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フ
ラ
ン
ス
の
著
名
な
作
家
、
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
（
一
八
七
一
│
一
九
二
二
）
に
、「
見
知
ら
ぬ
男
」
と
い
う
短
編
が
あ
る）

1
（

。
毎
晩
、

夕
食
に
多
く
の
客
人
を
招
き
、
決
し
て
一
人
に
な
る
こ
と
の
な
い
裕
福
で
魅
力
的
な
男
ド
ミ
ニ
ッ
ク
の
話
で
あ
る
。
あ
る
晩
、
彼
が
、
い

つ
も
の
よ
う
に
客
人
た
ち
の
到
着
を
待
っ
て
い
る
と
、
一
つ
の
声
が
彼
に
呼
び
か
け
る

│
「
ド
ミ
ニ
ッ
ク
」

│
。
遠
く
か
ら
と
も
、

近
く
か
ら
と
も
い
え
ぬ
そ
の
声
に
ド
ミ
ニ
ッ
ク
は
怯
え
、
目
を
上
げ
る
と
、
そ
こ
に
一
人
の
見
知
ら
ぬ
男
が
立
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
ド
ミ

ニ
ッ
ク
が
招
い
た
客
で
は
な
か
っ
た
。
男
は
ド
ミ
ニ
ッ
ク
に
言
う
。「
君
は
私
に
対
し
て
犯
し
た
誤
り
を
償
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
。

そ
れ
に
私
は
、
他
の
連
中
な
し
に
過
ご
す
す
べ
を
君
に
教
え
て
あ
げ
ら
れ
る
。
君
が
年
老
い
た
ら
、
連
中
は
も
う
来
な
く
な
る
の
だ
か
ら
」。

ド
ミ
ニ
ッ
ク
は
男
に
答
え
る
。「
君
を
夜
食
に
招
待
し
よ
う
」。
し
か
し
、
見
知
ら
ぬ
男
は
言
う
。「
私
を
君
の
そ
ば
に
残
し
た
け
れ
ば
、
他

の
客
た
ち
は
断
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
そ
の
時
、
招
い
た
客
た
ち
が
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
す
る
音
が
聞
こ
え
る
。「
あ
の
人
た
ち
を
断
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
私
は
一
人
で
は
い
ら
れ
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」。
ド
ミ
ニ
ッ
ク
が
そ
う
答
え
る
と
、
男
は
言
う
。「
事
実
、
私
と
い
た
の
で
は
君
は
一
人

に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
も
私
を
そ
ば
に
残
す
べ
き
な
の
だ
…
…
。
私
は
彼
ら
全
部
よ
り
も
も
っ
と
君
を
愛
し
て
い
る
」。
そ
し
て
男
は

ド
ミ
ニ
ッ
ク
に
、
自
分
を
選
ぶ
か
、
客
人
た
ち
を
選
ぶ
か
決
め
る
よ
う
に
促
す
。
ド
ミ
ニ
ッ
ク
は
、
ド
ア
を
開
け
に
行
き
、
振
り
返
ら
ず

に
男
に
た
ず
ね
る
。「
い
っ
た
い
君
は
誰
な
の
？
」　

す
で
に
姿
を
消
し
か
け
て
い
た
男
は
ド
ミ
ニ
ッ
ク
に
答
え
る
。「
今
夜
も
や
は
り
君

は
、
習
慣
の
た
め
に
私
を
犠
牲
に
し
た
…
‥
。
ま
も
な
く
君
は
私
を
殺
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
二
度
と
会
う
こ
と
も
な
く
な
る
…
…
。
私

は
君
の
中
に
い
た
、
し
か
し
永
遠
に
君
か
ら
遠
ざ
か
る
。
す
で
に
私
は
ほ
と
ん
ど
無
に
等
し
い
。
私
は
君
の
魂
な
の
だ
。
君
自
身
な
の
だ
」。

│
消
え
た
訪
問
者
と
交
わ
し
た
対
話
を
客
人
た
ち
に
話
し
て
聞
か
せ
よ
う
と
し
た
ド
ミ
ニ
ッ
ク
が
、
う
ま
く
話
せ
ず
に
い
る
と
、
客
の
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リ
に
よ
れ
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
、
西
洋
思
想
は
、
事
柄
の
真
理
や
本
質
を
、
目
に
見
え
て
明
ら
か
な
こ
と
、
隈
な
く
光
に
照
ら
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
目
の
前
に
、
外
部
に
隠
れ
な
く
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
う
ち
に
認
め
て
き
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
伝
統
の
な
か
で
、
目

の
前
に
、
外
部
に
展
開
さ
れ
、
光
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
、
目
に
見
え
な
い
も
の
、
つ
ま
り
、
人
間
の
自
己
や
内
的
生
の
あ
り

方
が
見
失
わ
れ
、
忘
却
さ
れ
、
そ
し
て
、
抹
殺
さ
れ
て
き
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
ア
ン
リ
は
、
彼
が
残
し
た
哲
学
的
著
作
の
な
か
で
、
こ

う
し
た
生
の
忘
却
と
し
て
の
西
洋
思
想
の
歴
史
的
展
開
を
詳
細
に
分
析
す
る
一
方
で
、
人
間
の
社
会
、
文
化
、
芸
術
が
、
そ
の
本
質
を
見

え
な
い
内
的
生
の
う
ち
に
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
在
性
の
う
ち
で
見
え
る
も
の
と
し
て
表
象
化
さ
れ
、
野
蛮
へ
と
姿
を
変
え
て
し
ま
っ

て
い
る
現
状
を
告
発
し
て
い
る
。
ま
た
、
小
説
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
プ
ル
ー
ス
ト
が
そ
の
短
編
で
行
っ
た
よ
う
に
、
内
的
生
と
外
在
性

の
諸
関
係
を
め
ぐ
る
み
ず
か
ら
の
思
想
を
、
寓
意
的
、
あ
る
い
は
具
体
的
な
物
語
の
展
開
の
う
ち
に
折
り
込
み
、
合
理
的
、
論
理
的
な
推

論
を
展
開
す
る
哲
学
書
と
は
別
の
形
で
、
自
由
に
の
び
の
び
と
想
像
と
創
意
の
翼
を
広
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ア
ン
リ
が
、
こ
う
し
た
彼
独
自
の
思
想
を
胸
に
抱
き
始
め
た
の
は
、
彼
が
ま
だ
二
〇
代
半
ば
の
頃
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
、

か
な
り
早
い
時
期
か
ら
、
人
間
の
内
面
性
、
内
的
生
、
感
情
、
自
己
と
い
っ
た
も
の
に
眼
を
向
け
る
と
と
も
に
、
従
来
の
哲
学
が
そ
う
し

た
次
元
を
拾
い
上
げ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
若
い
う
ち
か
ら
自
ら
の
哲
学
の
確
固
と
し
た
基
本
的
枠
組

み
を
手
に
入
れ
て
い
た
ア
ン
リ
に
と
っ
て
、
な
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
枠
組
み
に
具
体
的
な
肉
付
け
を
施
し
て
い
く
こ
と
だ
っ
た
に
ち
が

い
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
ア
ン
リ
は
、
伝
統
的
な
哲
学
が
人
間
の
内
面
性
を
覆
い
隠
し
て
き
た
経
緯
や
そ
の
理
由
を
解
き
明
か
す
と
同
時

に
、
彼
が
根
源
的
な
真
理
の
在
り
処
と
考
え
る
内
的
生
の
構
造
を
解
明
す
る
こ
と
に
没
頭
し
た
。
彼
は
、
み
ず
か
ら
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
二

元
論
的
思
想
を
ひ
た
す
ら
彫
琢
す
る
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
思
想
の
枠
組
み
を
社
会
、
文
化
、
芸
術
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
諸
領
域
へ
と

応
用
し
て
い
く
こ
と
に
専
心
し
た
の
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
は
、
自
ら
に
課
し
た
そ
う
し
た
責
務
に
邁
進
す
る
た
め
に
、
ア
ン
リ
は
、
パ
リ
の
喧
騒
を
離
れ
、
南
フ
ラ
ン
ス
の
地
、
モ
ン

ペ
リ
エ
に
と
ど
ま
り
、
ひ
た
す
ら
哲
学
史
と
対
峙
し
、
社
会
情
勢
や
文
化
の
現
状
を
冷
静
に
見
極
め
、
文
学
作
品
の
創
作
を
と
お
し
て
、

自
由
に
想
像
の
翼
を
は
ば
た
か
せ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
彼
の
態
度
は
、
当
然
、
当
時
の
「
哲
学
的
な
流
行
」
か
ら
も
一
定
の
距
離
を

一
人
が
彼
を
遮
り
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
た
。「
絶
対
に
一
人
で
い
て
は
い
け
な
い
。
孤
独
は
憂
愁
を
生
み
出
す
」。
皆
は
満
足
し
、
再

び
飲
み
始
め
る
。
ド
ミ
ニ
ッ
ク
も
陽
気
に
話
し
は
じ
め
た
。

　

な
ん
だ
か
不
思
議
な
話
だ
が
、
こ
こ
に
出
て
く
る 「
見
知
ら
ぬ
男
」 

は
、
こ
の
男
の
言
う
通
り
、
ド
ミ
ニ
ッ
ク
自
身
な
の
だ
ろ
う
。
ド
ミ

ニ
ッ
ク
は
、
外
か
ら
や
っ
て
く
る
客
人
た
ち
に
た
え
ず
囲
ま
れ
、
決
し
て
一
人
で
い
る
こ
と
は
な
い
。
彼
の
注
意
は
い
つ
も
外
に
向
い
て

い
る
。
し
か
し
、
彼
の
内
に
は
同
時
に
、
一
人
に
な
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
内
面
性
を
見
つ
め
、
自
分
自
身
の
も
と
に
留
ま
り
た
い
と
い
う

欲
求
も
あ
る
。
そ
う
し
た
欲
求
が
あ
る
形
を
と
っ
て
彼
の
前
に
現
れ
た
の
が
、
こ
の
「
見
知
ら
ぬ
男
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
客
人

た
ち
に
囲
ま
れ
た
生
活
に
す
っ
か
り
慣
れ
き
っ
た
彼
は
、
そ
う
し
た
欲
求
に
身
を
委
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
は
、
客
人
た
ち
を
断
っ
て
、

男
を
、
つ
ま
り
、
自
分
自
身
を
自
分
の
そ
ば
に
残
す
こ
と
が
、
自
己
と
の
内
密
性
の
う
ち
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
結
局
、
ド

ミ
ニ
ッ
ク
は
、
自
己
自
身
か
ら
、
自
己
の
生
か
ら
目
を
背
け
、
外
部
か
ら
や
っ
て
き
た
客
人
た
ち
に
心
の
扉
を
開
け
る
。
彼
は
、
外
な
る

他
者
と
の
お
し
ゃ
べ
り
の
な
か
で
、
内
な
る
自
己
を
遠
ざ
け
、
自
己
を
忘
れ
、
自
己
を
無
に
し
、
そ
し
て
、
つ
い
に
自
己
を
殺
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
短
編
で
プ
ル
ー
ス
ト
が
「
客
人
」
と
し
て
描
い
た
の
は
、
決
し
て
単
な
る
「
他
者
」
で
は
な
く
、
自
己
に
と
っ
て
の
「
外
部
」、

「
外
在
性
」
そ
の
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
外
部
や
外
在
性
と
の
関
わ
り
の
う
ち
で
、
自
己
を
、
自
己
の
内
的
生
を
見

失
い
、
忘
却
し
、
そ
れ
を
抹
消
し
て
し
ま
う
人
間
の
姿
を
描
こ
う
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
人
間
の
本
質
、
自
己
の
本
質

が
内
的
生
の
う
ち
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
の
人
間
に
お
い
て
、
そ
の
内
的
生
が
見
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
プ
ル
ー
ス
ト

の
憂
い
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
短
編
の
作
者
プ
ル
ー
ス
ト
が
こ
の
世
を
去
っ
た
そ
の
年
（
一
九
二
二
年
）、
哲
学
者
で
あ
り
、
作
家
で
あ
る
ミ
シ
ェ
ル
・

ア
ン
リ
が
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
ン
リ
が
プ
ル
ー
ス
ト
の
没
し
た
年
に
生
ま
れ
た
こ
と
は
単
な
る
偶
然
で
し
か
な
い
。

し
か
し
、
ア
ン
リ
の
思
想
の
う
ち
に
は
、「
ド
ミ
ニ
ッ
ク
」
に
象
徴
さ
れ
る
人
間
の
姿
の
う
ち
に
人
間
性
の
危
機
を
認
め
、
そ
こ
か
ら
の
救

済
を
探
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
哲
学
者
で
あ
る
ア
ン
リ
は
、
そ
う
し
た
人
間
性
の
危
機
が
、
現
代
の
人
間
の
姿
の

う
ち
に
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
西
洋
思
想
の
伝
統
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
鋭
く
見
抜
い
た
。
ア
ン
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保
ち
続
け
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
し
、
ま
た
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
二
元
論
の
立
場
を
貫
く
彼
の
思
想
は
、
い
わ
ば
「
独
自
路
線
」
を
行
く
も
の

だ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
、
ア
ン
リ
は
「
孤
高
（haute solitude

）」
の
哲
学
者
と
さ
え
呼
ば
れ
た）

2
（

。
フ
ラ
ン
ス
に
お

い
て
も
、
ア
ン
リ
の
思
想
が
、
同
時
代
の
サ
ル
ト
ル
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
、
リ
ク
ー
ル
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
な
ど
の
思
想
に

比
べ
る
と
、
必
ず
し
も
多
く
の
話
題
を
集
め
て
こ
な
か
っ
た
の
も
、
こ
う
し
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
う
し
た
状
況
は
日
本
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
っ
て
、
や
は
り
、
ア
ン
リ
哲
学
が
話
題
に
の
ぼ
る
機
会
は
、
他
の
同
時
代
の
哲
学
者
た

ち
に
比
べ
て
多
く
は
な
い
。
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
場
合
と
同
様
、
彼
の
哲
学
者
と
し
て
の
態
度
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
哲
学
的
姿
勢

が
人
を
寄
せ
付
け
な
い
「
孤
高
さ
」
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
ア
ン
リ
哲
学
は
、
い
ま
だ
十
分
に
掘
り
下

げ
ら
れ
て
い
な
い
未
開
拓
の
領
域
を
残
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
そ
う
し
た
ア
ン
リ
哲
学
を
め
ぐ
る
研
究
状
況
は
お
の
ず
と
、
諸
々

の
学
問
領
域
に
お
い
て
、
ア
ン
リ
に
関
す
る
話
題
を
制
限
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
実
際
、
ア
ン
リ
の
著
作
の
多
く
が
日
本
語
に
翻
訳
さ

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ン
リ
の
哲
学
の
内
容
や
そ
の
思
想
形
成
を
深
く
掘
り
下
げ
た
り
、
ア
ン
リ
哲
学
を
応
用
的
に
展
開
し
た

り
す
る
研
究
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
こ
の
『
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
読
本
』
が
企
て
ら
れ
た
の
は
、
そ
う
し
た
日
本
に
お
け
る
ア
ン
リ
研

究
の
状
況
に
少
し
で
も
「
風
穴
」
を
開
け
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
「
風
穴
」
を
通
し
て
、
ア
ン
リ
の
思
想
世
界
の
う
ち
に
、
一
人
で
も
多

く
の
新
し
い
読
者
が
入
っ
て
き
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

こ
こ
で
、
こ
の
『
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
読
本
』
刊
行
の
経
緯
に
つ
い
て
も
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。

　

今
回
の
刊
行
の
背
景
に
は
一
〇
年
以
上
に
わ
た
る
「
日
本
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
哲
学
会
」
の
活
動
の
積
み
上
げ
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
日

本
に
お
け
る
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
研
究
は
、
山
形
賴
洋
、
松
永
澄
夫
、
今
村
仁
司
な
ど
に
よ
っ
て
ア
ン
リ
の
哲
学
が
日
本
に
紹
介
さ
れ
た

こ
と
に
始
ま
る
が
、
二
〇
〇
九
年
に
「
日
本
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
哲
学
会
」
が
発
足
す
る
と
、
ア
ン
リ
哲
学
に
関
心
を
寄
せ
る
研
究
者
た

ち
が
こ
の
学
会
に
集
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
以
来
、「
日
本
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
哲
学
会
」
は
、
日
本
に
お
け
る
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
研

究
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
、
毎
年
の
研
究
大
会
や
学
会
誌
『
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
研
究
』
の
発
行
を
通
し
て
、
日
本
の
ア
ン
リ
研

究
を
牽
引
し
て
き
た
と
言
え
る
。

　

学
会
発
足
か
ら
一
一
年
ほ
ど
経
っ
た
二
〇
二
〇
年
、
ア
ン
リ
の
生
誕
百
年
と
な
る
二
〇
二
二
年
を
二
年
後
に
控
え
た
頃
、
ア
ン
リ
生
誕

百
年
（
同
時
に
、
ア
ン
リ
の
没
後
二
〇
年
）
を
記
念
し
て
、
学
会
と
し
て
な
ん
ら
か
の
企
画
を
行
う
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
さ
っ
そ
く
、

学
会
内
に
、
こ
の
企
画
に
つ
い
て
検
討
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
企
画
内
容
を
ア
ン
リ
の
思
想
を
紹
介
す
る
書
籍

の
出
版
と
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
、
内
容
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
た
。
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
書
籍
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
専
門
家
向

け
の
内
容
だ
っ
た
が
、
そ
の
企
画
案
を
も
っ
て
法
政
大
学
出
版
局
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
反
対
に
、
法
政
大
学
出
版
局
か
ら
、
よ
り
一
般

向
け
の
『
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
読
本
』
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
内
容
を
見
直
し
、
本
読
本
の
刊
行
に
至
っ

た
次
第
で
あ
る
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
ア
ン
リ
受
容
は
い
ま
だ
広
範
な
展
開
を
み
せ
る
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
ま

ず
は
ア
ン
リ
の
思
想
を
一
般
向
け
に
紹
介
し
、
よ
り
多
く
の
方
に
ア
ン
リ
の
思
想
を
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
こ

と
か
ら
本
読
本
は
、
哲
学
や
思
想
に
関
心
を
持
つ
一
般
の
読
者
を
対
象
に
、
ア
ン
リ
の
人
物
像
、
そ
の
思
想
内
容
、
他
の
哲
学
者
た
ち
と

の
関
係
、
さ
ら
に
は
、
小
説
家
と
し
て
の
側
面
な
ど
、
ア
ン
リ
に
関
し
て
幅
広
く
紹
介
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。

　

本
読
本
は
四
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
Ⅰ
部
「
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
の
軌
跡
」
で
は
、
ま
ず
、
ア
ン
リ
の
人
物
像
と
生
涯
を
紹
介
し
、

次
い
で
、
初
期
か
ら
晩
年
に
い
た
る
ま
で
の
彼
の
思
想
の
概
略
を
分
か
り
や
す
く
解
説
し
た
。
こ
の
第
Ⅰ
部
は
、
本
読
本
全
体
へ
の
導
入

の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、
特
に
、
ア
ン
リ
の
思
想
に
は
じ
め
て
触
れ
る
読
者
に
は
、
ま
ず
こ
の
第
Ⅰ
部
か
ら
読
み
始
め
る
こ
と
を

お
勧
め
す
る
。

　

第
Ⅱ
部
「
西
洋
哲
学
史
を
読
み
解
く
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
」
は
、
西
洋
哲
学
史
と
の
対
話
を
通
し
て
自
ら
の
思
想
を
彫
琢
し
た
ア
ン
リ

が
、
ド
イ
ツ
神
秘
主
義
か
ら
現
象
学
に
い
た
る
ま
で
の
西
洋
哲
学
史
を
ど
う
読
ん
だ
か
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
逆
に
、
西
洋
哲
学
史
の

流
れ
の
中
か
ら
ア
ン
リ
の
思
想
に
光
を
当
て
る
よ
う
に
も
配
慮
し
た
。

　

第
Ⅲ
部
「
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
に
お
け
る
主
要
テ
ー
マ
」
で
は
、
文
字
通
り
テ
ー
マ
別
に
ア
ン
リ
の
思
想
を
紹
介
し
て
い
る
。
読
者
は
、

こ
の
第
Ⅲ
部
を
読
め
ば
、
ア
ン
リ
哲
学
に
お
け
る
主
要
問
題
の
概
略
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
第
Ⅲ
部
で
は
、
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こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
小
説
家
と
し
て
の
ア
ン
リ
」
に
つ
い
て
も
解
説
し
て
い
る
。

　

第
Ⅳ
部
「
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
と
現
代
思
想
」
で
は
、
ア
ン
リ
を
現
代
の
哲
学
者
た
ち
の
う
ち
に
位
置
づ
け
、
現
代
思
想
に
お
け
る

ア
ン
リ
哲
学
の
特
徴
、
意
味
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
限
界
を
も
描
き
出
す
こ
と
を
試
み
た
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
哲
学
者
た
ち
の
う
ち
に
は
、

ア
ン
リ
と
の
間
に
相
互
の
言
及
が
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
、
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
現
代
思
想
と
い
う
一
つ

の
地
図
の
上
に
、
そ
う
し
た
彼
ら
を
配
置
し
た
ら
ど
ん
な
景
色
が
見
え
て
く
る
か
を
執
筆
者
の
方
々
に
描
き
出
し
て
い
た
だ
い
た
。
本
読

本
で
は
、
第
Ⅲ
部
ま
で
は
、
基
本
ア
ン
リ
の
思
想
の
紹
介
に
徹
し
て
い
る
が
、
こ
の
第
Ⅳ
部
は
、
む
し
ろ
各
章
の
執
筆
者
の
独
自
の
観
点

か
ら
独
創
的
な
風
景
を
描
き
出
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
お
願
い
し
た
。

　

本
読
本
は
、
こ
の
他
に
、
ア
ン
リ
の
主
要
著
作
の
解
題
、
コ
ラ
ム
、
そ
し
て
、
略
年
表
を
掲
載
し
た
。
ア
ン
リ
の
各
著
作
に
お
い
て
何

が
テ
ー
マ
に
さ
れ
、
何
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
を
つ
か
む
に
は
主
要
著
作
解
題
が
便
利
だ
ろ
う
。
ま
た
、
コ
ラ
ム
で
は
、
ア
ン
リ
と
親
交

の
深
か
っ
た
方
た
ち
に
ア
ン
リ
の
思
い
出
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
哲
学
的
な
議
論
の
合
間
の
コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク
と
し
て
気
楽
に
読
ん

で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。
ま
た
、
巻
末
の
略
年
表
で
は
、
ア
ン
リ
の
生
涯
を
、
彼
が
生
き
た
時
代
の
現
代
思
想
の
状
況
、
お
よ
び
社
会
、

政
治
、
文
化
の
状
況
と
と
も
に
示
し
た
。
彼
が
ど
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
な
か
で
哲
学
と
文
学
に
打
ち
込
ん
だ
の
か
を
あ
ら
た
め
て
確
認

す
る
の
に
役
立
つ
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
本
読
本
は
多
く
の
執
筆
者
の
論
考
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
編
者
と
し
て
は
、
単
な
る
論
文
集
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

統
一
さ
れ
た
一
冊
の
著
作
と
な
る
よ
う
に
最
大
限
の
注
意
を
払
っ
た
。
ア
ン
リ
の
専
門
用
語
は
可
能
な
か
ぎ
り
統
一
し
、
論
考
中
の
諸
々

の
表
記
の
仕
方
に
つ
い
て
も
調
和
さ
せ
る
よ
う
に
配
慮
し
た
。
さ
ら
に
は
、
読
者
の
便
宜
の
た
め
に
、
各
章
の
あ
い
だ
に
多
く
の
ク
ロ
ス

リ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
入
れ
て
い
る
。
読
者
は
、
単
に
各
章
を
順
に
追
っ
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
ク
ロ
ス
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
手
が
か
り
に
、
各

章
の
あ
い
だ
を
自
由
に
往
来
す
る
こ
と
で
、
ア
ン
リ
の
思
想
世
界
を
立
体
的
に
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
読
本
が
刊
行
に
至
っ
た
の
は
多
く
の
方
々
の
ご
尽
力
の
お
か
げ
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
日
本
ミ
シ
ェ
ル
・
ア

ン
リ
哲
学
会
の
活
動
を
支
え
て
く
だ
さ
っ
た
会
員
の
み
な
さ
ん
、
学
会
活
動
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
会
員
以
外
の
研
究
者
の
み
な
さ
ん
、

そ
し
て
、
今
回
、
本
読
本
の
た
め
に
、
時
間
を
割
い
て
論
考
執
筆
の
労
を
取
っ
て
い
た
だ
い
た
執
筆
者
の
み
な
さ
ん
に
、
こ
の
場
を
借
り

て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。
特
に
、
執
筆
者
の
み
な
さ
ん
に
は
、
度
重
な
る
編
者
か
ら
の
原
稿
修
正
依
頼
に
対
し
て
、
そ
の
つ
ど
丁
寧
に
ご

対
応
い
た
だ
い
た
。

　

ま
た
、
本
読
本
は
表
紙
お
よ
び
本
文
内
に
ア
ン
リ
の
写
真
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
写
真
は
す
べ
て
故
山
形
賴
洋
教
授
夫
人
の

山
形
恭
子
氏
、
お
よ
び
本
読
本
コ
ラ
ム
①
執
筆
者
の
ロ
ラ
ン
・
ヴ
ァ
シ
ャ
ル
ド
氏
か
ら
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
お
二
人
の

ご
厚
意
と
ご
協
力
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

　

さ
ら
に
、
法
政
大
学
出
版
局
の
郷
間
雅
俊
氏
に
も
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。
そ
も
そ
も
、
日
本
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
哲

学
会
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
相
談
の
お
り
に
、 『
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
読
本
』 

の
出
版
を
勧
め
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
郷
間
氏
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
も
、
編
者
た
ち
か
ら
の
お
願
い
、
質
問
、
要
望
等
に
丁
寧
に
対
応
し
て
く
だ
さ
り
、
執
筆
者
、
編
者
と
も
ど
も
安
心
し
て
出

版
作
業
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
た
。
郷
間
氏
の
勧
め
と
理
解
が
な
か
っ
た
な
ら
、本
読
本
が
読
者
の
手
に
届
く
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
な
る
が
、
本
書
を
手
に
取
っ
て
い
た
だ
い
た
読
者
の
み
な
さ
ん
に
と
っ
て
、
こ
の
『
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
読
本
』
が
、
新
し
く

／
あ
ら
た
め
て
「
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
」
を
発
見
す
る
機
会
に
な
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
る
。

　
　

二
〇
二
二
年
七
月
三
日 

編
者
を
代
表
し
て　
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1
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プ
ル
ー
ス
ト
「
見
知
ら
ぬ
男
」『
楽
し
み
と
日
々
』
岩
崎
力
訳
、
岩
波
文
庫
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二
〇
一
五
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二
三
七
│
二
四
〇
頁
。
な
お
、
こ
の
短
編
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、
他

　
　
　
　
　
　
　
　

の
小
品
と
と
も
に
、「
悔
恨
、
時
々
に
色
を
変
え
る
夢
想
」
と
い
う
総
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
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