在
で
あ
り
︑
死
す
べ
き
人
間
を
死
へ
と
導
く
神
話
的
存
在
で
あ
っ
た
︒﹁
知
謀
に
長
け
た
﹂オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
部
下
へ
の
命

令
を
通
じ
て
精
神
的
営
為
と
肉
体
労
務
と
い
う
い
わ
ば
分
業
体
制
を
整
え
た
上
で
︑
ま
る
で
﹁
演
奏
会
の
聴
衆
﹂
の
よ
う
に
︑
甘
美
な
歌
声
を
特
権
的
に
享

受
す
る
側
に
立
つ
︒ （
1
）
一
人
の
英
雄
に
よ
っ
て
神
話
的
存
在
の
呪
術
的
な
歌
声
が
無
力
化
さ
れ
た
瞬
間
︑
究
極
の
﹁
美
的
享
受
﹂
が
近
代
的
な
芸
術
体
験
と

し
て
先
取
り
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
知
謀
に
長
け
た
英
雄
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
こ
そ
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
神
話
的
祖
型
と
言
え
よ
う
︒
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但
し
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
と
い
う
言
葉
が
一
八
世
紀
後
半
に
イ
タ
リ
ア
語
か
ら
派
生
し
て
英
語
圏
︑
フ
ラ
ン
ス
語
圏
︑
ド
イ
ツ
語
圏
に
広
ま
っ
た
言
葉
で

あ
る
だ
け
に （
2
）︑デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
問
題
で
あ
る
︒
そ
れ
故
︑
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
や
文
学
に
関
わ
る
研
究
に
お
い
て
︑

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
考
察
は
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
き
た
︒
ド
イ
ツ
文
学
研
究
で
は
︑
例
え
ば
︑
ゼ
ー
レ
ン
セ
ン
は
︑
論
文
﹁
世
紀
末
の
デ
ィ

レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
若
き
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
マ
ン
﹂（
一
九
六
九
年
）
に
お
い
て （
3
）︑
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
マ
ン
を
考
察
の
中
心
に
据
え
な
が
ら
︑
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
に
見
ら
れ
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
み
な
ら
ず
︑
そ
れ
へ
の
反
動
が
︑
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
と
も
に
繰

り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
概
括
し
︑
ヴ
ァ
ジ
ェ
ー
は
︑
論
文
﹁
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
﹂（
一
九
七
〇
年
）
に
お
い
て （
4
）︑
ド
イ
ツ
文
学
に
認
め
ら
れ
る

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
像
を
カ
ー
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
モ
ー
リ
ッ
ツ
か
ら
ゲ
ー
テ
や
シ
ラ
ー
を
経
て
︑
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
︑
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ー
ル
︑
ハ
イ
ン

リ
ヒ
・
マ
ン
︑
フ
ー
ゴ
ー
・
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
︑
ル
ー
ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー
に
至
る
ま
で
考
察
し
て
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
精
神
史
的
文
脈
で

捉
え
直
す
︒

以
上
の
研
究
者
た
ち
に
よ
る
考
究
の
結
果
︑
ヴ
ィ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば （
5
）︑
一
八
世
紀
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
み
な
ら
ず （
6
）︑
新
た
に
一
九
世
紀
後

半
以
降
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
対
し
て
も
関
心
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
意
味
で
︑
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に

は
︑
新
旧
ふ
た
つ
の
類
型
が
認
め
ら
れ
る
︒
別
言
す
れ
ば
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
﹁
変
容
﹂
し
た
と
言
え
よ
う
︒
総
じ
て
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
研
究
で

は
︑
一
方
で
︑
あ
ま
り
に
も
曖
昧
か
つ
乱
雑
な
概
念
使
用
に
対
し
て
よ
り
厳
密
な
概
念
規
定
が
求
め
ら
れ
︑
他
方
で
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
実
像
か
ら
か
け

離
れ
が
ち
な
概
念
規
定
に
対
し
て
逆
に
多
様
性
の
保
持
が
求
め
ら
れ
︑
詰
ま
る
と
こ
ろ
︑
理
論
重
視
で
あ
れ
︑
現
実
重
視
で
あ
れ
︑
い
ず
れ
の
片
寄
り
も
非

難
を
免
れ
得
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
ア
ポ
リ
ア
を
逃
れ
る
た
め
に
も
︑
ま
た
術
語
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
も
︑
新
旧
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
め
ぐ
る

異
同
を
ま
ず
は
的
確
に
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

以
上
を
踏
ま
え
て
︑
本
論
は
︑
一
九
七
〇
年
前
後
の
学
術
的
成
果
よ
り
も
か
な
り
早
い
時
期
に
︑
そ
れ
も
新
し
い
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
ま
さ
に
同

時
期
に
︑
新
旧
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
独
自
の
視
点
で
そ
れ
ぞ
れ
扱
っ
た
三
著
作
に
考
察
の
焦
点
を
絞
り
込
む
︒
す
な
わ
ち
︑
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル

ジ
ェ
（
一
八
五
二－

一
九
三
五
）
の
﹃
現
代
心
理
論
集
﹄Essais de psychologie contem

poraine

（
一
八
八
三－

一
八
八
五
年
）︑ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
（
一
八

七
五－

一
九
五
五
）
の
﹃
道
化
者
﹄D

er B
ajazzo

（
一
八
九
七
年
）︑
ル
ー
ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー
（
一
八
七
三－

一
九
五
九
）
の
﹃
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
﹄D
ilettantism

us

（
一
九
一
〇
年
）
で
あ
る
︒
ブ
ー
ル
ジ
ェ
と
カ
ス
ナ
ー
の
著
作
は
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
︑
マ
ン
の
そ
れ
は
文
学
作
品
と
し
て
︑
い
ず
れ
も

学
術
的
著
作
で
は
な
く
︑デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
厳
密
な
定
義
そ
の
も
の
を
目
指
す
著
作
で
は
な
い
︒む
し
ろ
厳
密
な
定
義
に
終
始
し
な
い
と
は
い
え
︑

否
︑
終
始
し
な
い
か
ら
こ
そ
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
実
像
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
そ
こ
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
共
通
の
実
像
と
は
︑
一
八

世
紀
の
社
交
的
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
像
か
ら
一
九
世
紀
の
孤
独
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
像
へ
の
変
遷
に
他
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑
三
著
作
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
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の
孤
独
化
︑
あ
る
い
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
内
面
化
を
扱
う
と
い
う
点
で
共
通
す
る
︒
更
に
﹃
現
代
心
理
論
集
﹄﹃
道
化
者
﹄﹃
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
﹄が
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
の
最
初
期
も
し
く
は
初
期
に
成
立
し
て
い
る
点
も
見
逃
せ
な
い
︒
逆
に
言
え
ば
︑ブ
ー
ル
ジ
ェ
︑マ
ン
︑カ
ス
ナ
ー
は
デ
ィ
レ
ッ

タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
対
峙
す
る
こ
と
で
執
筆
活
動
を
始
め
た
と
も
言
え
よ
う
︒
従
っ
て
︑
予
め
こ
う
問
う
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
も
そ
も
な
ぜ
︑
そ

れ
ぞ
れ
の
著
者
に
と
っ
て
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
︒
以
下
︑
三
著
作
を
具
体
的
に
扱
う
際
︑
ジ
ャ
ン
ル
の
違
い
や

知
名
度
の
差
ゆ
え
に
︑﹃
道
化
者
﹄
の
場
合
は
作
品
論
に
偏
り
︑﹃
現
代
心
理
論
集
﹄
と
﹃
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
﹄
の
場
合
は
事
項
説
明
を
兼
ね
た
論
述

に
偏
る
が
︑
常
に
三
著
作
の
共
通
点
を
念
頭
に
お
く
こ
と
で
考
察
を
一
貫
さ
せ
た
い
︒
そ
こ
で
改
め
て
こ
う
問
お
う
︒
古
い
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
対

し
て
新
し
い
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
︑
詰
ま
る
と
こ
ろ
︑
孤
独
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
像
が
︑
微
視
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作
活
動
に
お
い
て
い
か
な
る

意
味
を
有
し
︑
巨
視
的
に
は
時
代
の
問
題
と
し
て
い
か
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
︒

二
　
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ

フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
︑
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
批
判
的
に
考
察
し
た
﹃
現
代
心
理
論
集
﹄
の
成
功
に
よ
っ
て
︑
ま
ず
は
批
評

家
と
し
て
三
〇
歳
に
し
て
名
を
な
し
た
︒
正
続
二
巻
か
ら
な
る
同
書
は
︑
一
八
八
一
年
の
﹁
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
﹂
を
皮
切
り
に
︑
一
八
八
五
年
ま
で
に
発
表
さ

れ
た
文
学
評
論
集
で
︑
合
わ
せ
て
十
人
の
作
家
を
扱
う
︒
そ
の
際
︑
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
﹁
精
神
の
病
﹂
と
み
な
さ
れ
た
デ
カ
ダ
ン
ス
︑
ペ
シ

ミ
ズ
ム
︑
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
主
と
し
て
扱
う
が
︑
こ
れ
ら
の
概
念
は
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
ま
な
ざ
し
に
お
い
て
常
に
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
結
び
つ

く
︒
例
え
ば
︑﹁
一
八
八
五
年
の
は
し
が
き
﹂
に
よ
れ
ば
︑﹁
旅
行
が
容
易
に
な
っ
た
た
め
に
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
︑
批
評
的
理
解
の
仕

方
の
濫
用
に
よ
っ
て
か
つ
て
な
い
ほ
ど
︑
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
に
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
が
増
え
て
い
る
﹂（
Ｐ
一
一
） （
7
）
の
で
あ
っ
た
︒
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い

て
﹁
享
受
す
る
人
﹂
の
神
話
的
祖
型
が
長
期
間
の
航
海
者
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
﹁
旅
行
﹂
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ニ
ズ
ム
と
﹁
批
評
﹂
に
よ
っ
て
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
は
︑
あ
る
種
の
内
的
連
関
を
持
つ
︒
一
九
世
紀
が
前
世
紀
の
﹁
大
旅
行
﹂
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
︒
少
な
く
と
も
新
進
気
鋭
の
批
評
家
に
と
っ
て
は
︒

問
題
は
︑
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
を
通
じ
て
︑
イ
ギ
リ
ス
上
流
階
級
の
子
弟
の
為
に
教
育
の
最
後
の
仕
上
げ
と
し
て
行
わ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
旅

行
︑
す
な
わ
ち
﹁
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
﹂The G

rand Tour

で
あ
る
︒ （
8
）
目
的
地
は
︑
古
典
的
教
養
の
完
成
を
目
指
し
て
行
わ
れ
た
為
︑
イ
タ
リ
ア
︑
こ
と

に
ロ
ー
マ
と
見
な
さ
れ
て
い
た
︒
旅
行
者
は
︑
数
个
月
か
ら
二
年
間
ほ
ど
︑
家
庭
教
師
や
従
者
と
と
も
に
古
代
の
遺
跡
を
探
訪
す
る
他
に
︑
各
国
か
ら
来
た

貴
族
や
知
識
人
と
交
流
を
重
ね
︑
美
術
品
の
購
入
を
競
っ
て
行
っ
た
と
言
わ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
教
養
旅
行
は
︑ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
に
﹁
新
し
い
美
﹂
と
﹁
新
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し
い
人
間
像
﹂
を
植
え
つ
け
た
︒

﹁
新
し
い
美
﹂
の
契
機
は
︑
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
で
政
治
家
の
ホ
レ
ス
・
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
（
一
七
一
七－

一
七
九
七
）
が
一
七
三
九
年
か
ら
二
年
半
の
間
に

行
っ
た
イ
タ
リ
ア
旅
行
に
あ
る
︒
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
は
旅
行
後
の
一
七
四
七
年
に
︑
ロ
ン
ド
ン
郊
外
に
ゴ
シ
ッ
ク
風
建
築
の
ス
ト
ロ
ベ
リ
ー
・
ヒ
ル
を
建
て
︑

そ
こ
で
イ
タ
リ
ア
の
古
美
術
を
収
集
し
な
が
ら
︑﹃
オ
ト
ラ
ン
ト
城
﹄The C

astle of O
tranto

（
一
七
六
五
年
）
を
上
梓
し
た
︒
文
学
史
上
重
要
な
ゴ
シ
ッ
ク

小
説
誕
生
の
誘
因
は
︑
多
く
の
イ
ギ
リ
ス
人
が
イ
タ
リ
ア
の
景
観
や
﹁
絵
の
よ
う
な
﹂picturesque

ア
ル
プ
ス
の
山
々
を
前
に
し
て
抱
い
た
恐
怖
と
感
動
か

ら
な
る
戦
慄
で
あ
り
︑
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
（
一
七
二
九－

一
七
九
七
）
流
に
言
え
ば
︑﹁
崇
高
﹂
で
あ
っ
た
︒
時
代
の
新
た
な
潮
流
に
お
い
て
︑
古
典
的

な
美
の
規
範
に
対
す
る
拒
絶
と
超
自
然
的
な
も
の
を
取
り
込
ん
だ
﹁
自
然
﹂
賛
美
が
進
み
︑
実
際
に
︑
不
規
則
で
荒
削
り
な
風
景
庭
園
の
造
園
と
中
世
の
ゴ

シ
ッ
ク
芸
術
に
対
す
る
再
評
価
が
促
さ
れ
︑
更
に
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
で
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
が
い
わ
ば
再
発
見
さ
れ
る
︒
後
に
Ｅ
・
Ｔ
・
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン

（
一
七
七
六－

一
八
二
二
）
や
メ
ア
リ
ー
・
シ
ェ
リ
ー
（
一
七
九
七－

一
八
五
一
）
や
Ｅ
・
Ａ
・
ポ
ー
（
一
八
〇
九－

一
八
四
九
）
を
通
じ
て
継
承
さ
れ
て
行

く
新
た
な
潮
流
は
︑
ま
さ
に
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
の
文
化
史
的
な
第
一
の
産
物
で
あ
っ
た
︒ （
9
）

グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
の
旅
行
者
た
ち
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
︑
ロ
ー
マ
︑
ナ
ポ
リ
な
ど
の
都
市
に
立
ち
寄
り
︑
比
較
的
長
く
滞
在
し
た
結
果
︑

彼
ら
が
各
国
の
大
使
や
領
事
︑
美
術
商
と
交
流
す
る
サ
ロ
ン
が
各
地
に
成
立
し
た
こ
と
も
︑
見
逃
せ
な
い
︒
数
あ
る
サ
ロ
ン
の
中
で
も
︑
ナ
ポ
リ
の
イ
ギ
リ

ス
公
使
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
卿
（
一
七
三
〇－

一
八
一
五
）
が
在
任
中
（
一
七
六
四－

一
八
〇
〇
）
に
市
内
で
開
い
た
サ
ロ
ン
が
と
り
わ
け
名
高
い
︒

ヴ
ェ
ズ
ー
ヴ
ィ
オ
山
麓
の
別
荘
ア
ン
ジ
ェ
リ
カ
に
は
︑
美
し
い
ナ
ポ
リ
湾
を
見
渡
せ
る
好
立
地
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
︑
各
国
か
ら
多
く
の
著
名
人
が
集
っ

た
と
言
わ
れ
る
︒
彼
ら
は
︑
国
際
的
な
交
流
の
場
に
出
入
り
し
た
人
物
と
し
て
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
あ
り
︑
サ
ロ
ン
に
お
い
て
芸
術
を
享
受
し
た
芸
術
愛
好

家
と
し
て
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
に
︑
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
が
も
た
ら
し
た
第
二
の
文
化
史
的
産
物
と
し
て
︑
サ
ロ
ン
と
い
う
社
交
の
場
を
前

提
と
す
る
一
八
世
紀
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒ （
10
）

新
た
な
﹁
大
旅
行
﹂
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
て
イ
タ
リ
ア
に
赴
い
た
の
は
︑
イ
ギ
リ
ス
人
ば
か
り
で
は
な
い
︒
ハ
ミ
ル
ト
ン
卿
の
別
荘
に
出
入
り
し
た
人
物

に
限
っ
て
言
っ
て
も
︑
フ
ラ
ン
ス
人
で
は
︑
外
交
官
に
し
て
考
古
学
者
で
あ
り
︑
後
に
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
の
初
代
館
長
と
な
る
ド
ミ
ニ
ク
・
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ン
＝

ド
ノ
ン
（
一
七
四
七－

一
八
二
九
）
が
著
名
で
あ
り
︑
ま
た
ド
イ
ツ
語
圏
か
ら
の
来
訪
者
も
少
な
く
な
い
︒
美
術
史
家
Ｊ
・
Ｊ
・
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
（
一
七

一
七－

一
七
六
八
）
を
筆
頭
に
︑
絵
画
﹃
カ
ン
パ
ー
ニ
ャ
の
ゲ
ー
テ
﹄（
一
七
八
七
年
）
を
描
い
た
Ｊ
・
Ｈ
・
Ｗ
・
テ
ィ
ッ
シ
ュ
バ
イ
ン
（
一
七
五
一－

一
八

二
九
）︑
後
に
﹃
イ
タ
リ
ア
紀
行
﹄（
一
八
一
六－

一
八
一
七
）
を
上
梓
し
た
ゲ
ー
テ
（
一
七
四
九－

一
八
三
二
）︑
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
︑
ヘ
ル
ダ
ー
︑
ゲ
ー
テ

の
肖
像
画
を
描
い
た
ス
イ
ス
人
画
家
ア
ン
ジ
ェ
リ
カ
・
カ
ウ
フ
マ
ン
（
一
七
四
一－
一
八
〇
七
）
な
ど
︑
多
数
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
中
で
も
ヴ
ィ
ン
ケ
ル

マ
ン
が
果
た
し
た
文
化
史
的
な
役
割
は
大
き
い
︒
ド
イ
ツ
の
美
術
史
家
は
︑
古
代
ロ
ー
マ
の
遺
跡
探
訪
を
経
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
を
い
わ
ば
発
見
し
︑﹁
高
貴
な
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単
純
と
静
か
な
偉
大
﹂
を
有
す
る
古
代
美
術
に
こ
そ
芸
術
の
規
範
が
あ
る
と
い
う
主
張
に
い
た
り
︑
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
の
文
化
史
的
な
第
三
の
産
物
と
も

称
す
べ
き
ド
イ
ツ
古
典
主
義
の
成
立
を
促
す
︒

こ
こ
で
話
を
戻
そ
う
︒
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
単
純
な
結
び
つ
き
を
問
題
に
し
た
の
で
は
な
い
︒
ブ
ー
ル

ジ
ェ
の
時
代
に
は
︑
す
で
に
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
そ
の
も
の
は
終
焉
し （
11
）︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
そ
の
も
の
も
大
い
に
変
質
し
て
い
た
︒
し
か
し
な
が

ら
︑
そ
う
し
た
終
焉
や
変
質
が
︑
ブ
ー
ル
ジ
ェ
に
と
っ
て
︑
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
デ
カ
ダ
ン
ス
を
培
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒
こ
う
し
た
理
解
の
前
提

に
は
︑
文
明
生
活
に
対
す
る
批
判
的
ま
な
ざ
し
が
あ
る
︒
古
代
人
に
お
い
て
﹁
人
生
嫌
悪
﹂taedium

 vitae

と
呼
ば
れ
た
も
の
が
︑
近
代
に
お
い
て
は
﹁
倦

怠
﹂ennui

あ
る
い
は
﹁
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
﹂m

élancolie

が
︑
民
族
に
よ
っ
て
微
妙
な
差
が
あ
る
も
の
の
︑
文
明
生
活
を
享
受
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
巣
く

う
︑
と
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
見
抜
い
た
︒

こ
の
物
足
り
な
い
不
満
な
世
界
を
前
に
し
て
︑
普
遍
的
な
嘔
吐
感
が
︑
ス
ラ
ヴ
人
や
ゲ
ル
マ
ン
人
や
ラ
テ
ン
人
の
胸
を
む
か
つ
か
せ
て
い
る
︒
そ
れ
は

ス
ラ
ヴ
人
に
あ
っ
て
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
な
っ
て
現
れ
︑
ゲ
ル
マ
ン
人
に
あ
っ
て
は
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
な
っ
て
現
れ
︑
我
々
自
身
に
あ
っ
て
は
︑
孤
独
な
奇

怪
な
神
経
症
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
︒（
Ｐ
二
三
）

 

こ
の
よ
う
な
批
判
的
言
説
そ
の
も
の
が
あ
る
種
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
に
︑
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
関
心
は

極
め
て
大
き
く
︑﹃
現
代
心
理
論
集
﹄
で
は
︑
決
定
的
に
異
な
る
二
人
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
と
ロ
シ
ア
の
巨
匠
が
具
体
的
に
考
察
さ
れ
た
︒

ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
は
ア
ン
リ
・
ベ
ー
ル
（H

enri B
eyle

）︑
す
な
わ
ち
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
（
一
七
八
三－

一
八
四
二
）
で
あ
る
︒

そ
の
際
︑
問
題
と
な
る
の
は
︑
サ
ロ
ン
で
の
﹁
享
受
﹂
を
前
提
と
す
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
は
な
く
︑﹁
批
評
﹂
に
よ
っ
て
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
デ
ィ

レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
言
え
よ
う
︒

分
析
的
精
神
は
︑
極
端
に
押
し
進
め
ら
れ
る
と
ほ
と
ん
ど
常
に
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
達
す
る
︒
同
様
の
法
則
が
わ
れ
わ
れ
の
精
神
生
活
と
肉
体

生
活
と
を
支
配
す
る
︒
わ
れ
わ
れ
は
諸
器
官
の
欲
求
を
持
つ
と
同
様
に
知
的
能
力
の
欲
求
を
持
つ
︒
分
析
力
を
持
つ
者
は
分
析
す
る
機
会
を
探
し
求
め

る
ば
か
り
で
な
く
︑
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
︑
経
験
を
積
み
重
ね
︑
感
動
に
身
を
委
ね
︑
快
楽
を
複
雑
に
し
︑
悲
哀
を
洗
練
す
る
︒
そ
れ
は
分
析
家
を
徐
々

に
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
に
変
え
る
感
情
的
調
練
で
あ
る
︒（
Ｐ
一
三
二
）
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ブ
ー
ル
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
性
格
や
時
代
に
応
じ
て
種
々
の
形
態
を
取
る
が
︑
中
で
も
分
析
的
精
神
に
基
づ
く
新
た
な
デ
ィ

レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
﹁
絶
え
ざ
る
外
国
訪
問
か
ら
生
ず
る
形
式
﹂
で
あ
り
︑﹁
快
楽
的
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
﹂
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
放
浪
す
る
エ
ピ

キ
ュ
リ
ア
ン
の
代
表
こ
そ
︑﹁
私
は
コ
ス
モ
ポ
リ
ス
か
ら
来
た
ば
か
り
で
す
﹂
と
い
う
言
葉
を
金
言
と
し
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
他
な
ら
な
い
︒（
Ｐ
一
三
二
）

実
際
︑
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
（Stendhal

）
の
場
合
︑
一
七
歳
の
春
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
イ
タ
リ
ア
遠
征
に
従
軍
し
て
以
来
︑
生
涯
に
わ
た
り
イ
タ
リ
ア
を
精
神
の
故

郷
と
見
な
し
続
け
た
こ
と
や
︑
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
を
尊
敬
す
る
あ
ま
り
︑
彼
の
生
地
シ
ュ
テ
ン
ダ
ー
ル
（Stendal

）
を
自
分
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
に
用
い
た
こ
と

な
ど
︑
数
多
く
の
自
伝
的
事
実
か
ら
も
︑
当
時
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒

そ
れ
︹
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
一
社
会
︺
を
構
成
す
る
女
た
ち
は
︑
ロ
ン
ド
ン
で
シ
ー
ズ
ン
を
過
し
︑
ド
イ
ツ
で
湯
治
を
し
︑
イ
タ
リ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
の
河

畔
で
避
寒
を
し
︑
春
に
な
る
と
と
も
に
パ
リ
に
帰
り
︑
四
ヵ
国
語
を
話
し
︑
数
種
の
芸
術
や
文
学
を
鑑
賞
す
る
類
の
女
性
で
あ
る
︒
ま
た
そ
の
社
会
に

現
れ
る
男
た
ち
は
︑
各
国
の
重
要
な
人
物
た
ち
と
︑
そ
の
国
で
食
事
を
共
に
し
た
り
談
話
し
た
り
し
た
こ
と
が
あ
り
︑
互
い
に
数
百
里
も
離
れ
た
サ
ロ

ン
や
城
で
歓
待
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
︑
英
国
の
詩
人
や
イ
タ
リ
ア
の
詩
人
を
原
書
で
読
み
︑
時
に
は
二
︑
三
ヵ
国
語
で
書
き
︑
文
字
通
り
数
種
の
生
活

を
営
む
男
性
で
あ
る
︒
フ
ラ
ン
ス
人
の
出
無
精
な
性
格
と
︑
特
に
そ
の
社
会
状
態
と
が
︑
こ
う
い
う
放
浪
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
反
感
を
抱
か

せ
る
け
れ
ど
も
︑
あ
の
不
特
定
の
雑
多
な
人
間
を
集
め
た
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ク
ラ
ブ
﹂
の
会
員
の
な
か
に
︑
わ
れ
わ
れ
の
同
国
人
を
幾
人
も
挙
げ
え
よ

う
︒
わ
が
十
九
世
紀
が
生
み
出
し
た
最
上
の
著
作
の
い
く
つ
か
は
︑
こ
の
種
の
生
活
経
験
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
︒
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
著
作
は
そ
の
主

要
な
も
の
の
な
か
に
数
え
ら
れ
る
︒（
Ｐ
一
三
八
以
下
）

 

ブ
ー
ル
ジ
ェ
に
と
っ
て
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
と
は
︑
芸
術
や
文
学
を
享
受
す
る
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
で
あ
り
︑
放
浪
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
に
他
な
ら
な
い
︒
か

つ
て
前
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
ラ
テ
ン
語
に
堪
能
な
知
識
人
の
交
流
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
近
代
に
至
る
と
︑
次
第
に
キ
リ
ス
ト
教
の
世
俗
化
が
進
み
︑

ラ
テ
ン
語
の
権
威
が
失
墜
し
︑
更
に
一
八
世
紀
に
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
に
よ
っ
て
新
た
な
交
流
が
急
速
に
進
み
︑
宗
教
と
は
無
縁
な
﹁
快
楽
的
な
コ
ス
モ
ポ

リ
タ
ニ
ズ
ム
﹂
が
台
頭
し
て
く
る
︒
ブ
ー
ル
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
︑
こ
う
し
た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
こ
そ
︑
ポ
リ
ス
を
崩
壊
さ
せ
る
コ
ス
モ
ポ
リ
ス
と
し
て
︑

社
会
全
体
の
凋
落
を
も
た
ら
す
︒
つ
ま
り
︑
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
行
動
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
で
社
会
全
体
に
生
じ
る
生
命
力
の

枯
渇
︑
つ
ま
り
デ
カ
ダ
ン
ス
の
徴
候
を
現
代
の
上
流
社
会
に
認
め
︑
放
浪
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
体
現
す
る
作
家
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
を
デ
カ
ダ
ン
ス
の

使
徒
と
み
な
す
の
で
あ
る
︒

但
し
︑
ブ
ー
ル
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
︑
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
は
単
な
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
︑
少
数
の
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
に
愛
好
さ
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れ
る
だ
け
の
作
家
に
と
ど
ま
る
こ
と
も
な
か
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑﹁
彼
の
分
析
能
力
︑
敏
感
に
反
応
す
る
感
性
︑
無
数
の
経
験
は
︑
彼
に
一
九
世
紀
の
フ
ラ

ン
ス
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
深
い
心
理
を
会
得
さ
せ
︑こ
れ
を
実
現
さ
せ
る
に
至
っ
た
﹂
か
ら
で
あ
り
︑﹁
そ
れ
ら
の
真
実
の
最
も
完
全
な
表
明
を
含
ん
で
い

る
稀
有
な
書
﹂
こ
そ
﹃
赤
と
黒
﹄
だ
っ
た
と
︑
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
言
う
︒（
Ｐ
一
四
一
）
詰
ま
る
と
こ
ろ
︑
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
お
い
て
︑
す
べ
て
を
虚
無
と
み
な

す
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
陰
鬱
に
な
り
な
が
ら
︑
同
時
に
果
敢
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
批
評
と
想
像
力
が
密
接
に
結
合
し
た
結
果
で
あ
り
︑﹁
批

評
﹂
に
よ
っ
て
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
放
浪
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
所
産
で
あ
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
を
考
察
し
た
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
更
に
︑
ロ
シ
ア
人
作
家
の
中
に
︑
畢
生
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
あ
り
な
が
ら
土
着
性
を
失
っ
て

い
な
い
稀
有
な
例
を
見
出
す
︒
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
ま
だ
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
（
一
八
一
八－

一
八
八
三
）
こ
そ
︑
ま
さ
に
そ
の

人
で
あ
っ
た
︒﹃
貴
族
の
巣
﹄の
ラ
ヴ
レ
ッ
キ
ー
が
不
幸
な
結
婚
生
活
の
最
初
の
数
年
を
過
ご
し
た
フ
ラ
ン
ス
︑﹃
父
と
子
﹄の
パ
ー
ベ
ェ
ル
・
ペ
ト
ロ
ー
ヴ
ィ

チ
・
キ
ル
サ
ー
ノ
フ
が
没
し
た
ド
レ
ー
ス
デ
ン
︑﹃
春
の
水
﹄
の
舞
台
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
︑﹃
ア
ー
シ
ャ
﹄
の
舞
台
と
な
っ
た
ラ
イ
ン
河
畔
の
村
︑﹃
煙
﹄
に
お

い
て
詳
細
に
描
写
さ
れ
た
バ
ー
デ
ン
・
バ
ー
デ
ン
︑﹃
ド
ミ
ト
リ
ー
・
ル
ー
ジ
ン
﹄
に
お
け
る
パ
リ
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
︑
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
言
う
︑﹁
人
物
の

周
囲
に
何
ら
か
の
異
国
の
背
景
を
描
出
し
て
い
な
い
物
語
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
に
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
い
﹂（
Ｐ
一
八
〇
）
と
︒
こ
の
意
味
で
︑ツ
ル
ゲ
ー
ネ

フ
の
文
学
は
ま
さ
に
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
文
学
と
言
え
よ
う
︒

だ
が
︑
ブ
ー
ル
ジ
ェ
に
お
い
て
︑
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
に
お
け
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
そ
れ
と
は
︑
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
︒
ブ
ー

ル
ジ
ェ
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
場
合
を
︑
高
度
に
発
達
し
た
文
明
の
中
で
自
ら
の
快
楽
に
倦
ん
だ
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
に
よ
る
﹁
自
然
へ
の
回
帰
﹂（
Ｐ
一
八
一
）

と
み
な
す
︒
こ
れ
に
対
し
て
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
場
合
は
︑
い
わ
ば
ベ
ク
ト
ル
が
逆
で
あ
り
︑
未
開
の
地
か
ら
文
明
の
地
を
訪
れ
た
初
々
し
い
若
者
の
姿
が
相

応
し
く
︑
一
方
で
︑
快
楽
で
は
な
く
思
想
を
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
内
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
突
き
動
か
さ
れ
︑
他
方
で
︑﹁
依
然
無
垢
な
︑
神
々
し
い
ま
で
に

純
潔
な
ス
ラ
ヴ
の
魂
﹂（
Ｐ
一
八
五
）
を
失
わ
ぬ
ま
ま
に
︑
放
浪
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
と
化
す
︒

ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
︑
こ
の
よ
う
に
論
じ
な
が
ら
︑
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
同
時
代
作
家
た
ち
と
共
有
す
る
二
つ
の
傾
向
を
指
摘
し
忘
れ
な
い
︒
第

一
に
一
九
世
紀
の
作
家
に
顕
著
な
﹁
観
察
の
美
学
﹂l’esthétique de l’observation

（
Ｐ
一
八
五
以
下
）
で
あ
り
︑
第
二
に
︑﹁
観
察
に
基
礎
を
置
く
文
学
に

は
ど
う
し
て
も
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
作
品
が
多
い
﹂（
Ｐ
一
九
六
）
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
問
題
と
な
る
︒
こ
こ
で
問
題
は
︑
時
代
が

有
す
る
生
命
力
の
減
退
︑
つ
ま
り
デ
カ
ダ
ン
ス
の
問
題
と
再
び
結
び
つ
く
︒
ブ
ー
ル
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
︑
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
﹁
観
察
派
の
文
学
﹂（
Ｐ
一
九

八
）
は
総
じ
て
絶
望
的
状
況
を
こ
と
さ
ら
描
く
︒
た
し
か
に
観
察
を
旨
と
す
る
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
︑
そ
の
代
表
作
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ

ズ
ム
の
み
な
ら
ず
︑
デ
カ
ダ
ン
ス
の
刻
印
を
も
受
け
︑
希
望
が
頓
挫
す
る
中
で
重
苦
し
く
終
わ
る
︒
こ
の
よ
う
に
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
文
学
か

ら
同
時
代
性
を
確
実
に
看
取
す
る
が
︑
同
時
に
決
定
的
な
相
違
も
見
逃
さ
な
い
︒
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し
か
し
こ
こ
に
︑
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
現
代
の
わ
が
国
の
小
説
家
の
第
一
人
者
で
あ
る
偉
大
で
憂
鬱
な
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
フ
ロ
ベ
ー
ル
の

ペ
シ
ミ
ズ
ム
か
ら
根
底
的
に
隔
て
る
も
の
が
あ
る
︒
人
間
の
営
為
の
無
益
さ
に
た
い
す
る
感
情
は
︑
こ
の
ロ
シ
ア
の
作
家
に
あ
っ
て
は
人
間
に
た
い
す

る
嫌
悪
に
ま
で
至
ら
な
い
︒
彼
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
時
に
非
常
に
激
し
い
も
の
だ
が
︑
決
し
て
厭
世
観
に
終
る
こ
と
は
な
い
︒（
Ｐ
二
〇
〇
以
下
）

 

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
文
学
の
登
場
人
物
た
ち
は
︑
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
見
解
に
よ
れ
ば
︑
高
邁
な
理
想
を
抱
く
ゆ
え
に
打
ち
ひ
し
が
れ
る
が
︑
同
時
に
そ
の
理
想
ゆ

え
に
作
者
の
名
状
し
が
た
い
憐
憫
の
情
に
よ
っ
て
包
ま
れ
る
︒
詰
ま
る
と
こ
ろ
︑
放
浪
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
あ
る
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
︑
一
方
で
︑デ
ィ
レ
ッ

タ
ン
ト
特
有
の
﹁
観
察
の
美
学
﹂
ゆ
え
に
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
自
ら
の
文
学
に
持
ち
込
む
が
︑
他
方
で
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
同
時
代
文
学
と
は
異
な
り
︑
作
品
を
支

配
す
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
作
者
の
慈
悲
が
絶
え
ず
流
れ
込
む
︒
こ
こ
に
文
明
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
と
は
異
な
る
土
着
的
な
ス
ラ
ヴ
文
学
の
典
型
を
ブ
ー
ル

ジ
ェ
は
認
め
る
の
で
あ
っ
た
︒
ブ
ー
ル
ジ
ェ
が
示
す
二
人
の
代
表
的
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
︑
す
な
わ
ち
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の

作
品
で
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
に
顕
著
な
傾
向
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
が
︑
前
者
が
文
明
に
基
づ
き
︑
後
者
が
自
然
（
土
着
）
に
基
づ
く
と
い
う
意
味
で
ベ

ク
ト
ル
が
全
く
異
な
る
︒
こ
の
相
違
は
同
時
に
︑
ブ
ー
ル
ジ
ェ
に
お
け
る
デ
カ
ダ
ン
ス
の
克
服
を
二
様
に
示
す
︒
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
場
合
は
︑
文
明
に
基
づ

く
克
服
で
あ
り
︑
デ
カ
ダ
ン
ス
を
徹
底
す
る
事
で
デ
カ
ダ
ン
ス
と
い
う
類
を
超
え
る
と
い
う
発
想
に
基
づ
く
︒
ま
た
︑
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
場
合
︑
自
然
に
基

づ
く
克
服
と
し
て
︑
放
浪
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
に
な
ろ
う
と
常
に
自
ら
の
出
自
を
失
わ
な
い
点
が
肝
要
と
言
え
よ
う
︒

﹃
現
代
心
理
論
集
﹄
は
文
学
評
論
で
あ
り
な
が
ら
︑
同
時
に
文
明
批
評
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
に
︑
作
家
論
は
文
学
テ
ク
ス
ト
を
介
し
て
文
明
論
と
化
す
︒
そ

の
際
︑
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
精
神
の
病
﹂
の
結
節
点
と
し
て
︑デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
中
心
的
な
役
割
を
は
た
す
︒
但
し
︑

そ
れ
は
︑
サ
ロ
ン
と
い
う
共
同
体
を
形
成
す
る
快
楽
的
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
は
も
は
や
な
く
︑
社
会
と
い
う
共
同
体
に
凋
落
を
も
た
ら
す
虚
無
的

な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
っ
た
︒
そ
う
し
た
中
で
︑
享
楽
的
で
社
交
的
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
に
代
わ
り
︑
分
析
的
で
孤
独
な
デ
カ
ダ
ン
が
次
第
に
現

れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
内
面
化
こ
そ
︑
ブ
ー
ル
ジ
ェ
が
抱
い
た
最
初
の
文
学
的
な
関
心
事
で
あ
り
︑
同
時
に
一
九

世
紀
に
対
す
る
文
明
批
評
的
な
問
題
意
識
で
あ
っ
た
︒

三
　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
︑﹃
非
政
治
的
人
間
の
考
察
﹄（
一
九
一
八
年
）
に
お
け
る
述
懐
に
よ
れ
ば
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
︑
ニ
ー
チ
ェ
︑
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー

か
ら
決
定
的
な
影
響
を
受
け
た
︒
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自
分
の
精
神
的
︑
芸
術
的
教
養
の
基
礎
を
問
う
と
き
︑
私
が
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
三
つ
の
名
︑
強
烈
な
光
を
放
ち
つ
つ
ド
イ
ツ
の
空
に
出
る
︑
永

遠
に
結
合
し
た
精
神
の
三
連
星
を
表
す
名
│
│
た
ん
に
内
輪
の
ド
イ
ツ
的
事
件
で
は
な
く
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
事
件
を
表
す
そ
の
名
は
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
︑
ニ
ー
チ
ェ
︑
ヴ
ァ
ー
グ
ナ
ー
で
あ
る
︒（
Ｍ
一
二－

七
一
以
下
） （
12
）

 

も
っ
と
も
︑
マ
ン
は
︑
自
身
が
明
言
し
た
﹁
精
神
の
三
連
星
﹂
か
ら
ば
か
り
で
は
な
く
︑
特
に
青
年
期
に
お
い
て
︑
ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
か
ら
も
刻
印

さ
れ
て
お
り （
13
）︑
そ
の
影
響
の
も
と
で
当
時
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
文
学
的
に
結
晶
化
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
兄
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
マ
ン

を
通
じ
て
知
っ
た
ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
著
作
か
ら
の
影
響
で
あ
り
︑
デ
カ
ダ
ン
ス
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
生
命
力
減
退
の
徴
候
と
し
て
理
解
さ
れ
た
デ
ィ
レ
ッ
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
っ
た
︒ （
14
）
そ
の
意
味
で
︑
市
民
的
生
か
ら
逸
脱
し
た
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
特
殊
な
状
況
や
特
異
な
性
格
こ
そ
︑
初
期
マ
ン
文
学
の
典
型
的

な
描
写
対
象
に
他
な
ら
な
い
︒
別
言
す
れ
ば
︑
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
は
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
い
わ
ば
自
家
薬
籠
中
の
物
と
す
る
こ
と
で
創
作
活
動
を

始
め
た
作
家
で
あ
っ
た
︒
恵
ま
れ
た
市
民
生
活
の
中
で
早
く
か
ら
芸
術
を
享
受
し
始
め
た
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
で
の
幼
少
年
期
や
︑
マ
ン
商
会
破
産
の
後
に
ボ
ヘ

ミ
ア
ン
的
生
活
を
行
っ
た
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
と
イ
タ
リ
ア
で
の
青
年
期
な
ど
︑
自
伝
的
要
素
を
創
作
に
巧
み
に
取
り
込
み
な
が
ら
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
像
を
描
き

出
す
こ
と
が
︑
マ
ン
文
学
に
は
多
い
︒
こ
う
し
た
傾
向
を
﹃
幻
滅
﹄D

ie Enttäuschung

や
﹃
小
男
フ
リ
ー
デ
マ
ン
氏
﹄D

er kleine H
err Friedem

ann

な
ど

の
初
期
作
品
や
﹃
ト
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ガ
ー
﹄Tonio K

röger

は
如
実
に
示
す
︒
中
で
も
︑
マ
ン
自
身
が
イ
タ
リ
ア
に
滞
在
し
て
い
た
一
八
九
七
年
四
月
に
書

き
上
げ
ら
れ
︑
同
年
九
月
に
発
表
さ
れ
︑
翌
年
三
月
に
最
初
の
短
編
小
説
集
﹃
小
男
フ
リ
ー
デ
マ
ン
氏
﹄
に
収
め
ら
れ
た
﹃
道
化
者
﹄D

er B
ajazzo

は
︑
と

り
わ
け
注
目
に
値
す
る
︒
マ
ン
が
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
三
人
称
形
式
の
作
品
を
一
人
称
形
式
に
書
き
改
め
な
が
ら
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
内
面
吐
露

を
前
面
に
出
す
よ
う
に
改
作
し
た
作
品
こ
そ
︑﹃
道
化
者
﹄
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
れ
故
︑
こ
の
作
品
は
︑
ブ
ー
ル
ジ
ェ
か
ら
の
影
響
が
色
濃
い
ば
か
り
で
は
な

く
︑
マ
ン
文
学
の
中
で
も
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
変
容
を
最
も
顕
著
に
示
す
︒
そ
こ
で
本
論
は
︑
近
年
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
研
究
に
お
け
る
重

要
な
成
果
で
あ
る
ヴ
ィ
ー
ラ
ー
の
著
作
が
や
は
り
マ
ン
文
学
の
中
で
﹃
道
化
者
﹄
を
最
も
重
視
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
も （
15
）︑
先
に
述
べ
た
と
お
り
︑

ブ
ー
ル
ジ
ェ
や
カ
ス
ナ
ー
の
著
作
と
同
様
に
﹃
道
化
者
﹄
に
お
い
て
も
︑
問
題
の
核
心
が
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
内
面
化
に
あ
る
と
見
な
す
︒
主
人
公

が
小
綺
麗
な
ノ
ー
ト
を
用
意
し
て
そ
の
中
で
物
語
る
告
白
は
︑
孤
独
の
中
で
現
実
に
も
自
己
に
も
嫌
悪
を
抱
く
ほ
ぼ
三
〇
歳
に
達
し
た
男
の
独
白
で
あ
り
︑

父
親
か
ら
ま
さ
に
﹁
道
化
者
﹂
と
い
う
烙
印
を
押
さ
れ
た
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
自
己
省
察
で
あ
る
︒ （
16
）

﹃
道
化
者
﹄
は
マ
ン
の
自
伝
的
要
素
が
色
濃
い
︒
但
し
︑
同
作
も
他
の
初
期
作
品
と
同
様
に
︑マ
ン
文
学
に
顕
著
な
二
項
対
立
的
要
素
に
よ
っ
て
脚
色
さ
れ

て
い
る
︒
主
人
公
の
幼
少
期
︑﹁
祈
れ
よ
︑
働
け
よ
﹂O

ra et labora

（
Ｍ
八－

一
〇
七
） （
17
）
と
い
う
ラ
テ
ン
語
の
文
句
が
玄
関
に
掲
げ
ら
れ
た
旧
家
に
︑
グ

ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
の
音
色
が
響
く
︒
階
下
で
は
大
柄
な
﹁
父
親
が
仕
事
を
し
て
お
り
﹂︑
階
上
で
は
小
柄
な
﹁
母
親
が
安
楽
椅
子
に
も
た
れ
て
夢
想
に
耽
る
か
︑
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そ
っ
と
物
思
わ
し
げ
に
ピ
ア
ノ
を
弾
く
か
し
て
い
る
﹂︒（
Ｍ
八－

一
一
〇
）﹁
道
化
者
﹂
と
い
う
烙
印
を
押
し
て
お
き
な
が
ら
息
子
に
実
務
を
強
い
る
父
親

と
︑
詩
を
書
く
息
子
に
﹁
芸
術
家
﹂
の
資
質
を
認
め
る
母
親
と
の
間
で
︑
幼
少
年
期
の
主
人
公
は
い
わ
ば
右
往
左
往
を
繰
り
返
す
︒
一
方
で
︑
父
親
の
強
制

と
は
い
え
︑
実
生
活
に
お
い
て
材
木
店
の
見
習
い
と
し
て
実
務
に
携
わ
り
な
が
ら
︑
他
方
で
︑
内
面
で
は
変
わ
る
こ
と
な
く
︑
母
親
の
よ
う
な
芸
術
享
受
の

生
き
方
に
な
び
い
て
い
く
︒
総
じ
て
マ
ン
文
学
は
︑
写
実
性
を
基
調
と
す
る
一
方
で
︑
作
品
の
重
要
な
局
面
︑
と
り
わ
け
﹁
市
民
﹂
と
﹁
芸
術
家
﹂
の
葛
藤

が
起
こ
る
局
面
で
︑
非
写
実
的
手
法
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
︑ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
ー
フ
の
手
法
を
伴
い
な
が
ら
類
型
化
が
進
む
︒そ
の
好
例
が﹃
ト
ニ
オ
・
ク
レ
ー

ガ
ー
﹄
で
あ
ろ
う
︒﹁
南
と
北
が
合
わ
さ
っ
た
響
き
﹂（
Ｍ
八－

二
九
一
）
の
名
前
を
持
ち
︑﹁
瞑
想
的
な
青
い
目
を
持
つ
き
ち
ん
と
し
た
身
な
り
の
長
身
の
紳

士
﹂
で
あ
る
父
親
と
﹁
黒
い
髪
を
持
つ
美
し
い
﹂
母
親
と
の
間
に
生
ま
れ
た
主
人
公
は
（
Ｍ
八－

二
七
四
）︑
市
民
的
な
北
方
的
要
素
と
芸
術
家
的
な
南
方
的

要
素
と
い
う
相
異
な
る
二
つ
の
力
が
せ
め
ぎ
合
う
ひ
と
つ
の
磁
場
そ
の
も
の
で
あ
る
︒﹃
道
化
者
﹄
の
場
合
︑﹃
ト
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ガ
ー
﹄
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
類
型
化
は
十
全
に
展
開
し
て
は
い
な
い
︒
し
か
し
︑﹃
ト
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ガ
ー
﹄
の
場
合
と
同
様
に
︑﹃
道
化
者
﹄
の
主
人
公
は
父
親
の
死
を
き
っ
か
け
に

北
ド
イ
ツ
か
ら
南
ド
イ
ツ
へ
の
移
住
を
は
た
す
︒
別
言
す
れ
ば
︑
堅
実
な
人
々
の
町
か
ら
芸
術
の
町
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
へ
と
移
る
︒
し
か
も
︑
北
か
ら
南
へ
の
こ

う
し
た
移
住
が
更
な
る
南
で
あ
る
イ
タ
リ
ア
を
経
由
す
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
︒﹁
道
化
者
﹂
は
︑グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
の
目
的
地
を
通
じ
て
︑
放
浪
の
コ
ス

モ
ポ
リ
タ
ン
と
な
り
︑
宿
願
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
的
生
活
を
叶
え
て
い
く
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
マ
ン
自
身
が
イ
タ
リ
ア
滞
在
中
に
﹃
道
化
者
﹄
よ
り
も
先
に
書
い
た
﹃
幻
滅
﹄
の
舞
台
は
︑
ヴ
ェ
ニ
ス
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
広
場
で
あ
っ
た
︒

火
事
で
あ
れ
︑
恋
愛
で
あ
れ
︑
お
そ
ら
く
自
身
の
死
で
あ
れ
︑﹁
体
験
を
体
験
と
し
て
体
験
で
き
な
い
幻
滅
﹂ （
18
）
を
奇
妙
な
男
が
語
る
︒
そ
の
内
実
は
︑
す

べ
て
を
対
象
化
し
︑
客
体
化
し
つ
く
し
な
が
ら
︑﹁
生
﹂
の
虚
偽
を
こ
と
ご
と
く
暴
く
﹁
認
識
の
病
﹂
で
あ
る
︒
マ
ン
文
学
の
場
合
︑
主
人
公
た
ち
が
示
す

ニ
ー
チ
ェ
的
な
苦
悩
は
︑
精
神
的
混
乱
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
極
端
な
読
書
体
験
と
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
的
生
活
を
も
た
ら
す
イ
タ
リ
ア
体
験
に
起
因
す
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
︒
そ
の
意
味
で
︑
マ
ン
文
学
に
お
け
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
像
に
は
︑
自
伝
的
要
素
が
あ
る
程
度
取
り
込
ま
れ
な
が
ら
︑
思
索
的
な
デ
カ
ダ
ン
の

姿
と
快
活
な
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
の
姿
と
が
巧
み
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒﹃
道
化
者
﹄
の
主
人
公
も
︑﹁
世
界
の
ど
こ
か
で
好
き
勝
手
に
生
き
︑
洗

練
さ
れ
た
上
手
な
小
説
を
読
ん
だ
り
︑
芝
居
に
行
っ
た
り
︑
音
楽
を
少
々
た
し
な
む
こ
と
﹂（
Ｍ
八－

一
一
五
）
へ
の
憧
れ
を
抱
き
続
け
︑﹁
人
生
を
自
分
の

や
り
方
で
享
受
し
た
い
﹂（
Ｍ
八－

一
一
七
）
と
思
っ
て
い
た
だ
け
に
︑
父
親
が
亡
く
な
る
と
︑
す
ぐ
に
イ
タ
リ
ア
に
旅
立
つ
︒
そ
し
て
ベ
ロ
ー
ナ
︑
ナ
ポ

リ
︑
パ
レ
ル
モ
へ
と
徐
々
に
南
下
し
︑
さ
ら
に
は
ア
フ
リ
カ
︑
ス
ペ
イ
ン
ま
で
足
を
伸
ば
す
︒
し
か
し
︑﹁
む
さ
ぼ
る
よ
う
な
感
受
性
で
無
数
の
新
し
く
目
ま

ぐ
る
し
い
溢
れ
る
印
象
に
わ
が
身
を
委
ね
た
三
年
間
﹂（
Ｍ
八－

一
一
七
）に
行
っ
た
極
端
な
南
下
は
中
間
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
主
人
公
に
あ
る
種
の
心
的

ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
も
た
ら
し
︑﹁
静
か
で
規
律
正
し
い
永
住
的
な
生
活
へ
の
憧
れ
を
抱
き
始
め
﹂（
Ｍ
八－

一
一
九
）︑
北
ド
イ
ツ
的
な
市
民
生
活
へ
の
憧
憬
を

逆
に
も
た
ら
す
︒
但
し
︑
主
人
公
が
選
ん
だ
居
住
地
は
故
郷
の
町
で
は
な
い
︒
イ
タ
リ
ア
滞
在
の
後
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
居
住
し
た
ト
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ガ
ー
そ
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し
て
マ
ン
自
身
と
同
様
に
︑﹁
道
化
者
﹂
は
北
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
の
中
間
地
と
も
称
す
べ
き
﹁
中
部
ド
イ
ツ
の
都
﹂（
Ｍ
八－

一
一
九
）
を
選
ん
だ
の
で
あ

る
︒
そ
し
て
そ
の
町
で
部
屋
を
借
り
︑
部
屋
に
母
の
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
を
置
き
︑
宿
願
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
的
な
生
活
を
実
現
し
て
い
く
︒

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
︑
実
際
︑
私
の
毎
日
は
昔
か
ら
目
標
と
し
て
い
た
理
想
の
と
お
り
に
過
ぎ
た
の
で
す
︒
一
〇
時
頃
に
起
き
て
朝
食
を
と
り
︑
正

午
ま
で
ピ
ア
ノ
を
弾
い
た
り
︑
文
芸
誌
か
書
物
を
読
ん
だ
り
し
て
︑
時
を
過
ご
し
ま
し
た
︒
そ
れ
か
ら
往
来
を
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
き
︑
行
き
つ
け
の
小
さ
な

レ
ス
ト
ラ
ン
に
行
っ
て
食
事
を
し
︑
今
度
は
長
め
の
散
歩
を
し
て
︑
往
来
を
抜
け
︑
画
廊
を
抜
け
︑
郊
外
に
足
を
伸
ば
し
︑
レ
ル
ヒ
ェ
ン
ベ
ル
ク
に
登

り
ま
し
た
︒
帰
宅
す
る
と
︑
ま
た
午
前
と
同
じ
仕
事
で
す—
—

読
書
に
︑
音
楽
︑
そ
れ
に
ス
ケ
ッ
チ
の
よ
う
な
こ
と
を
楽
し
む
こ
と
も
少
な
く
な
く
︑

じ
っ
く
り
と
手
紙
を
書
く
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
︒
夕
食
後
︑
芝
居
か
音
楽
会
に
行
か
な
い
時
に
は
︑
カ
フ
ェ
に
陣
取
り
︑
寝
る
時
間
ま
で
新
聞
を
読
ん

だ
の
で
す
︒
し
か
し
結
構
な
一
日
と
な
り
︑
心
を
大
い
に
喜
ば
す
内
容
の
一
日
に
な
っ
た
の
は
︑
私
に
と
っ
て
新
し
く
美
し
い
モ
テ
ィ
ー
フ
が
ピ
ア
ノ

で
う
ま
く
弾
け
た
時
や
︑
短
編
小
説
を
読
ん
で
い
た
り
︑
一
幅
の
絵
を
眺
め
て
い
た
り
し
て
︑
穏
や
か
で
余
韻
の
あ
る
気
分
を
得
た
時
で
し
た
︒（
Ｍ
八

－

一
二
一
）

 

﹁
北
﹂
と
﹁
南
﹂
の
中
間
地
で
実
現
し
た
理
想
的
な
生
活
の
中
で
︑
主
人
公
が
得
た
も
の
は
何
か
︒
そ
れ
は
︑﹁
町
の
上
流
階
級
﹂
と
も
﹁
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
た

ち
﹂
と
も
関
わ
り
を
持
た
な
い
更
な
る
﹁
中
間
﹂
で
あ
り
︑
主
人
公
自
身
の
吐
露
に
よ
れ
ば
︑﹁
自
分
が
当
然
属
す
べ
き
一
定
の
社
会
階
級
が
無
か
っ
た
﹂
と

い
う
自
覚
で
あ
ろ
う
︒（
Ｍ
八－

一
二
三
）
こ
う
し
た
あ
る
種
の
孤
独
は
︑
次
第
に
通
常
の
社
会
生
活
か
ら
逸
脱
し
て
い
く
特
殊
な
状
況
の
み
な
ら
ず
︑﹁
外

的
幸
福
﹂
を
断
念
し
﹁
内
的
幸
福
﹂
の
み
を
追
い
求
め
よ
う
と
す
る
特
異
な
意
識
を
も
︑
主
人
公
に
も
た
ら
す
︒（
Ｍ
八－

一
二
六
）﹁
中
部
ド
イ
ツ
の
首
都
﹂

に
居
を
構
え
た
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
︑﹁
南
﹂
の
自
由
な
生
活
に
旅
愁
を
抱
い
て
か
つ
て
イ
タ
リ
ア
に
向
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹁
芸
術
家
﹂
に
は
な
ら

ず
︑﹁
北
﹂
の
堅
実
な
生
活
に
郷
愁
を
抱
い
て
い
ま
や
イ
タ
リ
ア
か
ら
戻
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹁
市
民
﹂
に
も
な
ら
な
い
︒
主
人
公
は
問
う
︑﹁
も
し
自
分

が
本
当
に
芸
術
家
で
あ
り
︑
音
や
言
葉
や
彫
刻
で
思
い
を
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
︑ど
う
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
︒（
Ｍ
八－

一
二
五
）
確
か
に
主
人
公

に
は
自
他
と
も
に
認
め
る
優
れ
た
芸
術
家
の
資
質
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
主
人
公
は
そ
う
し
た
資
質
ゆ
え
に
市
民
と
し
て
生
業
を
得
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
︑
そ

う
し
た
資
質
に
も
か
か
わ
ら
ず
芸
術
活
動
で
生
計
を
立
て
よ
う
と
も
し
な
い
︒﹁
道
化
者
﹂
が
市
民
と
し
て
﹁
生
活
す
る
﹂
こ
と
も
芸
術
家
と
し
て
﹁
創
作
す

る
﹂
こ
と
も
な
く
︑
た
だ
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
と
し
て
﹁
享
受
す
る
﹂
だ
け
で
生
き
て
い
け
る
の
は
︑
現
実
に
は
︑
親
の
遺
産
が
も
た
ら
す
利
息
の
恩
恵
に
す

ぎ
な
い
︒
し
か
し
︑
当
人
の
意
識
に
お
い
て
は
︑
市
民
と
し
て
で
あ
れ
︑
芸
術
家
と
し
て
で
あ
れ
︑
成
功
や
名
声
と
い
う
﹁
外
的
幸
福
﹂
で
は
な
く
︑
あ
く

ま
で
も
﹁
内
的
幸
福
﹂
こ
そ
が
肝
要
で
あ
る
︒（
Ｍ
八－

一
二
五
）
こ
の
よ
う
な
意
識
を
有
す
る
主
人
公
は
一
八
世
紀
の
社
交
的
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
と
は
あ
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ま
り
に
も
異
質
な
孤
独
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
だ
と
言
え
よ
う
︒

﹃
道
化
者
﹄に
お
け
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
特
殊
性
は
極
端
な
内
面
化
に
あ
る
︒
物
語
の
後
半
で
語
ら
れ
る
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
︑す
な
わ
ち
失
恋

の
体
験
と
旧
友
と
の
再
会
は
︑
孤
独
に
陥
っ
た
主
人
公
の
変
容
を
示
す
︒
法
律
顧
問
官
ラ
イ
ネ
ル
の
娘
ア
ン
ナ
に
対
す
る
﹁
道
化
者
﹂
の
思
慕
は
︑
奇
妙
な

失
恋
体
験
と
し
て
語
ら
れ
︑﹁
の
け
者
に
さ
れ
︑
顧
み
ら
れ
ず
︑
不
当
な
扱
い
を
受
け
︑
よ
そ
者
︑
異
常
者
︑
落
伍
者
︑
賎
民
と
な
り
︑
自
身
を
哀
れ
ん
で
い

る
﹂（
Ｍ
八－
一
三
三
以
下
）
と
い
う
思
い
を
主
人
公
に
植
え
付
け
る
︒
こ
の
場
合
︑マ
ン
文
学
で
頻
繁
に
起
こ
る
よ
う
に
︑ア
ン
ナ
は
写
実
的
に
描
か
れ
な

が
ら
同
時
に
類
型
化
さ
れ
た
描
写
対
象
と
な
っ
て
い
く
︒
そ
の
意
味
で
﹁
道
化
者
﹂
の
思
い
は
︑﹁
そ
の
目
に
太
陽
を
照
り
返
し
な
が
ら
軽
快
か
つ
優
雅
な
足

取
り
で
愛
想
よ
く
世
間
を
渡
る
光
の
人
た
ち
﹂︑
つ
ま
り
﹁
神
の
寵
児
﹂（
Ｍ
八－

一
二
五
）
に
対
す
る
極
め
て
屈
折
し
た
憧
憬
で
あ
り
︑﹁
毒
を
含
ん
だ
愛
﹂

（
Ｍ
八－

一
二
六
）
で
あ
り
︑
詰
ま
る
と
こ
ろ
︑
距
離
の
パ
ト
ス
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
う
し
た
状
況
の
中
︑
バ
ザ
ー
に
お
け
る
出
来
事
は
︑
主
人
公
の
変
容
を

如
実
に
示
す
︒
か
つ
て
﹁
道
化
者
﹂
は
︑
北
ド
イ
ツ
で
の
幼
少
年
期
に
お
い
て
で
あ
れ
︑
イ
タ
リ
ア
で
ま
さ
に
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
と
し
て
自
由
に
過
ご
し
た

青
年
期
で
あ
れ
︑
そ
の
名
の
ご
と
く
︑
実
に
社
交
的
な
人
物
で
あ
っ
た
︒
イ
タ
リ
ア
の
衣
装
を
着
飾
っ
た
ア
ン
ナ
が
出
店
で
ワ
イ
ン
を
出
し
て
い
る
と
き
︑

﹁
道
化
者
﹂
は
か
つ
て
の
快
活
な
落
ち
着
き
を
発
揮
し
︑
そ
れ
も
イ
タ
リ
ア
語
を
使
っ
て
︑
ワ
イ
ン
を
所
望
す
る
︒
し
か
し
︑
ア
ン
ナ
と
そ
の
脇
に
立
つ
フ
ィ

ア
ン
セ
と
の
間
に
割
っ
て
入
っ
た
と
き
︑
既
に
快
活
さ
を
失
っ
て
い
た
主
人
公
が
ア
ン
ナ
か
ら
受
け
取
っ
た
の
は
︑
一
杯
の
ワ
イ
ン
だ
け
で
は
な
い
︒
若
い

娘
の
冷
笑
の
ま
な
ざ
し
こ
そ
︑
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
る
運
命
を
主
人
公
に
決
定
的
に
悟
ら
せ
る
︒
類
型
化
さ
れ
た
ア
ン
ナ
の
ま
な
ざ
し
は
︑
突
然
目
の
前
に

現
れ
た
奇
妙
な
男
に
対
す
る
一
女
性
の
戦
き
で
あ
る
と
同
時
に
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
に
対
す
る
世
間
一
般
の
蔑
視
で
も
あ
っ
た
︒

総
じ
て
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
︑
冷
た
い
ま
な
ざ
し
を
二
重
に
受
け
る
︒
マ
ン
文
学
に
顕
著
な
二
項
対
立
的
図
式
を
用
い
れ
ば
︑
堅
実
に
生
業
を
営
む
﹁
市

民
﹂
に
と
っ
て
も
︑
真
摯
に
芸
術
と
向
き
合
う
﹁
芸
術
家
﹂
に
と
っ
て
も
︑﹁
享
受
す
る
人
﹂
は
多
か
れ
少
な
か
れ
胡
散
臭
い
︒
総
じ
て
マ
ン
文
学
で
は
︑
主

人
公
の
意
識
に
お
い
て
で
あ
れ
︑
語
り
手
の
ま
な
ざ
し
に
お
い
て
で
あ
れ
︑﹁
市
民
﹂
の
側
で
は
な
く
︑﹁
芸
術
家
﹂
の
側
に
重
き
が
置
か
れ
る
︒
そ
れ
だ
け

に
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
と
し
て
生
き
る
主
人
公
に
対
し
て
︑﹁
市
民
﹂
の
側
か
ら
蔑
視
が
向
け
ら
れ
て
も
︑﹁
芸
術
家
﹂
の
側
か
ら
蔑
視
は
特
段
向
け
ら
れ
は

し
な
い
︒
と
は
い
え
︑﹃
道
化
者
﹄
に
お
い
て
は
︑
孤
独
な
中
間
存
在
の
告
白
と
し
て
︑﹁
市
民
﹂
の
側
に
も
﹁
芸
術
家
﹂
の
側
に
も
属
さ
な
い
デ
ィ
レ
ッ
タ

ン
ト
の
苦
悩
が
示
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
様
々
な
可
能
性
を
前
に
し
て
の
あ
れ
か
こ
れ
か

4

4

4

4

4

4

の
開
か
れ
た
選
択
で
は
な
く
︑
極
端
な
内
面
化
が
も
た
ら
し
た
あ
れ

4

4

で
も
な
い
こ
れ
で
も
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
閉
ざ
さ
れ
た
行
き
詰
ま
り
に
基
づ
く
︒
そ
れ
は
︑
微
視
的
に
見
れ
ば
︑
行
動
力
を
失
っ
た
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
の
個
人
的
な

頓
挫
で
あ
り
︑
巨
視
的
に
見
れ
ば
︑
生
命
力
を
欠
く
デ
カ
ダ
ン
の
一
九
世
紀
的
な
病
に
他
な
ら
な
い
︒

ブ
ー
ル
ジ
ェ
の
著
作
か
ら
学
ん
だ
マ
ン
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
︑
以
上
の
如
く
描
か
れ
た
︒
し
か
し
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
文
学
的
結
晶

化
に
お
い
て
︑
重
要
な
点
が
旧
友
シ
リ
ン
グ
と
の
再
会
を
通
じ
て
今
一
度
強
調
さ
れ
る
︒﹁
君
は
い
つ
も
天
才
だ
っ
た
か
ら
な
﹂（
Ｍ
八－

一
三
九
）
と
旧
友
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は
言
う
︒
し
か
し
︑シ
リ
ン
グ
は
た
ち
ま
ち
見
抜
い
て
し
ま
う
︒﹁
道
化
者
﹂
が
も
は
や
か
つ
て
の
快
活
な
人
気
者
で
は
な
く
︑い
ま
や
偏
屈
な
孤
独
者
に
変

わ
り
果
て
て
い
る
こ
と
を
︒
自
分
に
軽
侮
の
念
を
示
し
た
旧
友
が
立
ち
去
る
と
︑
主
人
公
は
己
の
変
容
を
完
全
に
悟
り
︑
い
ま
や
認
識
の
嘔
吐
ゆ
え
に
も
は

や
書
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
こ
の
よ
う
な
結
末
に
お
い
て
︑﹁
道
化
者
﹂と
い
う
命
名
の
ず
れ
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
︒
そ
れ
は
皆
を
笑

わ
す
者
と
皆
か
ら
嘲
笑
さ
れ
る
者
と
の
相
違
に
他
な
ら
な
い
︒﹁
道
化
者
﹂
の
告
白
に
は
︑
詰
ま
る
と
こ
ろ
︑テ
ク
ス
ト
の
表
層
に
お
い
て
一
個
人
の
変
容
が

あ
り
︑
深
層
に
お
い
て
一
概
念
の
変
質
が
あ
る
︒﹃
道
化
者
﹄
が
示
す
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
文
学
的
結
晶
化
と
は
︑
開
か
れ
た
サ
ロ
ン
の
中
で
絵
画
や

音
楽
を
共
に
﹁
享
受
す
る
者
た
ち
﹂
に
よ
る
一
八
世
紀
的
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
閉
じ
ら
れ
た
密
室
の
中
で
文
学
や
音
楽
を
孤
独
に
﹁
享
受
す
る
者
﹂

に
よ
る
一
九
世
紀
的
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
ず
れ
を
描
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
孤
独
化
を
自
伝
的
要
素
を
取
り

込
み
な
が
ら
自
家
薬
籠
中
の
物
と
す
る
こ
と
で
︑
マ
ン
文
学
は
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

四
　
ル
ー
ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー

古
い
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
を
契
機
と
す
る
放
浪
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
培
わ
れ
︑
新
し
い
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
は
個
人
主
義
化
さ
れ
た
デ
カ
ダ
ン
ス
を
い
わ
ば
腐
植
土
と
す
る
︒
デ
カ
ダ
ン
ス
は
本
来
は
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
没
落
を
指
す
が
︑
現
代
で
は
一
九
世
紀

末
に
顕
著
な
﹁
文
化
的
な
衰
退
﹂
や
﹁
道
徳
的
な
頽
廃
﹂
の
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
同
概
念
は
︑
主
と
し
て
一
九
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
に

現
れ
︑
更
に
一
九
世
紀
末
に
お
い
て
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
に
広
ま
っ
た
精
神
現
象
を
指
す
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
一
九
世
紀
後
半
は
︑
進
歩
思
想
に
裏
付
け

ら
れ
た
実
証
主
義
的
な
物
質
主
義
の
時
代
で
あ
っ
た
︒
デ
カ
ダ
ン
ス
は
︑
こ
う
し
た
時
代
思
潮
に
対
す
る
い
わ
ば
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
︑
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ウ
ア
ー
的
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
や
ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
耽
溺
し
︑
世
紀
末
の
頽
廃
趣
味
や
耽
美
主
義
や
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
に
傾
く
芸
術
至
上
主
義
者
た
ち
に

よ
っ
て
主
と
し
て
担
わ
れ
る
︒﹃
一
九
〇
〇
年
頃
の
文
学
的
デ
カ
ダ
ン
ス
﹄の
著
者
で
あ
る
ラ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
︑﹁
来
世
の
希
望
を
欠
い
た
没
落
の
肯
定
は
︑

た
と
え
前
段
階
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
︑
一
九
世
紀
に
な
っ
て
初
め
て
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
﹂ （
19
）︑
世
紀
末
に
な
る
と
芸
術
的
感
受
性
と
の
顕
著
な
結
び

つ
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
言
い
方
を
変
え
れ
ば
︑
本
来
は
ロ
ー
マ
帝
国
末
期
の
堕
落
と
放
蕩
を
指
す
語
で
あ
っ
た
デ
カ
ダ
ン
ス
は
︑﹁
世
界
没
落
の
詩

的
︑
音
楽
的
表
現
と
直
接
結
び
つ
く
﹂ （
20
）
こ
と
で
︑
そ
う
し
た
結
び
つ
き
を
好
ん
で
﹁
享
受
す
る
﹂
者
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
︒
こ
う
し
て
一
集
団

の
没
落
で
は
な
く
︑
一
個
人
の
頽
廃
の
意
を
強
め
る
こ
と
で
︑デ
カ
ダ
ン
ス
は
独
自
の
芸
術
観
を
有
す
る
美
的
享
受
者
た
ち
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒

ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
デ
カ
ダ
ン
ス
は
︑
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ー
ル
（
一
八
六
三－

一
九
三
四
）
に
よ
っ
て
そ
の
言
葉
が
紹
介
さ
れ
て
以
来
︑
生
の
倦
怠
と
美

的
洗
練
を
有
し
な
が
ら
﹁
芸
術
の
た
め
の
芸
術
﹂
を
信
奉
す
る
文
学
者
た
ち
に
と
り
わ
け
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
︒
そ
こ
に
は
ニ
ー
チ
ェ
の
影
響
が
さ
ま
ざ
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ま
に
影
を
お
と
し
︑
デ
カ
ダ
ン
ス
の
中
に
も
生
へ
の
渇
望
が
奇
妙
に
混
淆
す
る
が
︑
デ
カ
ダ
ン
ス
に
対
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
深
い
洞
察
は
概
ね
認
め
が
た

い
︒ （
21
）
デ
カ
ダ
ン
ス
に
刻
印
さ
れ
た
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
︑
一
方
で
︑
ニ
ー
チ
ェ
的
な
思
想
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
欠
き
な
が

ら
個
人
主
義
化
し
︑
他
方
で
︑
美
的
洗
練
を
対
象
に
あ
る
い
は
自
己
に
求
め
る
耽
美
主
義
や
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
と
も
区
別
し
難
い
ほ
ど
に
重
な
り
合
う
︒
か
つ

て
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
も
あ
っ
た
が
︑
い
ま
や
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
デ
カ
ダ
ン
で
あ
り
︑
耽
美
主
義
者
で
も
あ
り
︑
ダ
ン
デ
ィ
で
も

あ
る
︒
イ
タ
リ
ア
語
の
語
源
に
基
づ
く
﹁
享
受
す
る
人
﹂
は
︑
一
八
世
紀
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
否
定
的
意
味
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
が
︑
学
問
の
み
な
ら

ず
︑
芸
術
も
専
門
化
が
進
み
︑
実
証
主
義
的
な
厳
密
さ
が
求
め
ら
れ
る
一
九
世
紀
後
半
に
至
る
と
︑
市
民
の
側
か
ら
す
る
と
市
民
生
活
か
ら
の
逸
脱
者
と
し

て
︑
芸
術
家
の
側
か
ら
す
る
と
単
な
る
芸
術
家
気
取
り
の
素
人
と
し
て
︑
否
定
的
意
味
合
い
を
増
し
て
い
く
︒
こ
の
よ
う
な
新
た
な
意
味
づ
け
と
と
も
に
始

ま
っ
た
の
が
︑
前
述
の
と
お
り
︑
マ
ン
文
学
で
あ
っ
た
︒

も
っ
と
も
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
マ
ン
と
同
時
代
に
活
躍
し
た
も
う
一
人
の
人
物
に
も
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
︒
ブ
ー
ル
ジ
ェ
と
同
様
に
︑
デ

カ
ダ
ン
ス
に
刻
印
さ
れ
た
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
時
代
の
問
題
と
し
て
捉
え
な
が
ら
︑
そ
こ
に
自
ら
の
思
想
的
展
開
の
契
機
を
見
出
し
︑
一
九
一
〇
年

に
﹃
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
﹄
を
世
に
問
う
た
ル
ー
ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー
こ
そ
︑
ま
さ
に
そ
の
人
で
あ
る
︒ （
22
）
独
自
の
観
相
学
を
展
開
し
た
オ
ー
ス
ト
リ

ア
の
思
想
家
は
︑
一
九
世
紀
後
半
以
降
に
顕
著
に
な
っ
た
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
現
代
の
個
人
主
義
の
産
物
と
捉
え
︑
新
た
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
を

﹁
偉
大
さ
﹂に
無
縁
な
近
代
人
の
典
型
と
み
な
し
た
︒カ
ス
ナ
ー
の
著
作
は
必
ず
し
も
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
厳
密
な
定
義
を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な

く
︑
む
し
ろ
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
を
通
じ
て
自
ら
の
思
想
の
新
た
な
展
開
を
探
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
但
し
︑
空
間
的
か
つ
時
間
的
な
対
比
か
ら
デ
ィ
レ
ッ
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
位
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
︑
結
果
的
に
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
実
像
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
よ
り
厳
密

に
言
え
ば
︑
空
間
的
に
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
特
殊
性
を
露
わ
に
し
︑
時
間
的
に
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
変
容
を
問
題
に
し
た
の

で
あ
る
︒

プ
ラ
ト
ン
︑
ク
ザ
ー
ヌ
ス
︑
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
等
に
自
ら
の
精
神
的
始
祖
を
見
出
し
た
カ
ス
ナ
ー
は
︑
西
欧
合
理
主
義
に
対
す
る
﹁
異
端
の
正
統
者
﹂
と
し

て
︑
独
自
の
精
神
的
営
為
を
展
開
し
た
︒
そ
の
際
︑
数
的
処
理
に
拘
泥
す
る
実
証
的
心
理
学
を
拒
絶
し
︑
因
果
律
に
終
始
す
る
合
理
的
思
考
に
反
発
し
た
だ

け
に
︑
自
ら
の
思
想
の
表
明
手
段
と
し
て
︑
い
や
︑
自
ら
の
思
想
そ
の
も
の
と
し
て
︑
体
系
的
な
言
説
と
は
異
質
な
エ
ッ
セ
イ
を
好
ん
で
用
い
た
︒﹃
デ
ィ

レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
﹄
に
お
い
て
も
︑
二
四
か
ら
な
る
各
章
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
あ
る
程
度
完
結
し
て
い
な
が
ら
︑
緩
や
か
に
結
び
付
い
て
全
体
と
し
て

一
つ
の
コ
ン
ス
テ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
︒
し
か
も
︑
多
様
な
対
比
に
基
づ
く
い
さ
さ
か
大
胆
な
言
説
が
︑
あ
る
時
は
箴
言
の
よ
う
に
︑
あ

る
時
は
戯
言
の
よ
う
に
︑
際
立
つ
︒
例
え
ば
︑
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
を
め
ぐ
り
︑
カ
ス
ナ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
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お
そ
ら
く
こ
う
主
張
し
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
︒
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
異
性
と
盛
ん
に
つ
き
合
う
者
よ
り
も
異
性
と
つ
き
合
い
の
無
い
者
の
間
で
現
れ

る
こ
と
が
多
く
︑
そ
れ
だ
け
に
ラ
テ
ン
系
よ
り
も
ゲ
ル
マ
ン
系
の
間
で
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
︒
フ
ラ
ン
ス
人
の
間
ほ
ど
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
が

珍
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
だ
ろ
う
︒（
Ｋ
一
四
） （
23
）

 

問
題
は
ド
イ
ツ
人
と
フ
ラ
ン
ス
人
の
気
質
を
め
ぐ
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
単
な
る
差
異
で
は
な
い
︒
同
じ
よ
う
な
対
比
が
別
の
箇
所
で
も
繰
り
返
さ
れ

る
際
︑
女
性
や
社
交
性
を
め
ぐ
っ
て
︑
新
旧
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒

フ
ラ
ン
ス
人
は
全
く
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
は
な
い
︒
社
会
や
個
人
生
活
に
お
け
る
女
性
の
地
位
か
ら
し
て
︑
フ
ラ
ン
ス
人
が
そ
う
な
る
の
を
阻
む
︒
も

と
も
と
女
性
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
を
好
ま
な
い
︒
少
な
く
と
も
現
代
の
孤
独
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
を
︒（
Ｋ
三
六
）

 

こ
こ
で
我
々
は
マ
ン
の
﹃
道
化
者
﹄
に
お
い
て
主
人
公
に
向
け
ら
れ
た
ア
ン
ナ
の
冷
や
や
か
な
ま
な
ざ
し
を
思
い
出
す
︒﹁
道
化
者
﹂
は
︑
前
述
の
と
お

り
︑
皆
を
笑
わ
す
快
活
な
人
気
者
か
ら
皆
に
嘲
笑
さ
れ
る
偏
屈
な
孤
独
者
に
変
わ
り
果
て
て
い
た
︒
類
型
化
さ
れ
た
若
い
娘
の
見
下
し
は
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン

ト
に
対
す
る
女
性
一
般
の
嫌
悪
で
も
あ
る
︒
但
し
︑
こ
う
し
た
蔑
視
は
﹁
現
代
の
孤
独
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
﹂
に
の
み
向
け
ら
れ
︑﹁
か
つ
て
の
社
交
的
な

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
﹂
に
は
向
け
ら
れ
な
い
︒
従
っ
て
︑
カ
ス
ナ
ー
の
一
見
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
言
説
に
の
み
拘
泥
し
て
い
る
と
︑
思
想
と
し
て
の
エ
ッ
セ

イ
の
深
層
に
入
り
込
め
ず
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
変
容
が
見
え
て
こ
な
い
︒

同
様
な
こ
と
は
︑
ド
イ
ツ
人
と
イ
ギ
リ
ス
人
の
対
比
に
お
い
て
も
言
え
よ
う
︒
い
わ
ば
ダ
ン
デ
ィ
の
国
イ
ギ
リ
ス
に
も
数
多
く
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
が
存

在
す
る
が
︑
新
旧
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
め
ぐ
り
︑
ド
イ
ツ
と
は
事
情
が
異
な
る
︒

顕
著
な
こ
と
と
し
て
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
や
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
ド
イ
ツ
人
ほ
ど
話
題
に
上
る
と
こ
ろ
は
な
く
︑
イ
ギ
リ
ス
人
ほ
ど
話
題
に
上

ら
な
い
と
こ
ろ
は
な
い
︒
も
っ
と
も
実
際
に
は
他
の
ど
の
国
に
も
ま
し
て
イ
ギ
リ
ス
で
は
個
々
の
領
域
で
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
支
配
す
る
︒
だ

が
彼
の
地
で
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
無
害
の
ま
ま
で
あ
り
︑
肺
腑
を
え
ぐ
る
こ
と
は
な
く
︑
か
な
り
前
の
世
紀
に
取
り
続
け
た
姿
の
ま
ま
で
あ

る
︒
つ
ま
り
︑
社
交
的
な
人
間
の
表
れ
が
そ
れ
で
︑
ド
イ
ツ
人
の
間
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
な
孤
独
な
破
滅
的
人
間
の
そ
れ
で
は
な
い
︒（
Ｋ
二

二
）
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デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
関
し
て
︑
イ
ギ
リ
ス
人
の
場
合
︑
か
つ
て
の
社
交
的
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
ま
ま
だ
が
︑
ド
イ
ツ
人
の
場
合
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ

ン
ト
は
﹁
道
化
者
﹂
の
よ
う
に
変
容
を
遂
げ
て
い
た
︒
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
︑
カ
ス
ナ
ー
は
﹁
か
く
し
て
本
物
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
ド
イ
ツ
に
住
む
︒
教

養
と
代
用
品
の
国
に
﹂
と
言
い
︑﹁
ダ
ン
デ
ィ
︑
つ
ま
り
こ
の
耽
美
的
変
人
は
︑
ス
ポ
ー
ツ
と
よ
き
素
材
と
偽
装
の
国
イ
ギ
リ
ス
の
出
身
で
あ
る
﹂
と
断
言
し

な
が
ら
︑
両
者
の
相
違
に
言
い
及
ぶ
︒

確
実
な
こ
と
︑
そ
れ
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
に
は
多
く
の
欠
点
が
あ
る
も
の
の
︑
偽
装
に
関
わ
り
が
な
い
こ
と
だ
︒
／
ダ
ン
デ
ィ
は
教
養
を
軽
視
す
る
︒

︹
中
略
︺
ダ
ン
デ
ィ
に
教
養
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
何
は
さ
て
お
き
や
は
り
偽
装
の
術
︑
自
制
の
術
で
あ
ろ
う
︒
ダ
ン
デ
ィ
は
鏡
の
前
で
身
を
繕
い
︑
鏡
を

前
に
し
て
我
々
は
ま
さ
に
偽
装
を
学
ぶ
︒（
Ｋ
二
七
）

 

勿
論
︑
ド
イ
ツ
に
も
ド
イ
ツ
な
り
に
ダ
ン
デ
ィ
は
存
在
し
よ
う
︒
お
そ
ら
く
ド
イ
ツ
よ
り
も
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
︑
と
り
わ
け
ウ
ィ
ー
ン
に
は
︑
耽
美
主

義
者
の
中
に
ダ
ン
デ
ィ
が
多
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒
但
し
︑
カ
ス
ナ
ー
の
見
解
は
手
厳
し
く
︑﹁
ド
イ
ツ
の
ダ
ン
デ
ィ
は
大
抵
の
場
合
︑
ス
ノ
ッ
ブ
で
あ
り
︑

単
に
几
帳
面
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
﹂（
Ｋ
二
九
）︒
も
っ
と
も
カ
ス
ナ
ー
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
と
の
関
係
を
単
に
国
民
性
の
相
違
と

し
て
処
理
す
る
の
で
な
く
︑
汎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
現
象
と
し
て
の
変
化
に
気
づ
く
︒
カ
ス
ナ
ー
に
よ
れ
ば
︑
一
八
世
紀
に
お
い
て
峻
別
さ
れ
て
い
た
デ
ィ

レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
は
︑
一
九
世
紀
に
い
た
る
と
︑
デ
カ
ダ
ン
ス
と
同
様
に
と
も
に
個
人
主
義
化
し
︑
区
別
し
難
い
ほ
ど
融
合
し
て
い
く
︒

こ
の
よ
う
な
展
開
は
︑﹁
内
的
意
識
と
外
的
経
験
と
の
間
に
不
釣
り
合
い
﹂（
Ｋ
三
三
）
と
﹁
常
識
と
慣
習
の
欠
落
﹂（
Ｋ
三
五
）
が
甚
だ
し
い
国
ド
イ
ツ
に
お

い
て
︑
芸
術
家
を
装
う
孤
独
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
出
現
を
促
す
︒
こ
う
し
て
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
︑
文
学
に
お
い
て
市
民
と
芸
術
家
の
対
立
と
結

び
付
き
︑﹃
道
化
者
﹄
の
み
な
ら
ず
︑
近
現
代
の
ド
イ
ツ
文
学
か
ら
多
々
読
み
取
れ
る
よ
う
に
︑
市
民
的
秩
序
の
権
化
と
も
称
す
べ
き
﹁
目
的
人
間
﹂（
Ｋ
二

九
）
の
父
親
と
そ
の
生
き
方
に
反
発
し
て
芸
術
家
に
な
る
こ
と
を
望
む
息
子
の
対
立
と
し
て
表
面
化
す
る
︒
ド
イ
ツ
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
顕
著
な

二
項
対
立
は
︑
別
言
す
れ
ば
︑
自
己
と
社
会
の
関
係
で
あ
り
︑
世
に
通
じ
た
者
と
世
に
疎
い
者
の
関
係
と
言
え
よ
う
︒
カ
ス
ナ
ー
に
よ
れ
ば
︑
ド
イ
ツ
人
の

中
に
も
二
種
類
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
あ
り
︑﹁
第
一
に
︑
専
門
家
な
ら
非
常
に
激
し
く
︑
教
育
者
な
ら
い
く
ら
か
こ
っ
け
い
な
厳
し
さ
で
反
発
す
る

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
﹂
で
あ
り
︑﹁
第
二
種
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
偉
大
な
精
神
の
中
に
あ
る
﹂︒（
Ｋ
三
一
）
前
者
が
几
帳
面
な
ス
ノ
ッ
ブ
と
も

称
す
べ
き
ド
イ
ツ
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
を
生
み
出
し
︑
後
者
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
天
才
的
な
芸
術
家
の
本
質
を
な
す
が
︑
何
れ
に
お
い
て
も
自
己
と
社
会
の

関
係
が
歪
ん
で
い
る
︒
フ
ラ
ン
ス
人
と
の
対
比
で
言
え
ば
︑﹁
私
た
ち
が
生
の
形
式
︑
生
活
様
式
︑
慣
習
︑
最
も
良
い
意
味
で
の
常
識
と
名
付
け
る
も
の
﹂（
Ｋ

三
一
）
に
溢
れ
る
フ
ラ
ン
ス
人
に
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
が
少
な
く
︑
自
己
と
社
会
を
つ
な
ぐ
知
恵
を
欠
く
故
に
ド
イ
ツ
人
に
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
が
多
い
︒
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猛
烈
な
精
神
的
努
力
が
あ
り
︑
軽
妙
で
︑
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
才
気
煥
発
に
書
か
れ
た
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
本
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ド
イ
ツ
人

に
は
世
間
通
が
見
当
た
ら
な
い
︒
そ
れ
故
に
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
が
多
く
お
り
︑
そ
れ
故
に
ま
た
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
た
ち
の
間
に
羞
恥
心
が
多
く
あ
り
︑

そ
れ
故
に
精
神
と
世
間
と
の
間
に
は
騒
ぎ
が
多
く
あ
り
︑
慢
性
的
矛
盾
が
あ
る
︒
そ
う
な
る
と
過
多
な
こ
と
ば
と
過
少
の
事
物
が
常
に
あ
り
︑
そ
う
な

る
と
自
己
欺
瞞
と
自
己
背
信
が
あ
り
︑
突
然
の
中
断
が
あ
り
︑
精
神
の
人
々
に
お
け
る
明
ら
か
な
精
神
性
欠
如
と
不
自
然
な
審
美
的
文
化
に
お
け
る
明

ら
か
な
無
趣
味
と
が
あ
る
の
だ
︒（
Ｋ
三
一
）

 

カ
ス
ナ
ー
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
一
方
的
に
断
罪
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
偉
大
な
芸
術
家
の
場
合
︑﹁
常
識
と
慣
習
の
欠

落
﹂
が
甚
だ
し
い
故
に
︑
い
や
︑
甚
だ
し
い
か
ら
こ
そ
︑
芸
術
家
性
の
根
源
に
純
粋
で
素
朴
な
何
か
が
あ
る
︒

私
の
考
え
で
は
︑
ド
イ
ツ
の
天
才
は
こ
の
世
で
最
も
慣
習
と
か
け
離
れ
た
天
才
で
あ
る
︒
自
分
と
向
き
合
っ
た
世
界
に
対
し
て
ゲ
ー
テ
以
上
に
純
粋
な

ま
な
ざ
し
を
投
げ
た
者
が
誰
か
い
た
と
か
︑
あ
る
い
は
︑
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
以
上
に
子
供
の
よ
う
な
根
源
的
感
覚
︑
大
い
な
る
喜
び
を
抱

い
て
そ
う
し
た
世
界
に
気
づ
い
た
者
が
い
た
と
は
︑
私
に
は
思
え
な
い
︒（
Ｋ
三
五
）

 

カ
ス
ナ
ー
の
見
解
は
古
典
的
な
天
才
美
学
の
域
を
必
ず
し
も
超
え
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
肝
要
な
点
は
︑
カ
ス
ナ
ー
に
と
っ
て
第
二
種
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン

テ
ィ
ズ
ム
が
必
ず
し
も
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
を
生
み
出
す
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
芸
術
家
存
在
の
い
わ
ば
核
心
で
あ
っ
て
︑
そ
の
意
味
で
芸
術
家
と
デ
ィ

レ
ッ
タ
ン
ト
が
峻
別
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
ろ
う
︒
カ
ス
ナ
ー
は
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
を
芸
術
家
の
い
わ
ば
前
段
階
と
捉
え
る
ラ
ス
キ
ン
の
見
解
を
否
定
し
た

上
で
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
が
情
感
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
芸
術
家
は
本
質
的
に
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
と
見
な
す
︒

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
我
々
に
自
分
自
身
の
気
分
を
︑
あ
る
い
は
む
し
ろ
苦
悩
を
︑
あ
る
い
は
む
し
ろ
幸
福
を
伝
え
よ
う
と
し
︑
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
無

理
に
押
し
つ
け
よ
う
と
し
︑
そ
れ
ゆ
え
非
常
に
活
発
で
︑
こ
こ
か
し
こ
に
い
る
が
︑
本
来
は
ど
こ
に
も
い
な
い
︒
芸
術
家
は
自
分
自
身
の
世
界
の
中
に

生
き
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
中
に
芸
術
家
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
︑
宿
命
的
な
も
の
が
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
普
通
の
人
間
に
は
縁
遠
く
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ

ン
ト
に
は
全
く
気
づ
か
れ
な
い
︑
自
己
と
世
界
の
︑
主
体
と
客
体
の
間
に
あ
る
血
縁
関
係
の
中
に
だ
︒（
Ｋ
四
〇
）

 

芸
術
家
と
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
間
に
は
︑
創
作
活
動
の
実
質
的
な
有
無
だ
け
で
は
な
く
︑
相
互
に
影
響
を
も
た
ら
す
主
客
関
係
の
本
質
的
な
有
無
が
あ
ろ
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う
︒
芸
術
家
︑と
り
わ
け
卓
越
し
た
芸
術
家
の
場
合
︑
偉
大
な
精
神
が
常
に
人
間
に
事
物
を
も
た
ら
し
︑
事
物
に
人
間
を
も
た
ら
す
と
い
う
主
客
関
係
に
よ
っ

て
﹁
内
部
で
文
化
全
体
が
更
新
さ
れ
る
人
間
﹂（
Ｋ
一
六
）
と
な
り
︑
時
代
を
超
越
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
関
係
は
︑
カ
ス
ナ
ー
の
思
想
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
︑

何
ら
か
の
像
（B

ild

）
を
心
の
中
で
漠
然
と
思
い
浮
か
べ
る
力
で
は
な
く
︑
自
己
の
中
に
﹁
意
味
と
し
て
の
像
﹂Sinn-B

ild

を
作
り
入
れ
（einbilden

）
な

が
ら
事
物
と
交
わ
る
﹁
想
像
力
﹂Einbildungskraft

に
基
づ
く
︒
人
間
が
事
物
を
外
か
ら
中
へ
引
き
入
れ
る
こ
と
で
事
物
を
変
え
る
と
同
時
に
︑
事
物
は
そ

の
も
の
に
入
り
込
ん
だ
人
間
を
瞬
く
間
に
変
え
て
し
ま
う
︒
カ
ス
ナ
ー
に
と
っ
て
芸
術
家
の
﹁
表
現
﹂A

usdruck

と
は
︑
認
識
す
る
主
体
と
認
識
さ
れ
る
客

体
と
の
相
互
作
用
が
働
い
た
結
果
と
言
え
よ
う
︒
カ
ス
ナ
ー
が
第
二
一
章
で
﹁
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
自
分
に
無
縁
な
も
の
を
︑
芸
術
家
は
自
分
に
縁
あ
る
も

の
を
求
め
る
﹂（
Ｋ
四
一
）
と
述
べ
る
際
も
︑
第
二
三
章
に
て
ゲ
ー
テ
の
﹃
造
形
芸
術
の
素
材
﹄
か
ら
引
用
す
る
際
も
︑こ
の
よ
う
な
主
客
関
係
を
踏
ま
え
て

い
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
︑﹁
表
現
﹂
と
は
無
縁
な
中
身
を
欠
く
﹁
雑
種
﹂（
Ｋ
四
二
）
と
し
て
︑
時
代
と
そ
の
概
念
を
過
大
評
価
し
︑
何
を

す
る
に
し
て
も
自
分
自
身
か
対
象
を
過
大
評
価
し
て
し
ま
う
︒﹁
全
て
を
時
流
に
あ
わ
せ
て
測
る
﹂（
Ｋ
一
六
）
か
ら
だ
︒
カ
ス
ナ
ー
が
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
を
問
題
に
す
る
所
以
は
︑
そ
こ
に
現
代
が
結
晶
化
し
て
い
る
か
ら
と
言
え
よ
う
︒
カ
ス
ナ
ー
は
自
ら
の
時
代
を
貴
族
支
配
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
民
主
主

義
の
時
代
と
し
て
捉
え
る
︒

民
主
主
義
は
外
部
の
事
物
︑
可
視
の
し
る
し
︑
特
定
の
価
値
︑
尺
度
を
欠
く
︒
民
主
主
義
の
場
合
︑
す
べ
て
は
推
移
し
︑
そ
の
際
い
さ
さ
か
そ
の
場
か

ぎ
り
に
な
り
︑
個
々
の
価
値
が
相
殺
さ
れ
る
︒
す
べ
て
が
自
ら
の
価
値
を
他
の
中
に
持
つ
︒
ど
の
事
物
も
ま
ず
は
人
間
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

人
間
も
ま
た
も
は
や
事
物
の
尺
度
と
は
な
ら
ず
︑
分
か
た
れ
て
い
て
︑
落
ち
着
く
こ
と
は
な
く
︑
自
分
自
身
を
他
者
の
中
︑
隣
人
の
中
︑
最
も
遠
い
も

の
の
中
︑
無
の
中
で
探
す
︙
︙
（
Ｋ
一
五
）

 

カ
ス
ナ
ー
に
と
っ
て
現
代
人
の
典
型
で
あ
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
と
り
わ
け
尺
度
を
欠
く
︒
節
度
と
い
う
意
味
合
い
を
多
分
に
併
せ
持
つ
﹁
尺
度
﹂M

aß

は
︑
カ
ス
ナ
ー
の
精
神
的
営
為
が
凝
縮
し
た
概
念
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
自
ら
の
価
値
に
基
づ
い
て
自
分
を
﹁
測
る
こ
と
﹂m

essen

で
あ
っ
て
︑
決
し
て
自
ら

の
価
値
を
他
の
中
に
持
つ
こ
と
で
は
な
い
︒
そ
の
意
味
で
尺
度
は
︑
他
者
か
ら
吹
き
込
ま
れ
たspiritus

（
精
神
）
で
は
な
く
︑m

ensurare

（
測
る
）
を
語
源

と
し
︑
人
間
精
神
の
能
動
的
働
き
を
意
味
す
るm

ens

（
精
神
）
に
基
づ
く
︒
カ
ス
ナ
ー
は
総
じ
て
︑
他
者
で
は
な
く
自
ら
を
尺
度
と
し
て
自
己
を
測
る
こ

と
︑
言
い
換
え
る
と
︑﹁
節
度
﹂M

aß

や
﹁
落
ち
着
き
﹂G

em
essenheit

を
通
じ
て
自
己
と
同
一
化
す
る
こ
と
を
求
め
る
︒
こ
の
よ
う
な
自
己
と
の
﹁
合
一
﹂

Einigung

は
︑
内
と
外
の
﹁
一
致
﹂Einheit

︑﹁
全
一
性
﹂A

ll-Einheit

の
状
態
に
あ
る
人
間
が
﹁
表
現
﹂A

usdruck

に
至
り
﹁
意
味
﹂Sinn

を
表
出
す
る
こ
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と
に
よ
っ
て
し
か
果
た
さ
れ
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
カ
ス
ナ
ー
の
思
想
に
基
づ
い
て
﹃
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
﹄
を
捉
え
直
す
と
︑
芸
術
家
は
自
ら
の
内
に

尺
度
を
持
つ
こ
と
で
想
像
力
に
よ
る
内
と
外
と
の
﹁
一
致
﹂Einheit

を
体
現
し
︑
時
代
の
中
に
と
ど
ま
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
自
ら
の
内
に
尺
度
を
も
た
な

い
故
に
雑
種
の
よ
う
に
内
と
外
と
の
﹁
二
重
性
﹂Zw

eiheit

の
中
で
生
き
る
︒
カ
ス
ナ
ー
の
言
う
﹁
偉
大
さ
﹂
は
︑
芸
術
家
に
あ
り
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
に

は
な
い
︒
前
者
が
﹁
同
一
性
﹂Identität

に
基
づ
く
﹁
顔
﹂
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
で
絶
え
ず
時
代
を
超
越
し
︑
後
者
が
﹁
個
性
﹂Individualität

に
基
づ
く

﹁
仮
面
﹂
の
世
界
に
生
き
る
故
に
決
し
て
時
代
を
超
え
て
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

﹃
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
﹄
以
降
に
展
開
さ
れ
る
カ
ス
ナ
ー
の
観
相
学
が
一
個
人
に
お
け
る
内
面
と
外
面
の
連
関
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
︑
壮
大
な
広

が
り
を
有
す
る
内
と
外
の
合
一
に
行
き
着
く
よ
う
に
︑
カ
ス
ナ
ー
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
論
も
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
変
容
を
踏
ま
え
た
上
で
の
大
き

な
射
程
を
持
つ
︒
カ
ス
ナ
ー
に
よ
れ
ば
︑
尺
度
で
あ
れ
︑
全
一
性
で
あ
れ
︑
偉
大
さ
で
あ
れ
︑
人
間
の
成
長
と
と
も
に
︑
あ
る
い
は
人
類
の
発
展
と
と
も
に
︑

失
わ
れ
て
し
ま
う
︒
肝
要
な
こ
と
は
︑
自
分
自
身
を
尺
度
と
し
て
自
分
を
測
り
な
が
ら
自
己
と
再
び
合
一
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
想
像
力
に
よ
っ
て
内
と
外
と

を
新
た
に
一
つ
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
精
神
的
営
為
と
最
も
か
け
離
れ
て
い
る
の
が
現
代
の
個
人
主
義
で
あ
り
︑
そ
れ
を
体
現
す

る
現
代
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
る
︒
カ
ス
ナ
ー
曰
く
︑﹁
か
つ
て
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
収
集
家
だ
っ
た
︒
現
代
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
︑た
と
え
収
集
を

行
っ
て
い
る
に
し
て
も
︑
常
に
批
評
家
で
あ
る
﹂（
Ｋ
一
七
）
と
︒
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
開
か
れ
た
サ
ロ
ン
の
中
で
芸
術
を
共
に
享
受
し
な
が
ら
作
品
を
収
集

し
て
き
た
が
︑
現
代
に
お
い
て
は
閉
じ
ら
れ
た
密
室
の
中
で
芸
術
を
孤
独
に
享
受
し
な
が
ら
作
品
を
批
評
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
︑
グ
ラ

ン
ド
・
ツ
ア
ー
の
時
代
か
ら
個
人
主
義
の
時
代
に
か
け
て
大
い
に
変
容
し
た
が
︑
現
代
に
至
る
と
︑
個
性
に
基
づ
く
多
様
な
﹁
仮
面
﹂
を
持
つ
無
節
度
な
存

在
と
化
す
︒

一
七
世
紀
と
一
八
世
紀
に
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
技
術
と
シ
ス
テ
ム
を
︑
外
的
な
人
間
︑
政
治
的
な
人
間
を
誇
張
し
た
︒
我
々
の
時
代
で
は
人
間
そ
の

も
の
を
︑
尺
度
を
も
た
な
い
者
︑
解
き
放
た
れ
た
者
を
誇
張
す
る
︒
／
そ
れ
ゆ
え
に
現
代
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
な
の
だ
︒︹
中
略
︺
／

あ
る
い
は
﹁
進
化
﹂
す
る
多
く
の
人
間
た
ち
の
一
人
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒（
Ｋ
一
六
）

 

か
つ
て
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
が
外
的
な
人
間
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
新
た
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
︑﹁
自
ら
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂（
Ｋ
四
六
）
内
的

な
人
間
と
し
て
︑
完
全
に
人
間
の
内
側
に
存
す
る
︒
他
者
の
価
値
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
所
与
の
自
己
か
ら
脱
出
で
き
な
い
者
は
︑
尺
度
を
欠
き
︑
形
式
を

欠
く
︒
現
代
に
お
い
て
本
物
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
︑
カ
ス
ナ
ー
に
す
れ
ば
︑
ダ
ン
デ
ィ
の
国
で
も
な
く
︑
慣
習
の
国
で
も
な
く
︑﹁
教
養
と
代
用
品
の
国
﹂

に
こ
そ
多
い
︒
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代
用
品
と
は
︑
思
う
に
︑
機
械
の
よ
う
に
な
り
︑
学
識
を
有
し
︑
仕
事
を
も
ち
︑
生
き
る
こ
と
に
貪
欲
で
あ
り
な
が
ら
も
︑
ま
っ
た
く
生
き
る
こ
と
に

な
じ
ん
で
い
な
い
者
た
ち
の
現
代
的
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
り
︑
進
歩
と
発
展
の
時
代
に
お
け
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
な
の
だ
︒
今
日

で
は
こ
う
し
た
者
た
ち
が
真
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
る
︒（
Ｋ
四
四
）

 

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
︑
進
歩
と
発
展
の
時
代
に
︑
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
に
お
い
て
︑
社
交
性
の
あ
る
外
向
的
人
間
か
ら
孤
独
な
内
向
的
人
間
に
変
容
し
た
だ

け
で
は
な
い
︒
い
ま
や
偉
大
さ
に
無
縁
で
︑
要
領
が
よ
く
︑
無
分
別
で
︑
内
的
に
分
裂
し
た
﹁
雑
種
﹂
に
陥
っ
て
い
る
︒﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
間
に
と
っ
て
︑

そ
も
そ
も
南
国
人
に
と
っ
て
︑デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
外
か
ら
内
へ
と
転
じ
人
間
を
本
質
的
に
損
な
う
と
い
う
危
険
は
無
い
﹂（
Ｋ
二
一
）
と
言
う
と
き

も
︑﹁
か
つ
て
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
と
見
な
さ
れ
て
い
た
多
く
の
者
た
ち
は
今
日
で
は
病
気
だ
﹂（
Ｋ
四
四
）
と
言
う
と
き
も
︑
カ
ス
ナ
ー
は
た
し
か
に
同
時
代

に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
孤
独
な
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
︒
し
か
し
︑﹃
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
﹄
は
︑そ
う
し
た
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
像
の
批

判
的
な
解
明
を
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
大
き
な
広
が
り
の
中
で
行
う
︒
事
実
︑﹁
現
代
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
﹂
に
向
け
ら
れ
た
批
判
は
︑
同
書
の
読
み
手
で

あ
る
現
代
の
我
々
に
も
通
じ
る
︒
個
人
主
義
化
さ
れ
た
新
し
い
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
は
進
歩
と
発
展
の
時
代
で
あ
る
現
代
社
会
の
問
題
が
凝
縮
し
︑

デ
カ
ダ
ン
と
多
分
に
重
な
る
現
代
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
に
は
現
代
人
の
原
像
（U

rbild

）
が
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
カ
ス
ナ
ー
の
場
合
︑
現
代
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン

ト
が
有
す
る
デ
カ
ダ
ン
ス
と
は
︑
時
代
の
も
し
く
は
他
者
の
見
解
を
あ
ま
り
に
も
早
く
あ
ま
り
に
も
貪
欲
に
受
け
入
れ
る
無
尺
度
に
あ
り
︑
所
与
の
自
己
か

ら
抜
け
き
れ
な
い
ゆ
え
に
全
体
と
の
真
の
つ
な
が
り
を
自
ら
の
内
に
持
た
な
い
無
形
式
に
あ
る
︒
逆
に
言
え
ば
︑
す
べ
て
を
受
け
入
れ
る
分
断
さ
れ
た
生
こ

そ
デ
カ
ダ
ン
ス
に
他
な
ら
な
い
︒﹃
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
﹄で
行
わ
れ
た
芸
術
家
と
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
区
別
は
︑カ
ス
ナ
ー
思
想
の
眼
目
で
あ
る
独
自

の
観
相
学
に
お
い
て
︑
内
と
外
と
の
合
一
が
果
た
さ
れ
た
﹁
同
一
性
﹂
の
世
界
と
そ
う
し
た
合
一
と
は
無
縁
な
﹁
個
性
﹂
の
世
界
の
峻
別
︑
詰
ま
る
と
こ
ろ
︑

﹁
顔
﹂
と
﹁
仮
面
﹂
の
峻
別
へ
と
展
開
し
て
い
く
︒
そ
の
意
味
で
﹃
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
﹄
は
カ
ス
ナ
ー
観
相
学
の
原
像
で
あ
る
︒
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6
） 

一
八
世
紀
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
問
題
に
な
る
場
合
︑
二
〇
一
〇
年
に
上
梓
さ
れ
た
ロ
ー
ゼ
ン
バ
ウ
ム
の
書
（V

gl. R
osenbaum

, a. a. 

O
.

）
が
典
型
的
に
示
す
よ
う
に
︑
絵
画
が
考
察
対
象
と
な
る
こ
と
が
多
い
︒
な
お
︑
ロ
ー
ゼ
ン
バ
ウ
ム
は
同
書
に
お
い
て
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
像

を
素
人
の
意
味
合
い
で
否
定
的
に
理
解
し
よ
う
と
せ
ず
︑
む
し
ろ
︑
報
酬
や
評
判
に
左
右
さ
れ
ず
に
自
由
に
芸
術
活
動
を
行
っ
た
者
と
し
て
肯

定
的
に
捉
え
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
概
念
の
復
権
を
め
ざ
す
︒

（
7
） 

ブ
ー
ル
ジ
ェ
か
ら
の
引
用
の
際
に
は
︑
適
宜
︑
フ
ラ
ン
ス
語
原
典
（Paul B

ourget:  Essais de psychologie contem
poraine. Paris 1924 .

）
を

参
照
し
な
が
ら
︑ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
﹃
現
代
心
理
論
集

　
デ
カ
ダ
ン
ス
・
ペ
シ
ミ
ズ
ム
・
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
考
察
﹄（
平
岡
昇
・
伊

藤
な
お
訳
︑
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
八
七
年
）
の
訳
文
を
用
い
︑
本
文
中
に
て
（
Ｐ
一
一
）
と
い
う
形
で
括
弧
内
に
Ｐ
と
と
も
に
頁
数
を
示

す
︒

（
8
） 

グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
に
関
し
て
は
︑
次
の
文
献
を
主
に
参
考
に
し
た
︒C

epl-K
aufm

ann, G
ertrude u. Johannig, A

ntje:  M
ythos R

hein. Zur 

K
ulturgeschichte eines Strom

es. D
arm

stadt 2003 .

本
城
靖
久
﹃
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
﹄︑
中
公
新
書
︑
一
九
八
三
年
︒
岡
田
温
司
﹃
グ
ラ
ン

ド
ツ
ア
ー

　
18
世
紀
イ
タ
リ
ア
へ
の
旅
﹄︑
岩
波
新
書
︑
二
〇
一
〇
年
︒

（
9
） 

イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
旅
人
た
ち
は
︑
当
初
︑
パ
リ
経
由
で
イ
タ
リ
ア
に
向
か
い
︑
オ
ラ
ン
ダ
や
ド
イ
ツ
に
は
復
路
に
立
ち
寄
る
程
度
で
あ
っ
た
が
︑

一
八
世
紀
末
以
降
︑
フ
ラ
ン
ス
で
の
政
情
不
安
が
続
く
と
︑
ド
イ
ツ
経
由
の
行
程
が
よ
り
多
く
利
用
さ
れ
︑
そ
れ
と
と
も
に
︑
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・

ユ
ゴ
ー
﹃
ラ
イ
ン
河
幻
想
紀
行
﹄（
一
八
四
二
年
）
に
お
い
て
文
学
的
に
結
晶
化
さ
れ
た
よ
う
に
︑
次
第
に
ラ
イ
ン
川
流
域
が
独
自
の
旅
行
目
的

地
に
な
っ
て
い
く
︒
そ
れ
は
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
新
た
な
旅
先
の
発
見
で
あ
り
︑
イ
タ
リ
ア
観
光
︑
ア
ル
プ
ス
観
光
に
次
ぐ
ラ
イ

ン
観
光
の
嚆
矢
で
あ
っ
た
︒

（
10
） 

グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
に
参
加
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
若
い
貴
族
た
ち
は
︑
一
七
三
二
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
﹁Society of D

ilettanti

﹂
と
い
う
ク
ラ
ブ
を

立
ち
上
げ
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
建
築
の
再
発
見
を
促
す
活
動
を
行
っ
て
い
た
︒V

gl. R
osenbaum

, a. a. O
., S. 1 4  u. S. 8 9  f.
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（
11
） 

但
し
︑
一
八
三
〇
年
頃
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
が
︑
よ
り
通
俗
化
し
た
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
と
し
て
︑
イ
タ
リ
ア
に
赴
く
新
婚
旅
行
を

行
う
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
新
た
な
旅
の
形
態
は
︑
例
え
ば
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
﹃
女
の
一
生
﹄（
一
八
八
三
年
）
や
フ
ォ
ン
タ
ー
ネ
﹃
エ
フ
ィ
・
ブ

リ
ー
ス
ト
﹄（
一
八
九
五
年
）
な
ど
で
描
か
れ
る
と
︑
愛
情
の
も
ろ
さ
が
月
の
満
ち
欠
け
に
喩
え
ら
れ
た
﹁
蜜
月
﹂
と
い
う
言
葉
が
示
す
と
お

り
︑
結
婚
生
活
の
破
綻
を
予
示
す
る
︒

（
12
） 
マ
ン
か
ら
の
引
用
の
際
に
は
︑Thom

as M
ann:  G

esam
m

elte W
erke in dreizehn B

änden. Frankfurt am
 M

ain 1990 .

に
拠
り
︑
本
文
中
に
て

（
Ｍ
一
二－

七
一
）
と
い
う
形
で
括
弧
内
に
Ｍ
と
と
も
に
巻
数
と
頁
数
を
示
す
︒

（
13
） 

ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
﹃
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
﹄
は
︑
公
刊
さ
れ
な
か
っ
た
マ
ン
の
処
女
作
﹃
転
落
﹄
か
ら
し
て
ブ
ー
ル
ジ
ェ
風
の
短
編
小

説
で
あ
り
︑
次
に
書
か
れ
た
﹃
幻
滅
﹄
と
﹃
道
化
者
﹄
に
お
い
て
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
中
心
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
早
く
か
ら

指
摘
し
た
︒
刊
行
が
一
九
六
四
年
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑
同
書
は
︑
マ
ン
研
究
の
み
な
ら
ず
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
研
究
に
お
い

て
も
︑
重
要
な
一
石
を
投
じ
た
こ
と
に
な
る
︒K

laus Schröter:  Thom
as M

ann. M
it Selbstzeugnissen und B

ilddokum
enten. H

am
burg 

1964 .

ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
レ
ー
タ
ー
﹃
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
﹄︑
山
口
知
三
訳
︑
理
想
社
︑
一
九
八
一
年
︒

（
14
）  H

elm
ut K

oopm
ann （H

rsg.
）:  Thom

as-M
ann-H

andbuch. R
egensburg 1990 ., bes., S. 549 .

（
15
）  W

ieler, a. a. O
., S. 343 .

（
16
） 

パ
オ
ロ
・
パ
ニ
ッ
ツ
ォ
は
︑
近
年
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
研
究
の
一
成
果
と
し
て
︑
ニ
ー
チ
ェ
の
デ
カ
ダ
ン
ス
観
に
依
拠
し
な
が
ら
︑
現

代
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
文
化
的
分
裂
時
代
の
超
現
象
と
捉
え
︑
現
代
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
を
諦
念
に
陥
っ
た
逃
避
的
な
審
美
家
で
あ

る
ば
か
り
で
は
な
く
︑
潜
在
的
に
は
攻
撃
的
で
執
念
深
い
扇
動
家
で
あ
る
と
見
な
す
︒
こ
の
よ
う
な
分
析
は
確
か
に
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

の
一
断
面
を
照
ら
し
出
す
こ
と
に
な
る
が
︑
結
果
的
に
概
念
そ
の
も
の
を
更
に
細
分
化
し
︑
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
実
像
を
全
体
的
に
捉
え
難
く

し
て
し
ま
う
︒
ま
た
︑
マ
ン
作
品
の
具
体
的
検
討
の
際
︑
と
り
わ
け
﹃
道
化
者
﹄
を
考
察
す
る
際
︑
審
美
家
で
あ
り
扇
動
家
で
あ
る
と
い
う
現

代
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
像
を
十
分
に
探
り
出
し
て
い
る
と
は
言
え
ず
︑
そ
も
そ
も
︑
孤
独
に
陥
っ
て
い
く
主
人
公
の
変
化
が
ま
っ
た
く
問
題
に

さ
れ
て
い
な
い
︒Paolo Panizzo:  Ä

sthetizm
us und D

em
agogie. D

er D
ilettant in Thom

as M
anns Frühw

erk. W
ürzburg 2007 , bes., S. 1 3 8  

ff.

（
17
） 

﹃
道
化
者
﹄
を
訳
出
す
る
際
に
は
︑﹃
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集
﹄（
実
吉
捷
郎
訳
︑
岩
波
文
庫
︑
一
九
八
八
年
）
を
参
照
し
た
︒

（
18
） 

岡
光
一
浩
﹃
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
青
春

　
全
初
期
短
編
小
説
を
読
む
﹄︑
鳥
影
社
︑
二
〇
〇
九
年
︑
一
〇
八
頁
︒

（
19
）  W

olfdietrich R
asch:  D

ie literarische D
écadence um

 1900 . M
ünchen 1986 , S. 18 .
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（
20
）  Ebd, S. 19 .

（
21
） 

ニ
ー
チ
ェ
の
場
合
︑デ
カ
ダ
ン
ス
の
語
彙
使
用
は
一
筋
縄
に
は
い
か
な
い
が
︑﹃
こ
の
人
を
見
よ
﹄
に
お
い
て
自
ら
の
内
に
デ
カ
ダ
ン
ス
を
認
め

る
際
に
は
︑﹁
私
は
一
個
の
デ
カ
ダ
ン
で
あ
り
︑
そ
れ
と
は
別
に
デ
カ
ダ
ン
の
反
対
で
も
あ
る
﹂
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
自
意
識

は
︑
自
分
で
自
分
を
再
び
健
康
に
す
る
力
を
自
ら
の
内
に
認
め
た
上
で
成
り
立
つ
︒
自
ら
を
﹁
典
型
的
に
健
康
な
人
﹂
と
見
な
し
た
ニ
ー
チ
ェ

は
︑
デ
カ
ダ
ン
と
い
う
下
降
を
辿
っ
た
後
で
︑
そ
れ
を
上
昇
へ
と
反
転
さ
せ
る
﹁
生
へ
の
意
志
﹂
を
自
ら
の
内
に
認
め
て
い
た
︒
そ
の
意
味
で

﹃
こ
の
人
を
見
よ
﹄
に
は
自
ら
の
生
に
超
人
思
想
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
意
志
が
強
く
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒Friedrich 

N
ietzsche:  Säm

tliche W
erke. K

ritische Studienausgabe in 1 5  Einzelbänden. H
rsg. von G

iorgio C
olli und M

azzino M
ontinari. B

d. 6 . 
M

ünchen 1988 , S. 266 .

（
22
） 

カ
ス
ナ
ー
に
つ
い
て
の
詳
細
は
︑﹃
メ
ラ
ン
コ
リ
ア
﹄（
塚
越
敏
訳
︑
法
政
大
学
出
版
局
︑
一
九
七
〇
年
︑
三
五
八
頁
以
下
）︑﹃
十
九
世
紀
﹄（
小

松
原
千
里
訳
︑
未
知
谷
︑
二
〇
〇
一
年
︑
四
八
一
頁
以
下
）︑
拙
論
﹁
ル
ー
ド
ル
フ
・
カ
ス
ナ
ー
﹃
変
身
﹄
に
つ
い
て

　
訳
者
解
題
と
し
て
﹂（
九

州
大
学
独
文
学
会
﹃
九
州
ド
イ
ツ
文
学
﹄
第
二
五
号
︑
二
〇
一
一
年
︑
四
九
頁
以
下
）
を
参
照
せ
よ
︒

（
23
） 

カ
ス
ナ
ー
か
ら
の
引
用
の
際
に
は
︑R

udolf K
assner:  D

ilettantism
us. In:  ders.:  Säm

tliche W
erke. B

d. III. Im
 A

uftrag der R
udolf K

assner 

G
esellschaft herausgegeben von Ernst Zinn und K

laus E. B
ohnenkam

p. Stuttgart:  K
lett-C

otta 2001 .

に
拠
り
︑
本
文
中
に
て
（
Ｋ
一
四
）

と
い
う
形
で
括
弧
内
に
Ｋ
と
と
も
に
頁
数
を
示
す
︒
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Menschheit verloren geht. Man soll sich mit einem Selbst-Maß messen und sich wieder vereini-
gen, anders gesagt, mit Hilfe der Einbildungskraft Innen und Außen von neuem integrieren. 
Dieser Vereinigung steht, nach Kassner, der moderne Individualismus oder der neuere Dilettant 
am fernsten. Kassner sieht nämlich im individualistischen Dilettantismus eine existenzielle 
Lebensproblematik der modernen Gesellschaft mit ihrem vermeintlichen Fortschritt und im 
neueren Dilettanten, mit seiner Affinität zur Dekadenz, einen Prototyp des modernen Lebens. Für 
Kassner besteht die Dekadenz des modernen Dilettanten in der uneinheitlichen Lebensweise, alles 
aufzunehmen. Die Unterscheidung von Künstler und Dilettant in „Dilettantismus“ entwickelt sich 
später in seiner Physiognomik zur Differenzierung der all-einheitlichen Identität von der streng in 
Innen und Außen gespalteten Individualität, analog zur Unterscheidung von Gesicht und Maske. 
In diesem Sinne handelt es sich bei seinem Essay um den Vorläufer seiner gesamten späteren 
physiognomischen Weltanschauung.
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Turgenjew wie ein frischer Kosmopolit erscheint, der noch mit einem reinen, slawischen Geist aus 
dem unkultivierten Dorf in die zivilisatorische Stadt kommt. Bourget erkennt die Umdeutung des 
Dilettantismusbegriffs vom alten epikureischen Sinn hin zum neueren dekadenten und versteht 
diese Entwicklung zeitkritisch als Chiffre für die Problematik der europäischen Zivilisation im 19. 
Jahrhundert. 

Der junge Thomas Mann steht nicht nur unter großem Einfluss des „Dreigestirns“ Schopenhauer, 
Nietzsche und Wagner, sondern auch von Bourget, so dass sich die Dilettantismusthematik auch 
bei ihm literarisch niedergeschlagen hat. In seinen früheren Werken, vor allem „Der Bajazzo“, 
sind der heitere Epikureer und der nachdenkliche Dekadent geschickt mit autobiographischen 
Elementen verschränkt. Der Bajazzo ist sowohl in seiner Kindheit in Norddeutschland als auch in 
seiner Jugendzeit in Italien eine sehr gesellige Natur. Aber als er in „der mitteldeutschen 
Residenzstadt“ als Zwischenraum von Norden und Süden „ein ungestörtes und beschauliches 
Dasein“ führen kann, wandelt er sich zu einem einsamen Dilettanten, der eine Zwischenstellung 
zwischen Bürger und Künstler einnimmt. Diese Verwandlung setzen zwei Episoden in Szene: 
seine unglückliche Liebe und sein Wiedersehen mit einem alten Freund. Die Erzählung behandelt 
die psychologische Problematik eines Dilettanten, der kein bürgerliches Leben führt und bloß 
passiv an der Kunst teilnimmt – mikroskopisch gesehen, den persönlichen Niedergang eines 
unaktiv gewordenen Kunstliebhabers, makroskopisch gesehen, ein Anzeichen der pathologischen 
Dekadenz seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. „Der Bajazzo“ zeigt die Verschiedenheit 
der Namengebung. Er ist in der zweiten Hälfte des Werkes kein Spaßvogel mehr, der Leute zum 
Lachen bringt, sondern ein Spaßverderber, der selbst ausgelacht wird. In seinem Geständnis steht 
seine persönliche Entwicklung im Vordergrund, die Umdeutung des Dilettantismusbegriffs im 
Hintergrund. Dennoch ist er in dieser Erzählung wichtig, als Ausdruck der Verschiedenheit zwi-
schen dem aufgeschlossenen, geselligen Dilettantismus im 18. Jahrhundert und dem ‚verschlosse-
nen‘, vereinsamten im 19. Jahrhundert. Thomas Manns Literatur beginnt zu dieser Zeit, die 
Umwertung des Dilettanten poetisch herauszukristallisieren.

Während der alte Dilettantismus auf dem Kosmopolitismus der Grand Tour beruht, hat der 
neuere Dilettantismus die individualistische Dekadenz als Grundlage. In seinem Langessay 
„Dilettantismus“ beschreibt Rudolf Kassner in einer psychologischen und kulturkritischen 
Perspektive den Dilettantismus seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Ergebnis des 
modernen Individualismus und den vereinzelten Dilettanten als Typus des modernen Menschen 
ohne Größe. Mit diesem Begriff hat, nach Kassner, der Künstler, der mit „Maß“ die Einheit von 
Innen und Außen verkörpert, zu tun, nicht der Dilettant, der ohne Maß wie ein Mischling im 
Zwiespalt lebt. Das Maß ist als Schlüsselwort für die von Kassner entworfene mystische 
Physiognomik nicht aus dem angehauchten spiritus, sondern aus dem aus mensurare stammenden 
Wort mens abzuleiten. Kassner stellt fest, dass das Maß oder die Einheit oder die All-Einheit 
sowohl mit dem menschlichen Wuchs als auch makroskopisch mit der Entwicklung der 
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Der vereinsamte Dilettant
bei Paul Bourget, Thomas Mann und Rudolf Kassner

Yasumasa OGURO

In der Literatur der abendländischen Neuzeit kommen Dilettanten als nichtberufsmäßige 
Künstler oder Kunstkenner ohne fachmännische Schulung vor. Ihresgleichen hat es freilich schon 
davor gegeben. Schon die Sirenenepisode in Homers „Odyssee“ ist eine philosophische 
Urgeschichte des Dilettantismus. Odysseus erbaut sich dienstfrei von einem privilegierten 
Standpunkt aus an den schönen Stimmen der Wasserfrauen. Der listenreiche Held ‚entschärft‘ 
geschickt die betörenden Zauberstimmen der mythischen Wesen und nimmt damit eine Form des 
modernen Kunstgenusses vorweg. In diesem Sinne handelt es sich bei Odysseus um den Archetyp 
des modernen Kunstliebhabers. Der Dilettant ist aber eigentlich eine neuzeitliche Figur mit einem 
problematischen Verhältnis zur Kunst. So hat sich auch das aus dem italienischen dilettare abge-
leitete Wort erst im 18. Jahrhundert in Europa eingebürgert. Seit den siebziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts setzt sich die deutsche Literaturwissenschaft aber nicht nur mit dem Dilettantismus 
im Klassizismus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, sondern auch im Ästhetizismus der 
Jahrhundertwende auseinander. Man kann den modernen Dilettanten nicht einfach mit dem 
älteren identifizieren. Im Lauf der Zeit macht der Typus des Dilettanten eine Wandlung durch. 
Dieser Aufsatz behandelt die Entwicklung der Dilettantengestalt in Paul Bourgets „Essais de psy-
chologie contemporaine“ (1883-1885), Thomas Manns „Der Bajazzo“ (1897) und Rudolf 
Kassners „Dilettantismus“ (1910).

Paul Bourgets Essay ist nicht nur literatur-, sondern auch zivilisationskritisch. Wie Odysseus 
auf der Seereise war der neuzeitliche Dilettant auf der Grand Tour. Bourget sieht im früheren 
Kosmopoliten einen epikureischen Kunstliebhaber oder einen wandernden Dilettanten. Der 
Dilettantismus im 19. Jahrhundert steht zwar unter dem Einfluss des klassizistischen, beruht aber 
weniger auf dem Kunstgenuss im Salon als auf der einsamen Kunstkritik. Der neuere Dilettantismus 
hat weniger mit dem eine Gemeinschaft bildenden Epikureismus zu tun als mit dem eine 
Gesellschaft bedrohenden Nihilismus. Anstatt des epikureischen, geselligen Kosmopoliten 
erscheint inzwischen nach und nach ein analytischer, einsamer Dekadent. Den neueren 
Dilettantismus findet Bourget vor allem in der Literatur von Stendhal und Turgenjew, die zusätz-
lich zur kosmopolitischen Nuance auch schon die Elemente der Dekadenz betonen. Aber er unter-
scheidet die beiden Schriftsteller formell dadurch, dass der kosmopolitische Dilettantismus des 
Franzosen auf der Zivilisation und der des Russen auf der Natur beruht. Ihre Werke sind zwar von 
„l’esthétique de l’observation“ und dem Nihilismus beherrscht, Stendhal ist aber ein Epikureer, 
der den zivilisatorischen Lüsten gefrönt hat und nun ‚zurück zur Natur‘ möchte, während 


