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表紙　ヴィクトル・ユゴー二葉。（左）オノレ・ドーミエ『当世代議士鑑　立
法議会』：ヴィクトル・ユゴー　ある深刻な問いを出され、彼は暗い考えに没
頭する…／（右）アドルフ・ヴィレット「ヴィクトル・ユゴーと若い共和国」 
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ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー

デ
ィ
デ
ィ
エ
・
シ
ッ
シ
ュ

シ
ッ
シ
ュ

由
紀
子

訳

作
家
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、
数
奇
な
運
命
を
辿
っ
た
と
言
え
よ
う
。
彼
の
文
筆
活
動
は
、
小
説
・
音
楽
評
論
・
伝
記
・
政
治
的
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
・
劇
作
品
・
演
劇
評
論
と
多
岐
に
わ
た
る
。
一
九
一
五
年
に
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
な
が
ら
、
そ
の
後
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
あ
ま

り
読
ま
れ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
数
年
喜
ば
し
い
こ
と
に
、
ロ
ラ
ン
が
再
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。
代
表
作
『
ジ
ャ
ン
・

ク
リ
ス
ト
フ
』
を
始
め
、
日
記
や
演
劇
論
が
次
々
に
再
版
さ
れ
て
い
る
。

忘
却
か
ら
再
評
価
と
い
う
変
遷
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
を
解
明
す
る
上
で
、
ロ
ラ
ン
の
作
品
に
根
を
張
っ
て
い
る
、
あ
る

文
学
的
概
念
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
幼
少
期
か
ら
青
年
期
を
送
っ
た
一
九
世
紀
の
文
壇
に
君
臨
し
た
文
豪
、
ヴ
ィ
ク
ト

ル
・
ユ
ゴ
ー
が
掲
げ
た
概
念
だ
。
と
は
言
え
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
着
想
源
は
ユ
ゴ
ー
だ
け
で
は
な
い
。
他
の
諸
作
品
（
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ

ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
や
ス
ピ
ノ
ザ
）
も
、
若
き
ロ
ラ
ン
に
大
き
な
影
響
を
与
え

１た
。
そ
れ
で
も
、
一
九
世
紀
が
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
の

世
紀
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
同
時
代
お
よ
び
そ
れ
以
降
の
作
家
た
ち
は
、
否
応
な
く
、
ユ
ゴ
ー
を
軸
に
自
ら
の
立
ち
位
置
を
定
義

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ロ
ラ
ン
も
こ
の
系
譜
に
連
な
っ
て
い
く
。『
道
づ
れ
た
ち
』（
一
九
三
六
）
の
中
で
、
彼
は
自
ら
の
着
想
源
に
つ
い

て
語
り
、
ユ
ゴ
ー
に
借
り
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
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一

ユ
ゴ
ー
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
出
会
い

『
道
づ
れ
た
ち
』
の
中
の
「
老
オ
ル
フ
ェ
」
に
、
ロ
ラ
ン
の
若
い
頃
の
思
い
出
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
一
九
三
七
年
に
書
か
れ
た
宛
名
不

明
の
手
紙
に
も
、
そ
の
一
部
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
八
八
三
年
の
夏
、
よ
り
正
確
に
は
八
月
一
九
日
の
日
曜
日
、
レ
マ
ン
湖

畔
で
、
ロ
ラ
ン
は
ユ
ゴ
ー
に
遭
遇
す
る
。

「
私
は
一
六
歳
だ
っ
た
。
一
泊
の
予
定
で
レ
マ
ン
湖
畔
の
小
さ
な
町
ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
に
い
た
時
、
バ
イ
ロ
ン
ホ
テ
ル
に
ユ
ゴ
ー
が
滞
在

し
て
い
る
と
知
っ
た
。
美
し
い
庭
に
行
っ
て
み
る
と
、
群
衆
の
喝
采
を
受
け
る
老
い
た
詩
人
の
姿
が
見
え
た
。
彼
は
年
老
い
て
白
髪
頭
で

皺
だ
ら
け
、
眉
を
ひ
そ
め
て
、
眼
は
窪
み
、
ま
る
で
太
古
の
昔
か
ら
現
れ
た
人
物
の
よ
う
だ
っ
た
。
私
は
、
す
ぐ
近
く
で
耳
を
そ
ば
だ
て
、

ぼ
そ
ぼ
そ
話
す
沈
ん
だ
声
を
聴
こ
う
と
し
た
が
、
耳
に
し
た
の
は
、
老
人
が
放
っ
た
、
た
っ
た
一
声
だ
け
だ
っ
た
。「
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ

ゴ
ー
、
万
歳
！
」
と
、
歓
声
を
上
げ
る
人
々
に
向
か
っ
て
、
彼
は
、「
共
和
国
万
歳
！
」
と
叫
ん
だ
の
だ
。
そ
の
目
は
怒
っ
て
い
た
。
手

を
振
り
上
げ
説
教
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
讃
え
る
相
手
が
違
う
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
五
〇
年
経
っ
た
今
、

あ
の
時
、
私
が
ユ
ゴ
ー
か
ら
聴
い
た
唯
一
の
言
葉
が
、
こ
の
警
句
だ
っ
た
こ
と
に
満
足
を
覚
え
る
。
私
は
そ
れ
を
受
け
止
め
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
私
の
道
づ
れ
で
あ
る
諸
君
に
伝
え
よ
う
。
結
束
を
固
め
よ
う
。
共
和
国
の
回
り
に
！

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

ヴ
ィ
ル
ヌ
ー
ヴ
に
て

一
九
三
七
年
一
二
月
一
四
日
」

同
じ
日
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
す
ぐ
後
で
、
ロ
ラ
ン
は
再
び
ユ
ゴ
ー
を
目
撃
す
る
。
ユ
ゴ
ー
は
孫
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
と
ジ
ャ
ン
ヌ
と
一
緒

だ
っ
た
。
ロ
ラ
ン
は
綴
る
、「
母
は
、（
略
）
長
老
に
私
を
紹
介
し
て
祝
福
し
て
も
ら
お
う
と
躍
起
に
な
っ
て
い
た
。（
略
）
ユ
ゴ
ー
に
は
、

ま
ば
ゆ
い
後
光
が
差
し
て
い
た
の

２だ
」。

ロ
ラ
ン
が
ユ
ゴ
ー
の
姿
を
見
た
の
は
、
そ
れ
が
最
初
で
最
後
で
は
な
い
。
一
八
八
四
年
五
月
、
ト
ロ
カ
デ
ロ
広
場
で
、
カ
ミ
ー
ユ
・
サ

ン＝

サ
ー
ン
ス
が
『
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
讃
歌
』
を
指
揮
し
た
席
で
も
、
ユ
ゴ
ー
を
目
撃
し
て
い

３る
。
一
八
八
五
年
に
は
ユ
ゴ
ー
の
自
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宅
で
開
催
さ
れ
た
誕
生
会
に
も
参
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
年
の
五
月
、
ロ
ラ
ン
は
ユ
ゴ
ー
の
葬
列
に
加
わ

４る
。
六
時
間
に
わ
た
り

二
百
万
人
も
が
参
列
し
た
ユ
ゴ
ー
の
葬
列
に
、
彼
は
感
動
し
た
。「
私
は
一
日
中
、
葬
儀
の
場
に
い
た
。
朝
九
時
に
家
を
出
た
。
正
午
に

は
葬
列
が
私
た
ち
の
前
を
通
過
し
始
め
、
五
時
半
に
な
っ
て
も
止
ま
る
こ
と
は
な
か
っ
た
！

カ
エ
サ
ル
で
さ
え
、
こ
ん
な
見
送
り
は
受

け
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」。

ユ
ゴ
ー
の
葬
儀
は
象
徴
的
な
出
来
事
だ
っ

５た
。
当
時
の
文
脈
を
再
確
認
し
よ
う
。
当
時
は
第
三
共
和
制
が
か
ろ
う
じ
て
誕
生
し
て
か
ら

一
〇
年
程
し
か
経
っ
て
お
ら
ず
、
反
体
制
派
も
多
か
っ
た
。
共
和
制
は
精
神
的
な
正
当
性
を
体
現
す
る
人
物
を
必
要
と
し
て
い
た
。（
フ

ラ
ン
ス
革
命
以
後
に
）
教
会
の
権
威
が
揺
る
ぐ
な
か
、
人
類
の
進
歩
や
共
和
国
を
信
奉
す
る
者
た
ち
に
は
新
し
い
宗
教
性
が
必
要
だ
っ
た
。

「
市
民
の
宗
教
」
を
模
索
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
な
か
、
ユ
ゴ
ー
の
時
代
お
よ
び
、
そ
れ
以
降
の
世
代
の
人
々
は
、
ナ
ポ

レ
オ
ン
三
世
に
一
貫
し
て
反
旗
を
翻
し
た
勇
敢
な
文
豪
を
共
和
国
の
庇
護
者
の
一
人
と
し
て
、
早
い
時
期
か
ら
担
ぎ
出
し
た
。
こ
う
し
て

「
ユ
ゴ
ー
礼
賛
」
が
浸
透
す
る
。
全
国
の
小
学
生
向
け
に
共
和
国
の
大
要
を
伝
え
る
た
め
に
作
ら
れ
た
当
時
の
道
徳
・
公
民
の
教
科
書
を

見
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
わ
か
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、「
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
は
な
ぜ
ガ
ー
ン
ジ
ー
島
に
一
時
亡
命
し
て
い
た
の
か
」

と
か
、「
ユ
ゴ
ー
の
行
動
の
ど
こ
が
り
っ
ぱ
だ
と
思
う
か
」
な
ど
の
問
い
が
続
く
。
ユ
ゴ
ー
は
大
作
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
民
的
祖
父

と
し
て
頼
れ
る
存
在
で
あ
り
、
大
義
の
た
め
に
常
に
参
画
す
る
市
民
と
し
て
、
晩
年
に
は
す
で
に
伝
説
の
仲
間
入
り
を
し
て
い
た
。「
フ

ラ
ン
ス
の
詩
」
を
独
り
で
体
現
し
て
い
た
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
神
話
を
単
純
な
話
だ
と
言
う
の
は
簡
単
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ユ
ゴ
ー
は
第
三
共
和
制
に
魂
を

与
え
、
共
和
制
下
で
教
育
を
受
け
た
人
々
は
、
多
少
の
差
は
あ
れ
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、
一
時
、
ユ
ゴ
ー
か
ら
離
れ
る
（
あ
る
い
は
忘
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
）。
ま
た
、
他
か
ら
の
影
響
を
受

け
た
時
期
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
は
ユ
ゴ
ー
に
戻
る
。「
老
オ
ル
フ
ェ
」
に
は
、「
ユ
ゴ
ー
を
忘
れ

６た
」
と

記
し
て
い
る
。
そ
の
数
年
後
、
大
戦
の
殺
戮
を
目
の
当
た
り
に
す
る
に
至
っ
て
、
ロ
ラ
ン
は
よ
う
や
く
ユ
ゴ
ー
の
偉
大
さ
を
昔
同
様
の
熱
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い
思
い
で
再
認
識
す
る
。「
ス
イ
ス
に
亡
命
中
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
判
断
を
見
直
す
時
間
が
あ
っ
た
。（
略
）
昔
と
今
の
自
分
を
高
揚
さ

せ
た
の
は
、
ユ
ゴ
ー
の
奏
で
る
音
楽
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
深
い
考
察
と
信
念
だ
っ
た
。（
略
）
そ
し
て
、
人
間
性
を
求
め
る
雄
弁
な
訴

え
だ
っ
た
。（
略
）
一
九
一
四
年
か
ら
一
八
年
の
間
に
荒
廃
し
、
黙
示
録
の
騎
士
た
ち
が
通
り
過
ぎ
た
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
、
そ
の
革
命

的
で
英
雄
的
な
意
味
が
蘇

７る
」。

二

ユ
ゴ
ー
的
な
テ
ー
マ
の
復
活

さ
て
、
ロ
ラ
ン
が
、
当
然
の
成
り
行
き
の
よ
う
に
ユ
ゴ
ー
に
再
帰
し
て
い
く
背
景
は
何
か
。
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
一
九

一
四
年
以
前
か
ら
ユ
ゴ
ー
の
影
響
を
伺
わ
せ
る
テ
ー
マ
が
み
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
ユ
ゴ
ー
の
扱
っ
た
テ
ー
マ
に
収
斂
す
る
傾
向
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

（
一
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

ま
ず
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
構
想
だ
。
目
指
す
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
形
成
す
る
国
々
の
統
一
だ
っ
た
。
ロ
ラ
ン
が

こ
れ
を
ど
う
扱
っ
た
か
と
言
え
ば
（
彼
は
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
結
束
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
に
置
い
て
い
る
）、
そ
の
土
台
に
は
ロ
マ
ン
派
的

傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
を
取
り
上
げ
発
展
さ
せ
た
の
が
ユ
ゴ
ー
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ド
イ
ツ
に
対
し
て
直
観
的
な
共
感
を
寄
せ
る
傾
向
で
あ

る
。
た
だ
、
ど
ん
な
ド
イ
ツ
で
も
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ビ
ス
マ
ル
ク
の
軍
事
国
家
で
は
な
く
、
ラ
イ
ン
河
畔
の
古
城
や
ナ
イ
ー

ブ
な
伝
承
が
宿
る
ロ
マ
ン
派
的
情
緒
溢
れ
る
ド
イ
ツ
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
、
ユ
ゴ
ー
が
『
ラ
イ
ン
河
幻
想
紀
行
』（
一
八
四
五
）
と
い
う
旅

い
し
ず
え

行
記
に
綴
っ
た
ド
イ
ツ
だ
っ
た
。
友
愛
に
溢
れ
る
補
完
的
な
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
こ
そ
、
明
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
建
設
の
礎
だ
と
い
う
わ
け

だ
。「
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
は
本
質
的
に
文
明
そ
の
も
の
だ
。
ド
イ
ツ
は
感
じ
、
フ
ラ
ン
ス
は
考
え
る
。
感
情
と
思
考
が
文
明
人
の
全
て

を
成
す
。
二
つ
の
民
族
は
親
密
に
繋
が
り
、
同
じ
血
が
通
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
両
者
は
同
じ
源
か
ら
発
し
、
共
に
ロ
ー
マ
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帝
国
と
闘
っ
た
。
両
者
は
過
去
・
現
在
・
未
来
に
わ
た
る
兄
弟

８だ
」。
も
っ
と
も
、
こ
の
ロ
マ
ン
派
的
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
の
は
、
ユ
ゴ
ー

だ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
ユ
ゴ
ー
の
言
葉
に
ロ
ラ
ン
を
予
感
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ

ア
』
と
い
う
大
作
に
出
て
く
る
。
こ
の
作
品
は
天
才
に
つ
い
て
の
広
範
な
考
察
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
ユ
ゴ
ー
は
、
ド
イ
ツ
の
才
能
が
最

も
よ
く
表
れ
る
の
が
音
楽
だ
と
言
っ
て
讃
え
て
い
る
。「
音
楽
は
ド
イ
ツ
の
言
葉

９だ
」
と
。
そ
し
て
、
こ
う
結
論
づ
け
る
。「
よ
っ
て
、
ド

イ
ツ
の
最
も
優
れ
た
詩
人
は
音
楽
家
だ
。
素
晴
ら
し
い
家
族
を
率
い
る
の
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
だ
。（
略
）
イ
ギ
リ
ス
の
偉
人
は
シ
ェ
ー

ク
ス
ピ
ア
で
、
ド
イ
ツ
の
偉
人
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
で
あ

１０る
」。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
構
想
の
土
台
に
あ
る
の
は
、
世
界
史
の
動
的
な
概
念
だ
。
部
族
（
村
）
か
ら
地
方
へ
、
地
方
か
ら
統
一
国
家
へ
、
統
一
国

家
か
ら
連
邦
国
家
へ
。
そ
の
動
き
が
向
か
う
先
に
あ
る
の
は
世
界
平
和
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
革
命
を
通
し
て
世
界
を
よ
り
よ
い
方
向

へ
導
く
い
く
つ
か
の
価
値
を
打
ち
出
し
た
。
そ
れ
は
人
権
で
あ
り
、
民
族
自
決
権
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
理
念
を
平
和
的
に
普
及
さ
せ
る

た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
最
良
の
媒
体
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
。

（
二
）
道
義
的
愛
国
主
義

こ
の
信
念
に
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
ユ
ゴ
ー
と
ロ
ラ
ン
の
思
想
が
収
斂
す
る
テ
ー
マ
が
あ
る
。
道
徳
に
基
づ
く
愛
国
心
だ
。
こ
こ
で
の

愛
国
心
は
、
自
己
中
心
的
な
国
粋
主
義
で
は
な
い
。
祖
国
へ
の
忠
誠
心
は
当
然
で
あ
り
、
自
然
な
こ
と
だ
。
し
か
し
、
祖
国
が
担
う
べ
き

理
想
へ
の
忠
誠
心
は
、
も
っ
と
崇
高
な
も
の
で
あ
る
。
祖
国
が
自
己
中
心
的
に
利
害
を
追
求
す
る
共
同
体
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
た

め
に
闘
う
こ
と
も
、
ま
し
て
や
命
を
捧
げ
る
こ
と
な
ど
何
の
意
味
も
な
い
だ
ろ
う
。
ロ
ラ
ン
の
『
ク
レ
ラ
ン
ボ
ー
』（
一
九
一
七
年
、
第
一

次
大
戦
の
最
中
に
執
筆
を
始
め
た
小
説
）
の
中
の
数
行
を
引
用
し
よ
う
。「（
略
）
お
ぞ
ま
し
き
国
益
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
を
導
い
た
金
科
玉

条
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
最
も
高
尚
な
理
想
は
共
同
体
に
奉
仕
す
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
人
は
、
こ
の
共
同
体
を
国
家
と
呼
ぶ
。
敢
え
て
言

お
う
。
盲
目
の
共
同
体
、
む
し
ろ
、
目
先
が
く
ら
ん
だ
今
日
の
国
家
の
よ
う
な
共
同
体
に
盲
目
的
に
奉
仕
し
て
も
、
実
は
共
同
体
の
利
に
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は
な
ら
な
い
。
共
同
体
を
隷
属
化
し
汚
す
だ
け
だ
。
他
者
の
役
に
立
つ
た
め
に
は
、
ま
ず
自
分
が
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

１１い
」。
イ
ギ

リ
ス
人
は
「
正
し
か
ろ
う
が
正
し
く
な
か
ろ
う
が
祖
国
は
祖
国
」
と
言
う
。
そ
の
逆
で
、
自
分
の
国
が
い
つ
も
正
し
い
と
思
う
義
務
は
な

い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ユ
ゴ
ー
は
、
散
々
な
結
果
に
終
わ
る
フ
ラ
ン
ス
の
メ
キ
シ
コ
遠
征
（
一
八
六
一－

一
八
六
七
）
に
毅
然
と
反
対
し
た
。

ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
主
導
で
、
現
地
に
フ
ラ
ン
ス
寄
り
の
体
制
を
敷
こ
う
と
目
論
ん
だ
時
の
こ
と
だ
。
ま
た
、
一
八
六
〇
年
、
フ
ラ
ン
ス

と
イ
ギ
リ
ス
が
、
北
京
の
夏
の
離
宮
を
破
壊
し
略
奪
し
た
こ
と
も
弾
劾
し
て
い
る
。
こ
の
辺
り
は
、
ロ
ラ
ン
を
予
感
さ
せ
る
。
大
事
な
の

は
良
心
だ
っ
た
。
愛
国
心
は
、
道
義
に
則
る
場
合
に
限
り
意
味
が
あ
り
、
国
家
へ
の
帰
属
意
識
と
は
関
係
な
い
。
ロ
ラ
ン
も
、
ユ
ゴ
ー
も
、

国
益
の
至
上
命
令
な
ど
信
ず
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
国
家
は
、
所
詮
、
偶
発
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
超
え
た
所

に
あ
る
価
値
を
信
じ
て
い
た
の
だ
。

（
三
）
精
神
の
独
立

こ
の
「
価
値
」
と
い
う
言
葉
は
重
要
だ
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
に
お
い
て
も
、
ユ
ゴ
ー
に
お
い
て
も
、
偉
大
な
精
神
を
参
画
へ
と
突
き
動

か
し
て
い
た
原
動
力
が
高
い
倫
理
感
だ
っ
た
こ
と
を
再
確
認
で
き
る
か
ら
だ
。
知
識
人
は
自
由
な
良
心
に
従
い
、
抑
圧
を
否
定
す
る
と
同

時
に
、
友
人
た
ち
に
も
「
ノ
ン
」
と
言
え
る
。
周
知
の
こ
と
だ
が
、
ユ
ゴ
ー
の
知
的
歩
み
は
徐
々
に
左
派
寄
り
に
な
っ
て
い
く
。
で
も
、

ユ
ゴ
ー
を
先
祖
の
ご
と
く
標
榜
す
る
社
会
主
義
者
た
ち
は
、
眼
を
開
け
て
よ
く
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
ユ
ゴ
ー
が
常
に
警
戒
し
た
の
は
「
兵

舎
の
社
会
主
義
」
つ
ま
り
、
解
放
す
る
ど
こ
ろ
か
閉
じ
込
め
る
教
義
で
あ
り
、「
腸
（
ユ
ゴ
ー
の
言
葉
）／
臓
物
の
社
会
主
義
」、
つ
ま
り
経

済
に
還
元
さ
れ
た
教
義
だ
っ
た
。

ユ
ゴ
ー
と
同
様
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
も
、
闘
う
に
値
す
る
原
理
が
危
う
く
な
る
と
感
じ
た
時
は
、
同
志
に
も
「
ノ
ン
」
と
言
え
る
人

だ
っ
た
。
例
え
ば
、
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
の
際
に
、
ロ
ラ
ン
は
ド
レ
フ
ュ
ス
を
擁
護
し
な
が
ら
も
、
ド
レ
フ
ュ
ス
擁
護
自
体
が
既
得
権
に
な

る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
あ
る
い
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
を
擁
護
し
な
が
ら
も
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
の
指
令
は
果
敢
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に
拒
否
し
て
い
る
。「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
が
真
実
と
人
間
性
を
尊
重
す
る
時
は
、
い
つ
で
も
共
に
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
侵
害
す
る
時
は
、

い
つ
で
も
反
対
す
る
だ
ろ

１２う
」。
彼
は
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク＝

ジ
ョ
リ
オ
・
キ
ュ
リ
ー
（
一
九
三
五
年
ノ
ー
ベ
ル
化
学
賞
）
の
よ
う
に
、「
私
は

共
産
主
義
者
だ
。
そ
う
す
れ
ば
、
考
え
な
く
て
済
む
か
ら
」
な
ど
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ユ
ゴ
ー
同
様
に
亡
命
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
。
ロ
ラ
ン
は
ス
イ
ス
に
、
ユ
ゴ
ー
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
、
次
い
で
、
イ
ギ
リ
ス
と
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
間
の
島
に
亡
命
す
る
。
亡
命

の
理
由
は
政
治
的
と
は
限
ら
な
い
。
知
識
人
は
常
に
独
立
し
た
精
神
を
持
ち
、
同
志
と
の
し
が
ら
み
も
打
ち
捨
て
ら
れ
た
。

（
四
）
精
神
性

四
つ
目
で
最
後
の
テ
ー
マ
に
な
る
が
、
ロ
ラ
ン
も
ユ
ゴ
ー
も
信
仰
を
持
っ
て
い
た
。
と
は
言
え
、
二
人
と
も
教
会
に
は
属
さ
ず
、「
超

越
性
」
を
模
索
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
実
際
、
ユ
ゴ
ー
は
一
度
も
洗
礼
を
受
け
て
お
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
キ
リ
ス
ト
を
偉
大
な
進
歩
の
象
徴
と
し
て
賞
賛
し
た
。「
キ
リ
ス
ト
が
血
を
流
し
て
進
歩
を
体
現
し
た
こ

と
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
私
は
彼
を
聖
職
者
た
ち
か
ら
取
り
上
げ
る
。
彼
を
十
字
架
か
ら
降
ろ
し
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
外

そ
１３う
」。
こ
う
し
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
い
う
人
間
を
賞
賛
し
な
が
ら
、
ユ
ゴ
ー
は
、
多
神
教
的
な
精
神
性
に
傾
倒
し
、
至
る
所
に

神
の
存
在
を
見
て
取
る
。「
全
て
は
一
つ
の
声
、
全
て
は
一
つ
の
香
り
だ
。
全
て
が
、
無
限
の
中
で
誰
か
に
何
か
を
言
っ
て
い
る
。
風
・

波
・
炎
・
木
・
葦
・
岩
、
全
て
が
生
き
て
い
る
！

全
て
が
魂
で
満
た
さ
れ
て
い

１４る
」。
ユ
ゴ
ー
に
と
っ
て
は
、
超
越
性
不
在
の
世
界
は

あ
り
得
な
か
っ
た
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
も
超
越
性
を
求
め
た
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
家
庭
に
生
ま
れ
育
つ
が
、
後
に
キ
リ
ス
ト
教
と
袂

を
分
か
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
一
切
の
精
神
性
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。『
内
面
の
旅
路
』
に
は
、「
私
が
初
め
て
力
を
振
り

絞
っ
た
の
は
、
自
分
の
宗
教
を
断
ち
切
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
私
の
最
大
な
宗
教
的
行
い
だ
っ
た
。（
略
）
信
じ
な
い
こ
と
、

そ
れ
は
、
や
は
り
信
じ
る
こ
と
だ
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
う
し
て
、
新
し
い
信
仰
を
模
索
し
て
い
く
彼
の
歩
み
は
、
ユ
ゴ
ー
に
近
い
と
言
う

よ
り
、
ユ
ゴ
ー
の
歩
み
を
延
長
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
最
終
的
に
、
彼
は
一
種
の
多
神
教
に
辿
り
着
く
。
そ
れ
が
、
フ
ロ
イ
ト
に
宛
て
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た
手
紙
に
書
い
た
「
大
洋
感
情
」
と
い
う
精
神
性
だ
。「
自
発
的
な
宗
教
的
感
情
。
そ
れ
は
「
永
遠
」
を
感
じ
る
と
い
う
単
純
で
直
接
的

な
事

１５実
」。
ロ
ラ
ン
に
は
信
じ
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。
彼
は
敬
虔
な
信
者
を
常
に
尊
敬
し
て
い
た
。
例
え
ば
ク
ロ
ー
デ
ル
だ
。
晩
年
の

ロ
ラ
ン
は
、
ヴ
ェ
ズ
レ
ー
を
訪
れ
た
旧
友
と
の
交
流
を
再
開
す

１６る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
に
と
っ
て
、
宗
教
は
戯
言
で
は
な
く
絶
対
的
な
も
の

だ
っ
た
。
ロ
ラ
ン
が
イ
ン
ド
の
精
神
性
に
傾
倒
し
て
ゆ
く
背
景
に
も
同
じ
欲
求
が
あ
っ
た
。
超
越
性
の
探
求
が
こ
の
世
で
の
行
動
の
源

だ
っ
た
。
ロ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
革
命
の
目
的
は
「
社
会
革
命
に
欠
落
し
て
い
る
「
神
性
」
を
与
え
る
た
め
」（
一
八
九
五
）
で
あ
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
建
設
の
意
義
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
、
支
配
的
な
ア
メ
リ
カ
の
物
質
主
義
に
対
抗
す
る
た
め
の
政
治
力
・
精
神
力
を
備
え
る
こ
と

だ
っ
た
。
ロ
ラ
ン
は
一
九
〇
一
年
、『
親
愛
な
る
ソ
フ
ィ
ア
』
に
「
知
性
と
道
徳
の
祖
国
に
な
れ
ば
、
つ
い
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
魂
が
息

づ
く
だ
ろ
う
」
と
、
書
い
て
い
る
。

三

作
家
の
使
命

た
い
ま
つ

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、
多
く
の
テ
ー
マ
で
、
ユ
ゴ
ー
の
掲
げ
た
松
明
を
受
け
継
い
だ
。
参
画
す
る
知
識
人
は
、
全
て
に
お
い
て
一
九
世

紀
と
い
う
時
代
が
生
ん
だ
概
念
、
あ
る
種
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
「
参
画
す
る
知
識
人
」
と
い
う
概
念
が
、
作
家

ロ
ラ
ン
の
辿
っ
た
運
命
を
解
明
す
る
鍵
と
な
る
。

（
一
）
一
九
世
紀
を
継
承
す
る
概
念

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、
二
〇
世
紀
の
著
名
な
批
評
家
ポ
ー
ル
・
ベ
ニ
シ
ュ
ー
が
「
ロ
マ
ン
派
の
賢
者
た
ち
」
と
呼
ん
だ
系
譜
に
属
す
る

と
言
え
よ
う
。
こ
の
伝
統
的
な
思
想
の
起
源
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
だ
。
革
命
は
、
ア
ン
シ
ア
ン
・
レ
ジ
ー
ム
（
旧
体
制
）
が
近
代
国
家
に

移
行
す
る
過
程
に
生
じ
た
断
絶
で
あ
る
。
旧
世
界
が
消
滅
し
て
ゆ
く
な
か
で
、
一
九
世
紀
初
頭
に
生
ま
れ
た
世
代
は
不
安
を
抱
い
て
い
た
。

そ
の
精
神
的
拠
り
所
に
な
っ
た
の
は
宗
教
で
は
な
く
、
詩
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
伝
統
的
な
宗
教
が
揺
ら
ぐ
な
か
、
代
わ
り
に
宗
教
性
を
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担
っ
た
の
が
詩
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
詩
人
は
世
界
を
詠
む
人
と
な
り
、
近
代
に
お
け
る
預
言
者
と
な
っ
た
。
ユ
ゴ
ー
は
唱
え
る
、「
民

衆
よ
、
詩
人
の
声
を
聴
け
。
こ
の
神
聖
な
る
夢
想
家
の
声
を
！
」
そ
し
て
、
詩
人
に
加
え
て
、
文
豪
た
ち
も
こ
の
役
目
に
加
わ
る
。
彼
ら

は
希
望
と
精
神
性
を
担
う
宗
教
色
の
な
い
預
言
者
と
な
っ
た
。
こ
の
姿
は
、
そ
の
ま
ま
ロ
ラ
ン
と
重
な
る
。「
私
の
大
き
な
役
目
は
ま
さ

に
宗
教
的

１７だ
」。

（
二
）
文
壇
へ
の
影
響

こ
の
流
れ
に
乗
っ
て
、
文
学
は
啓
蒙
的
で
指
導
的
な
役
目
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
万
人
向
け
の
、
い
わ
ゆ
る
「
民
主
的
」
作
品
で
あ
る
。

ユ
ゴ
ー
的
で
有
名
な
合
い
言
葉
は
「
全
て
を
万
人
に
」
だ
っ
た
。
一
九
三
五
年
の
論
考
「
今
日
の
社
会
に
お
け
る
作
家
の
役
目
」
の
中
で
、

ロ
ラ
ン
は
、
そ
ん
な
心
境
を
吐
露
し
て
い
る
。「
若
か
り
し
頃
、
老
ト
ル
ス
ト
イ
の
冗
談
を
ま
ね
て
「
一
〇
万
人
に
満
た
な
い
読
者
向
け

に
書
く
気
は
し
な
い
」
と
、
標
榜
し
た
も
の
だ
。
誰
も
が
読
め
て
、
誰
に
で
も
役
立
つ
民
衆
の
文
学
を
目
指
せ
と
い
う
こ
と
だ
。
真
直
ぐ

に
話
せ
。
飾
ら
ず
、
気
取
ら
ず
に
話
せ
。
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
話
せ
。
粋
人
に
限
ら
ず
、
万
人
が
わ
か
る
よ
う
に
、
つ
つ
ま
し
い

人
た
ち
で
も
わ
か
る
よ
う
に
！
」（『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
』
一
七
章
）

こ
う
し
て
大
衆
向
け
の
文
学
が
誕
生
し
、
神
話
が
生
ま
れ
、
特
定
の
時
代
を
叙
事
詩
的
に
語
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ジ
ャ
ン＝

ヴ
ァ
ル

ジ
ャ
ン
や
ガ
ブ
ロ
ッ
シ
ュ
や
コ
ゼ
ッ
ト
が
、
一
九
世
紀
を
集
約
し
、
誰
も
が
知
る
象
徴
的
な
人
物
に
な
っ
た
よ
う
に
、
ロ
ラ
ン
も
、
英
雄

的
な
人
物
を
通
し
て
あ
る
時
代
を
描
こ
う
と
し
た
。
そ
の
最
た
る
例
が
、
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
で
あ
る
。
作
者
曰
く
「
西
洋
で
の
、

一
八
七
〇
年
と
一
九
一
四
年
の
二
度
の
戦
争
に
股
が
る
世
代
を
代
表
す
る
英
雄
的
な
人
物
」

１８だ
。
主
人
公
と
友
人
オ
リ
ヴ
ィ
エ
は
、
前
者

が
ド
イ
ツ
、
後
者
が
フ
ラ
ン
ス
を
表
象
す
る
。
こ
の
英
雄
的
な
二
人
組
と
い
う
設
定
は
、
西
洋
の
英
雄
物
語
に
は
多
く
、
有
名
な
中
世
の

叙
事
詩
『
ロ
ラ
ン
の
歌
』
に
は
、「
強
き
ロ
ラ
ン
と
賢
き
オ
リ
ヴ
ィ
エ
」
と
い
う
有
名
な
一
節
が
あ
る
。
き
っ
と
ロ
ラ
ン
の
脳
裏
に
は
、

こ
の
一
節
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
の
姓
は
ク
ラ
フ
ト
で
、
ド
イ
ツ
語
で
「
力
」
を
意
味
す
る
。
力
ま
さ
り
の
ジ
ャ
ン
・

― 9―



ク
リ
ス
ト
フ
に
、
思
慮
深
い
オ
リ
ヴ
ィ
エ
が
対
峙
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
現
実
を
教
え
る
の
だ
。

英
雄
的
な
息
吹
き
は
、
ロ
ラ
ン
の
劇
作
品
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
残
念
な
が
ら
今
は
読
ま
れ
な
く
な
っ
た
が
、
伝
説
的
で
象
徴
的
な
展
開

か
ら
、
万
人
に
向
け
て
話
す
こ
と
に
腐
心
し
た
作
者
の
意
図
を
感
じ
る
作
品
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
連
の
革
命
劇
だ
。
ロ
ラ
ン
は
、
な
ぜ
、

革
命
を
戯
曲
に
し
た
の
か
。
一
八
九
二
年
に
書
か
れ
た
「
自
作
劇
へ
の
序
文
」
で
、
作
者
は
「
革
命
と
い
う
伝
説
」
と
い
う
言
葉
を
用
い

て
、
今
や
、「
国
民
的
魂
の
土
台
」
を
成
す
、
こ
の
伝
説
を
活
用
す
べ
き
だ
と
言
う
。
い
く
つ
か
の
作
品
（『
七
月
一
四
日
』『
ダ
ン
ト
ン
』『
ロ

ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
』『
狼
』）
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
普
遍
的
な
影
響
力
や
時
代
を
超
え
る
不
変
性
を
理
解
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
、
さ
ら
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
革
命
の
本
質
に
対
す
る
深
い
考
察
が
見
ら
れ
る
。
ロ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
革
命
は
、
そ

も
そ
も
自
滅
す
る
性
格
を
持
つ
。
な
ぜ
な
ら
、
行
動
に
走
る
あ
ま
り
暴
力
を
生
み
、
革
命
の
理
想
に
反
し
て
い
く
か
ら
だ
。
こ
の
テ
ー
マ

は
ユ
ゴ
ー
の
大
作
『
九
三
年
』
で
も
扱
わ
れ
て
い
る
。

ロ
ラ
ン
の
戯
曲
は
、
テ
ー
マ
に
限
ら
ず
形
式
も
非
常
に
ユ
ゴ
ー
的
だ
と
言
え
る
。
逆
説
的
だ
が
、
ユ
ゴ
ー
は
ロ
マ
ン
派
的
劇
文
学
の
父

で
あ
る
。
ロ
ラ
ン
は
、『
民
衆
劇
論
』（
一
九
〇
三
）
で
、
ロ
マ
ン
派
的
な
劇
文
学
を
ケ
バ
ケ
バ
し
く
、
回
り
く
ど
く
、
メ
ロ
ド
ラ
マ
的
だ

と
酷
評
す

１９る
。
し
か
し
同
時
に
、
注
に
は
「
ユ
ゴ
ー
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
の
気
が
あ
れ
ば
大
衆
劇
も
書
け
た
だ
ろ
う
。
こ
の
上
な
く
大

衆
的
な
小
説
や
反
体
制
文
書
を
書
い
た
の
だ
か

２０ら
」
と
、
付
け
加
え
て
い
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ロ
ラ
ン
は
、
批
判
し
な
が
ら
も
、

第
三
共
和
制
下
の
ユ
ゴ
ー
（『
エ
ル
ナ
ニ
』
を
書
い
た
若
き
ユ
ゴ
ー
で
は
な
く
）
の
こ
と
は
敬
っ
て
い
る
。『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
と
同
じ
よ
う

な
着
想
の
戯
曲
を
書
け
た
は
ず
だ
が
、
書
こ
う
と
し
な
か
っ
た
と
言
う
わ
け
だ
。
こ
こ
で
ロ
ラ
ン
は
、
ユ
ゴ
ー
に
続
い
て
、
ユ
ゴ
ー
が
始

め
た
万
人
向
け
の
『
大
衆
劇
』
創
作
と
い
う
事
業
を
引
き
継
ぐ
使
命
を
自
ら
に
課
し
た
と
言
え
る
（
ち
な
み
に
、
ユ
ゴ
ー
の
野
心
は
『
ル
イ
・

ブ
ラ
ス
』
の
前
書
き
に
読
め
る
）。
万
人
向
け
と
は
言
え
、
テ
ー
マ
や
言
及
さ
れ
る
問
題
が
高
尚
で
あ
る
た
め
、
決
し
て
デ
マ
ゴ
ギ
ー
（
煽
動

ポ
ピ
ュ
ラ
ー

的
）
に
走
ら
ず
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
陥
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
大
衆
的
な
戯
曲
で
あ
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
ユ
ゴ
ー
を
発
端
に
ロ
ラ

ン
を
通
る
軌
道
は
、
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ィ
ラ
ー
ル
と
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
に
も
連
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
二
人
も
、「
国
立
民
衆
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劇
場
」
を
通
し
て
万
人
に
訴
え
る
芸
術
の
普
及
を
目
指
し
た
。
ロ
ラ
ン
曰
く
「
我
々
は
「
民
衆
劇
」
を
信
じ
、
質
実
剛
健
な
芸
術
を
も
っ

て
、
無
気
力
な
洗
練
さ
を
気
取
る
パ
リ
の
お
ふ
ざ
け
者
た
ち
に
対
抗
し
た
。
そ
れ
は
、
集
団
生
活
の
表
現
だ
っ
た
。（
略
）
そ
し
て
、
若

さ
ゆ
え
の
最
も
純
粋
で
健
康
的
な
力
の
一
つ
だ
っ
た
。
我
々
は
何
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
な

２１い
」。

（
三
）
作
品
は
時
代
錯
誤
的
か

戯
曲
に
お
い
て
も
、
哲
学
的
な
考
察
と
同
様
に
（
ロ
ラ
ン
の
汎
神
論
は
ユ
ゴ
ー
の
汎
神
論
の
延
長
に
あ
る
）、
ロ
ラ
ン
は
ユ
ゴ
ー
路
線
を
延
長

し
て
い
る
。
ユ
ゴ
ー
の
模
倣
に
終
わ
ら
ず
、
ユ
ゴ
ー
を
師
と
仰
い
だ
忠
実
な
弟
子
と
い
う
よ
り
、
ユ
ゴ
ー
が
切
り
開
い
た
道
を
さ
ら
に
先

へ
と
延
ば
し
な
が
ら
、
ユ
ゴ
ー
の
繰
り
返
し
で
は
な
く
、
継
続
発
展
を
担
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
ユ
ゴ
ー
的
な
強
い
野
心
か
ら
大
衆
的
な
文
学
を
目
指
し
た
こ
と
が
災
い
し
て
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
作
品
は
長
い
間
不
評
を

買
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
、
す
で
に
そ
の
よ
う
な
試
み
は
、
先
ほ
ど
ふ
れ
た
「
パ
リ
の
お
ふ
ざ
け
者
た
ち
」
か
ら
時
代
錯
誤

だ
と
批
判
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
も
っ
と
も
、
彼
ら
の
「
無
気
力
な
洗
練
さ
」
は
、
ロ
ラ
ン
に
は
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
だ
っ
た
。
二
〇
世

紀
初
頭
の
数
十
年
の
間
、
ユ
ゴ
ー
で
さ
え
も
、
一
部
の
エ
リ
ー
ト
主
義
の
イ
ン
テ
リ
た
ち
か
ら
、「
善
意
の
み
を
拠
り
所
に
し
た
道
徳
的

（
勧
善
懲
悪
的
）
文
学
」
と
蔑
ま
れ
た
。
ユ
ゴ
ー
に
対
す
る
皮
肉
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
一
番
偉
大
な
詩
人
は
誰
か
と
聞
か
れ
た
ア
ン
ド
レ
・

ジ
ッ
ド
が
、「
残
念
な
が
ら
ユ
ゴ
ー
だ
！
」
と
答
え
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
有
名
だ
。
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
も
「
ユ
ゴ
ー
は
大
富
豪

だ
が
君
主
で
は
な
い
」
と
、
ユ
ゴ
ー
を
軽
視
し
て
い
る
。
ロ
ラ
ン
へ
の
軽
蔑
も
同
じ
よ
う
な
節
が
あ
る
が
、
批
判
は
さ
ら
に
辛
辣
だ
っ
た
。

例
え
ば
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
『
サ
ン
ト
・
ブ
ー
ヴ
に
反
論
す
る
』
の
中
で
、「
言
葉
を
選
び
文
章
を
推
敲
し
た
気
配
が
ま
っ
た
く
な
い
。
描

写
は
凡
庸
で
陳
腐
」
と
ロ
ラ
ン
を
酷
評
し
た
。
特
に
、
作
品
の
根
底
に
は
作
者
の
寛
大
な
意
図
し
か
な
い
と
非
難
し
て
い
る
。

さ
て
、
ロ
ラ
ン
軽
視
の
背
景
を
解
明
す
る
に
は
、
文
壇
や
イ
ン
テ
リ
層
に
お
け
る
対
立
と
い
う
、
当
時
の
文
脈
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
は
「
モ
ダ
ン
（
近
代
）」
と
「
ア
ン
チ
モ
ダ
ン
（
反
近
代
）」
の
対
立
で
あ
る
。
前
者
は
人
類
の
進
歩
を
信
じ
、
文
学
も
進
歩
に
貢
献
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し
、
民
衆
を
教
育
す
べ
き
だ
（
教
育
な
き
民
衆
は
た
だ
の
群
衆
だ
か
ら
）
と
考
え
る
人
々
。
対
し
て
「
ア
ン
チ
モ
ダ
ン
」
は
、
悲
観
的
で
エ

リ
ー
ト
主
義
で
、
人
道
的
な
幻
想
に
は
だ
ま
さ
れ
ま
い
と
、
ナ
イ
ー
ブ
な
進
歩
信
仰
を
嫌
悪
す
る
人
々
だ
っ
た
。
そ
し
て
一
九
世
紀
末
に

は
、
人
類
の
幸
福
を
も
た
ら
す
と
い
う
ナ
イ
ー
ブ
な
想
像
上
の
共
和
国
信
仰
へ
の
反
動
と
し
て
、
ア
ン
チ
モ
ダ
ン
が
、
少
な
く
と
も
文
壇

に
お
い
て
優
勢
に
な
る
。「
ア
ン
チ
モ
ダ
ン
」
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
が
、
ジ
ョ
ゼ
フ
・
ド
・
メ
ス
ト
ル
か
ら

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
至
る
系
譜
を
辿
っ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
時
の
経
過
と
共
に
、「
シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
が
ラ
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
に
勝

ち
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
ユ
ゴ
ー
に
勝
ち
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
が
ゾ
ラ
に
勝
ち
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
に
勝
っ

２２た
」。
こ
の

文
壇
の
傾
向
は
イ
ン
テ
リ
層
に
及
ん
で
ゆ
く
。
一
九
三
二
年
、
著
名
な
批
評
家
ア
ル
ベ
ー
ル
・
チ
ボ
ー
デ
は
、「
二
〇
世
紀
、
文
壇
と
パ

リ
（
イ
ン
テ
リ
層
）
は
、
大
半
が
右
に
傾
い
た
。
し
か
し
同
じ
時
期
、
フ
ラ
ン
ス
全
土
で
は
、
右
翼
思
想
は
完
全
に
敗
北
し
て
い

２３た
」
と

書
い
た
。
こ
の
文
脈
に
置
く
と
、
ユ
ゴ
ー
本
人
や
、
ユ
ゴ
ー
の
弟
子
で
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
延
長
線
上
に
い
た
ロ
ラ
ン
が
、「
煉

獄
」
に
や
ら
れ
た
（
不
遇
を
強
い
ら
れ
た
）
背
景
が
見
え
て
く
る
。

結

論

し
か
し
、
ユ
ゴ
ー
は
煉
獄
か
ら
解
放
さ
れ
、
ロ
ラ
ン
も
解
放
さ
れ
た
よ
う
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
紆
余
曲
折
は
あ
っ
て
も
、
民
衆
文
学
の
流

れ
は
万
人
の
文
学
と
し
て
、
前
世
紀
の
さ
ま
ざ
ま
な
戦
い
に
参
画
し
な
が
ら
、
決
し
て
枯
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
こ
と
は
、

二
〇
世
紀
の
国
立
民
衆
劇
場
の
試
み
や
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
詩
人
た
ち
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
。

ま
た
、
ロ
ラ
ン
が
ユ
ゴ
ー
か
ら
継
承
し
た
側
面
が
、
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
狭
い
枠
を
超
え
て
、
よ
り
大
き
な

家
族
に
属
し
て
い
た
こ
と
だ
。
そ
の
家
族
と
は
、
民
衆
を
導
く
知
識
人
と
い
う
家
族
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
普
遍
主
義
の
思
想
家
た
ち
が
い

た
。
多
く
の
悲
劇
に
立
ち
会
い
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
世
界
を
信
じ
続
け
た
人
た
ち
だ
。

こ
の
大
き
な
家
族
に
つ
い
て
言
及
し
、
自
ら
も
そ
の
一
員
で
あ
っ
た
思
想
家
が
も
う
一
人
い
る
。
ロ
ラ
ン
の
対
話
相
手
と
し
て
特
別
な
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関
係
に
あ
っ
た
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ロ
ラ
ン
と
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
、
多
く
の
書
簡
を
通
し
て
長
き
に

わ
た
り
交
流
し
た
。
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
に
関
す
る
短
い
研
究
の
結
論
の
中
で
、
エ
ラ
ス
ム
ス
こ
そ
、
こ
の
理
想
を
打
ち
立
て

た
人
物
だ
と
し
、
こ
の
理
想
を
行
動
に
移
し
た
思
想
家
た
ち
に
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
て
い
る
。「
そ
れ
は
、
と
て
も
単
純
で
あ
り
な
が
ら

永
遠
の
理
想
で
あ
り
、
そ
の
理
想
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
至
上
の
義
務
は
、
常
に
、
よ
り
人
間
ら
し
く
な
る
こ
と
。
常
に
、
よ
り
精
神
的
に

な
る
こ
と
。
常
に
、
よ
り
寛
大
に
な
る
こ
と
だ
。（
略
）
ト
ル
ス
ト
イ
や
ガ
ン
ジ
ー
や
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
共
に
、
和
の
精
神
は
、
当
然

の
こ
と
と
し
て
、
道
徳
の
道
理
を
力
の
道
理
に
対
峙
さ
せ

２４る
」。

こ
の
信
念
を
持
っ
た
人
々
は
、
往
々
に
し
て
、
時
代
を
先
取
り
す
る
あ
ま
り
、
理
解
さ
れ
ず
、
ひ
い
て
は
迫
害
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ

で
も
、
彼
ら
は
真
直
ぐ
先
の
地
平
線
を
見
つ
め
続
け
、
遅
か
れ
早
か
れ
、
人
類
の
不
幸
の
元
凶
で
あ
る
破
壊
的
な
熱
狂
は
や
が
て
冷
め
る

と
信
じ
て
い
る
。

「
そ
も
そ
も
、
熱
狂
と
は
冷
め
る
も
の
で
、
狂
信
主
義
は
自
滅
す
る
運
命
に
あ
る
こ
と
を
彼
ら
は
知
っ
て
い
る
。
対
し
て
、
理
性
は
、

静
か
で
辛
抱
強
く
永
遠
で
あ
り
、
待
つ
こ
と
と
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
時
に
、
怒
り
狂
う
精
神
を
前
に
、
口
を
つ
ぐ
み
姿
を
隠
す
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
も
、
必
ず
復
活
す
る
時
が
や
っ
て
来

２５る
」。

（
甲
南
大
学
教
授
・
国
際
言
語
文
化
セ
ン
タ
ー
）

（
本
稿
は
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
主
催
で
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
九
日
、
ア
ン
ス
テ
ィ

チ
ュ
・
フ
ラ
ン
セ
関
西
で
行
わ
れ
た
講
演
会
「
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る

ユ
ゴ
ー
的
作
家
」
の
内
容
を
再
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
言
及
作
品
の
タ
イ
ト
ル

は
邦
訳
の
あ
る
も
の
は
そ
れ
に
倣
っ
た
。
未
発
表
・
未
邦
訳
作
品
の
タ
イ
ト
ル
お
よ
び
引

用
の
全
て
は
、
本
稿
訳
者
の
私
訳
で
あ
る
。）
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1

ベ
ル
ナ
ー
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ト
レ
『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
伝
』A

lbin
M
ichel

社
、
パ
リ
、
二
〇
〇
二
、
二
五－

二
七
頁
。

2
『
道
づ
れ
た
ち
』Sablier

社
、
パ
リ
、
一
九
三
六
、
一
七
九
頁
。

3

同
。

4

同
、
一
八
〇－

一
八
五
頁
お
よ
び
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ト
レ
『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
伝
』、
二
五
頁
。

5

葬
儀
の
際
に
ピ
ー
ク
に
達
す
る
ユ
ゴ
ー
礼
賛
に
つ
い
て
は
、
ア
ヴ
ネ
ー
ル
・
ベ
ン＝

ア
モ
ス
「
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
の
葬
儀
―
―
シ
ョ
ー
の
華
麗

な
終
幕
」
四
二
五－

四
六
四
頁
（『
記
憶
の
場
所
』
一
巻
、
ピ
エ
ー
ル
・
ノ
ラ
監
修
、Q

uarto

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、Gallim

ard

社
、
パ
リ
、
一
九
九

七
）
を
参
照
の
こ
と
。

6

同
、
一
八
七
頁
。

7

同
、
一
八
八－

一
八
九
頁
。

8

同
、
四
〇
四
頁
。

9

ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
』。

10

同
。

11

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
『
ク
レ
ラ
ン
ボ
ー
』
序
文
。

12

ユ
マ
ニ
テ
紙
へ
の
回
答
、
一
九
二
二
。

13

ミ
シ
ュ
レ
宛
書
簡
、
一
八
五
六
年
五
月
。

14
『
静
観
詩
集
』
内
「
闇
の
口
の
語
っ
た
こ
と
」。

15
『
ど
こ
か
ら
見
て
も
美
し
い
顔
（
一
八
六
六－

一
九
四
四
）』A

lbin
M
ichel

社
、
パ
リ
、
一
九
六
七
、
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
宛
書
簡
（
一
九
二
七
年
一
二

月
五
日
、
二
六
四－

二
六
六
頁
）。

16
『
ヴ
ェ
ズ
レ
ー
日
誌
』
八
一
三
頁
。

17

PaulSeippel

宛
書
簡
（
一
九
二
一
年
一
二
月
二
七
日
）。

18
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
』A

lbin
M
ichel

社
、
パ
リ
、
二
〇
〇
七
、
一
四
頁
。

19
『
民
衆
劇
論
』C.M

eyer-Plantureux

序
文
、Com

plexe

社
、
パ
リ
、
二
〇
〇
三
、
四
六－

四
九
頁
。
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20

同
、
一
六
八
頁
。

21
「
自
作
劇
へ
の
序
文
」（
第
二
版
の
序
文
、
一
九
一
三
）。

22
『
新
フ
ラ
ン
ス
評
論
』Gallim

ard

社
、
パ
リ
、
二
〇
〇
五
、
一
一
頁
。

23
『
フ
ラ
ン
ス
政
治
思
想
』Stock

社
、
パ
リ
、
一
九
三
二
、
三
〇
頁
お
よ
び
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
『
ア
ン
チ
モ
ダ
ン
』、
一
一
頁
。

24
『
エ
ラ
ス
ム
ス
』A

lzirH
ella

仏
訳
、Grasset

社
、
二
〇
一
六
、
一
八
六－

一
八
七
頁
。

25

同
、
二
五
頁
。
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戦
争
と
文
学

――
桑
原
武
夫
「
第
二
芸
術
論
」
と
戦
後
日
本
の
言
論
状
況

大

浦

康

介

は
じ
め
に

本
日
は
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
の
講
演
会
に
お
呼
び
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
た
い
へ
ん
光
栄
に
存
じ
ま
す
。
お
声

を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
宮
本
ヱ
イ
子
さ
ん
や
、
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
と
の
橋
渡
し
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
シ
ッ
シ
ュ
由
紀
子
さ
ん
は
じ
め
、
関

係
者
の
方
々
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
専
門
家
で
も
な
い
私
が
こ
う
い
う
場
で
お
話
を
す
る
の
は
、
少
々
気
が
引
け
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
宮
本
さ
ん

か
ら
は
、
そ
の
こ
と
は
十
分
ご
承
知
の
上
で
、「
京
都
と
フ
ラ
ン
ス
文
学
」
と
い
う
よ
う
な
テ
ー
マ
で
話
を
し
て
も
ら
え
な
い
か
と
い
う

お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、
京
都
と
い
う
と
こ
ろ
は
多
く
の
仏
文
研
究
者
を
輩
出
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
私
が
こ
こ
で
何
か

を
お
話
し
で
き
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
私
が
所
属
し
て
い
た
京
都
大
学
で
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
に
つ
い
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思

い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
私
の
知
識
は
た
い
へ
ん
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
京
大
フ
ラ
ン
ス
学
の
過
去
の
有
名
教
授
と
い
え
ば
、

伊
吹
武
彦
、
生
島
遼
一
、
桑
原
武
夫
の
三
先
生
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
三
人
は
ほ
ぼ
同
世
代
で
、
一
九
四
〇
年
代
末
か
ら
六
〇
年
代
ま
で
、

伊
吹
さ
ん
は
文
学
部
の
、
生
島
さ
ん
は
教
養
部
つ
い
で
文
学
部
の
、
ま
た
桑
原
さ
ん
は
人
文
科
学
研
究
所
（
通
称
人
文
研
）
の
先
生
で
し

た
。
京
大
フ
ラ
ン
ス
学
の
い
わ
ば
「
三
羽
烏
」
と
し
て
並
び
称
せ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
存
在
で
す
が
、
私
が
京
大
文
学
部
に
入
っ
た
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一
九
七
〇
年
に
は
、
三
人
と
も
す
で
に
退
官
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
が
じ
っ
さ
い
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
手
ほ
ど
き
な
ど
を
受
け
た
先
生
で
今

で
も
記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
教
養
部
に
お
ら
れ
た
生
田
耕
作
、
山
田
稔
、
大
橋
保
夫
、
三
好
郁
朗
と
い
っ
た
先
生
方
、
京
都
女
子
大

か
ら
出
講
さ
れ
て
い
た
杉
本
秀
太
郎
先
生
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
私
の
文
学
部
で
の
指
導
教
官
だ
っ
た
中
川
久
定
先
生
で
す
。
中
川
先
生
は

つ
い
最
近
亡
く
な
ら
れ
て
、「
偲
ぶ
会
」
で
は
久
し
ぶ
り
に
山
田
稔
先
生
に
お
目
に
か
か
り
ま
し
た
が
、
い
ま
お
名
前
を
挙
げ
た
先
生
方

の
な
か
で
は
山
田
先
生
だ
け
が
ご
存
命
で
す
。

こ
れ
ら
の
先
生
方
に
つ
い
て
も
、
私
は
こ
こ
で
ま
と
ま
っ
た
話
が
で
き
る
ほ
ど
た
い
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
桑
原
先
生
だ
け
は
、
私
が
の
ち
に
人
文
研
に
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
私
の
専
門
で
あ
る
文
学
理
論
に
近
い
お
仕

事
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
比
較
的
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
日
は
桑
原
さ
ん
に
つ
い
て
話
を
し
よ
う
と
思
い
い
た
っ
た

次
第
で
す
（
以
下
で
は
、
人
文
研
の
慣
習
に
し
た
が
っ
て
「
先
生
」
で
は
な
く
「
さ
ん
」
づ
け
で
、
あ
る
い
は
歴
史
上
の
人
物
と
し
て
敬
称
な
し
で
呼
ば

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）。
と
い
っ
て
も
、
桑
原
さ
ん
の
業
績
は
、
あ
と
で
見
る
よ
う
に
、
非
常
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
の
で
、
テ
ー
マ

を
絞
ら
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
考
え
た
の
が
「
戦
争
と
文
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
す
。
こ
の
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
の
は
、
ひ
と
つ
は

反
戦
作
家
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
問
題
意
識
に
少
し
で
も
近
づ
け
た
い
と
い
う
気
持
か
ら
で
す
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
私
自
身
い
く

つ
か
の
と
こ
ろ
で
論
じ
た
こ
と
の
あ
る
桑
原
の
初
期
論
文
「
第
二
芸
術
論
」
の
背
景
に
こ
の
「
戦
争
と
文
学
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
あ
り
、

し
か
も
そ
こ
に
は
西
洋
由
来
の
小
説
と
日
本
の
短
詩
型
文
学
（
つ
ま
り
は
俳
句
）、
ひ
い
て
は
散
文
と
叙
情
詩
と
い
う
二
大
文
学
ジ
ャ
ン
ル

の
「
政
治
性
」
の
違
い
と
い
う
、
政
治
と
文
学
の
関
係
を
考
え
る
上
で
の
重
要
な
問
題
が
介
在
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

も
ち
ろ
ん
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
に
つ
い
て
「
反
戦
」
と
い
う
と
き
の
戦
争
は
第
一
次
大
戦
で
す
。
こ
れ
に
た
い
し
て
今
日
の
私
の
話
で
は

第
二
次
大
戦
、
と
い
う
よ
り
終
戦
直
後
の
日
本
で
の
言
論
状
況
を
問
題
に
し
ま
す
。
た
だ
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
、
戦
争
と
い
う
の
は
戦

場
で
だ
け
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
、
銃
後
と
い
う
の
も
ま
た
別
の
戦
場
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
世
論
の
形
成
は
戦
局
を
左
右
し
か
ね
な
い
重

要
な
要
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
た
お
そ
ら
く
最
初
の
作
家
で
し
た
。
作
家
や
知
識
人
の
発
言
が
世
論
の
形
成
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に
大
き
く
与
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
辺
の
こ
と
は
、
以
前
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
の
講
演
会
で
話
さ
れ
た
久
保
昭

博
さ
ん
が
見
事
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
主
張
の
有
効
性
は
以
後
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
急
速
な
発
達
や
劇
場

型
社
会
の
登
場
と
と
も
に
、
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
第
一
次
大
戦
時
の
反
戦
思
想
家
と
し
て
は
、
ロ
マ
ン
・
ロ

ラ
ン
と
と
も
に
ア
ラ
ン
が
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
が
、
桑
原
武
夫
は
ア
ラ
ン
の
著
作
に
親
し
み
、
そ
れ
を
翻
訳
・
紹
介
し
た
人
と
し
て
も
知

ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
間
接
的
な
つ
な
が
り
も
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
回
は
、
新
し
い
講
演
を
一
か
ら
準
備
す
る
時
間
は
残
念
な
が
ら
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
以
前
に
別
の
と
こ
ろ
で
桑
原
武
夫
に
つ

い
て
話
し
た
こ
と
を
、
い
ま
申
し
上
げ
た
よ
う
な
問
題
関
心
に
で
き
る
だ
け
引
き
寄
せ
る
形
で
語
り
直
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
い
し
た

お
話
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
小
一
時
間
お
付
き
合
い
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

一

あ
る
「
事
件
」

さ
て
、
み
な
さ
ん
は
桑
原
武
夫
の
こ
と
を
ど
の
程
度
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
若
い
方
は
、
人
文
系
の
研
究
者
で
で
も
な
い
か
ぎ
り
、

桑
原
武
夫
と
い
っ
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

じ
つ
は
最
近
ち
ょ
っ
と
し
た
「
事
件
」
が
あ
り
ま
し
た
。
新
聞
な
ど
で
目
に
さ
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
桑
原
武

夫
の
蔵
書
に
ま
つ
わ
る
「
事
件
」
で
す
。
桑
原
の
蔵
書
の
う
ち
、
専
門
書
の
た
ぐ
い
は
人
文
研
に
「
桑
原
文
庫
」
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い

る
の
で
す
が
、
そ
れ
以
外
は
遺
族
に
よ
っ
て
京
都
市
に
寄
贈
さ
れ
ま
し
た
。
一
万
冊
に
お
よ
ぶ
書
物
で
す
。
そ
れ
を
右
京
中
央
図
書
館
の

副
館
長
だ
っ
た
職
員
が
無
断
で
廃
棄
し
た
と
い
う
の
で
す
。
二
〇
一
五
年
の
こ
と
で
す
が
、
発
覚
し
た
の
は
今
年
の
二
月
で
す
。
以
下
、

毎
日
新
聞
の
記
事
の
一
部
を
引
用
し
ま
す
。

市
教
委
が
遺
族
に
伝
え
た
報
告
に
よ
る
と
、
蔵
書
は
当
初
、
左
京
区
の
国
際
交
流
会
館
に
書
斎
を
再
現
し
た「
桑
原
武
夫
記
念
室
」
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で
保
管
し
て
い
た
。
二
〇
〇
八
年
に
新
し
く
完
成
し
た
右
京
中
央
図
書
館
に
記
念
室
を
移
し
た
際
、
蔵
書
に
つ
い
て
は
市
立
図
書
館

全
体
の
図
書
と
重
複
が
多
か
っ
た
た
め
、
正
式
な
登
録
を
せ
ず
に
旧
右
京
図
書
館
で
保
管
。
翌
年
に
伏
見
区
の
向
島
図
書
館
の
倉
庫

に
移
し
た
。

そ
の
後
、
向
島
図
書
館
も
改
修
の
た
め
保
管
で
き
な
く
な
り
、
施
設
管
理
担
当
の
職
員
が
右
京
中
央
図
書
館
の
職
員
に
相
談
。
こ

の
際
、
蔵
書
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が
二
〇
〇
八
年
以
降
一
件
の
み
と
活
用
さ
れ
て
い
る
状
態
で
な
か
っ
た
こ
と
や
「
目
録
が
あ
れ

ば
対
応
で
き
る
」
と
の
判
断
か
ら
、
遺
族
に
相
談
せ
ず
に
二
〇
一
五
年
一
二
月
に
廃
棄
し
た
。

今
年
二
月
に
一
般
利
用
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
で
判
明
。
市
教
委
は
三
月
、「
先
生
の
活
動
の
も
と
と
な
っ
た
貴
重
な
蔵
書
を
職

員
の
認
識
不
足
で
廃
棄
し
て
し
ま
っ
た
。
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
り
申
し
訳
な
い
」
と
遺
族
に
謝
罪
し
た
と
い
う
。

遺
族
の
一
人
は
「
相
談
さ
え
あ
れ
ば
他
に
受
け
入
れ
先
を
探
せ
た
か
も
し
れ
な
い
。『
桑
原
武
夫
』
と
い
う
存
在
が
忘
れ
去
ら
れ

た
よ
う
で
残
念
だ
」
と
話
し
て
い
る
。

京
都
市
教
委
は
二
七
日
、
蔵
書
の
廃
棄
を
了
解
し
た
と
し
て
右
京
中
央
図
書
館
副
館
長
だ
っ
た
生
涯
学
習
部
担
当
部
長
（
五
七
）

を
減
給
六
カ
月
（
一
〇
分
の
一
）
の
懲
戒
処
分
に
し
た
と
発
表
し
た
。

（
二
〇
一
七
年
四
月
二
七
日
付
）

京
都
新
聞
に
よ
る
と
こ
の
職
員
は
同
日
付
で
部
長
級
か
ら
課
長
補
佐
級
へ
降
任
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
寂
し
い

事
件
で
す
。「
一
般
利
用
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
」
が
な
け
れ
ば
、
廃
棄
処
分
は
今
後
も
ず
っ
と
知
ら
れ
な
い
ま
ま
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
う
と
、
名
誉
市
民
に
し
て
こ
の
扱
い
か
と
、
憤
り
す
ら
感
じ
ま
す
。
し
か
し
、
桑
原
さ
ん
の
蔵
書
一
万
冊
が
行
き
場
を
失
っ
て
、

ま
る
で
邪
魔
者
の
よ
う
に
次
か
ら
次
へ
と
移
転
さ
せ
ら
れ
、
つ
い
に
は
遺
族
の
了
解
も
な
し
に
廃
棄
さ
れ
た
、
そ
の
こ
と
も
十
分
寂
し
い

の
で
す
が
、「
蔵
書
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が
二
〇
〇
八
年
以
降
一
件
」
し
か
な
か
っ
た
こ
と
自
体
が
も
っ
と
寂
し
い
で
す
ね
。
こ
と
は
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桑
原
さ
ん
の
蔵
書
だ
け
に
か
か
わ
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
往
年
の
教
養
書
を
読
む
人
は
激
減
し
て
い
ま
す
。
教
養
そ
の
も
の
の
価

値
や
あ
り
方
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
す
。
こ
の
事
件
は
い
わ
ば
ロ
ー
カ
ル
な
事
件
で
す
が
、
あ
る
意
味
で
時
代
を
象

徴
す
る
よ
う
な
事
件
で
も
あ
っ
た
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

新
聞
の
論
調
は
い
う
ま
で
も
な
く
桑
原
さ
ん
の
ご
遺
族
に
同
情
的
で
す
が
、
し
か
し
桑
原
さ
ん
ご
自
身
は
ど
う
思
わ
れ
て
い
た
で
し
ょ

う
か
。
も
し
桑
原
さ
ん
が
生
き
て
い
て
こ
の
報
道
に
接
し
て
い
た
ら
ど
う
思
っ
て
い
た
か
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
無
茶
な
想
像
で
す
し
、

答
え
の
な
い
問
い
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
承
知
の
上
で
あ
え
て
言
う
と
、
桑
原
さ
ん
は
案
外
平
気
で
こ
の
事
態
を
受
け
入
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
職
員
の
処
分
な
ど
必
要
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
な
ど
は
思
う
ん
で
す
ね
。
世
の
中
の

変
化
を
受
け
入
れ
、
つ
ね
に
未
来
志
向
で
、
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
も
の
ご
と
を
考
え
る
、
そ
れ
が
桑
原
流
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん

で
す
。

二

桑
原
武
夫
――
そ
の
人
と
著
作

じ
つ
ぞ
う

桑
原
武
夫
は
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
七
年
）、
福
井
県
敦
賀
市
生
ま
れ
。
父
親
は
京
都
帝
大
教
授
で
東
洋
史
が
専
門
だ
っ
た
桑
原
隲
蔵
で

す
。
桑
原
隲
蔵
は
、
内
藤
湖
南
、
狩
野
直
喜
と
と
も
に
「
京
都
支
那
学
」
を
創
始
し
た
人
物
で
す
。
桑
原
武
夫
の
「
毛
並
み
の
よ
さ
」
が

う
か
が
わ
れ
ま
す
。

桑
原
武
夫
は
、
そ
の
た
め
幼
少
か
ら
京
都
に
住
み
、
一
中
、
三
高
、
京
大
と
い
う
お
決
ま
り
の
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
を
歩
み
ま
す
。
そ
の

後
、
旧
制
大
阪
高
校
教
授
等
を
経
て
、
一
九
四
三
年
（
昭
和
一
八
年
）
に
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
助
教
授
と
な
り
ま
す
が
、
五
年
後
の

一
九
四
八
年
（
昭
和
二
三
年
）
に
は
京
大
に
戻
っ
て
人
文
科
学
研
究
所
教
授
に
就
任
。
一
九
五
九
年
に
は
人
文
研
の
所
長
と
な
り
、
六
八

年
に
定
年
を
迎
え
て
退
官
し
ま
す
。
六
八
年
と
い
え
ば
大
学
紛
争
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
年
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
桑
原
武
夫
が
も
っ
と
も

精
力
的
に
仕
事
を
し
て
い
た
の
は
一
九
五
〇
年
代
お
よ
び
六
〇
年
代
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
高
度
成
長
期
（
一
九
五
五
〜
七
三
）
と
ほ
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ぼ
重
な
る
時
期
で
す
。
い
ま
の
若
者
が
知
ら
な
い
の
も
無
理
な
い
で
す
ね
。

桑
原
武
夫
は
大
の
登
山
家
で
も
あ
り
ま
し
た
。
登
山
に
つ
い
て
の
本
も
書
い
て
い
ま
す
。
三
高
・
京
大
時
代
か
ら
山
岳
部
に
所
属
し
、

い
ろ
ん
な
山
に
挑
戦
し
た
よ
う
で
す
が
、
一
九
五
八
年
に
は
京
大
学
士
山
岳
会
チ
ョ
ゴ
リ
ザ
遠
征
隊
隊
長
と
し
て
パ
キ
ス
タ
ン
の
カ
ラ
コ

ル
ム
に
赴
き
、
七
六
五
四
メ
ー
ト
ル
の
チ
ョ
ゴ
リ
ザ
登
頂
に
成
功
し
て
い
ま
す
。
五
四
歳
の
と
き
の
こ
と
で
す
。

桑
原
武
夫
は
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
の
恰
好
の
本
が
あ
り
ま
す
。『
桑
原
武
夫
――
そ
の
文
学

と
未
来
構
想
』
と
い
う
本
で
す
。
一
九
九
四
年
、
す
な
わ
ち
桑
原
武
夫
の
七
回
忌
に
、
多
田
道
太
郎
、
杉
本
秀
太
郎
、
梅
原
猛
と
い
っ
た

人
々
が
発
起
人
に
な
っ
て
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
で
偲
ぶ
会
が
開
か
れ
、
六
百
人
も
の
人
々
が
集
っ
た
そ
う
で
す
が
、
こ
の
本

は
そ
の
と
き
開
か
れ
た
座
談
会
を
収
録
し
た
も
の
で
す
。

座
談
会
は
三
部
に
分
か
れ
て
い
て
、
出
席
者
は
、
い
ま
挙
げ
た
三
人
の
ほ
か
に
、
鶴
見
俊
輔
、
梅
棹
忠
夫
、
上
山
春
平
、
河
野
健
二
、

山
田
稔
、
松
田
道
雄
、
水
上
勉
と
い
っ
た
錚
々
た
る
面
々
で
す
。
彼
ら
が
一
人
残
ら
ず
、
恩
師
、
先
輩
、
あ
る
い
は
畏
友
で
あ
っ
た
桑
原

武
夫
の
こ
と
を
愛
情
を
こ
め
て
語
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。
桑
原
が
い
か
に
愛
さ
れ
て
い
た
か
、

慕
わ
れ
て
い
た
か
が
こ
れ
を
読
む
と
よ
く
分
か
り
ま
す
。
桑
原
自
身
も
と
て
も
寛
い
愛
情
の
持
ち
主
だ
っ
た
よ
う
で
す
（
と
い
う
か
、
そ

う
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
人
か
ら
愛
さ
れ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
）。
鶴
見
俊
輔
は
桑
原
の
こ
と
を
「
母
性
的
な
人
間
」
だ
っ
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。

梅
原
猛
は
「
知
と
愛
」
と
い
い
、
河
野
健
二
は
「
ク
リ
ア
な
頭
」
と
「
熱
い
心
」
を
併
せ
も
っ
て
い
た
人
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
杉
本

秀
太
郎
に
い
た
っ
て
は
「
知
情
意
の
美
し
い
総
体
」
と
ま
で
言
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
も
こ
の
頭
と
心
、
知
と
情
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
と
い

う
の
が
、
桑
原
武
夫
と
い
う
人
物
の
第
一
の
特
徴
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
、
こ
の
本
の
な
か
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
桑
原
武
夫
の
人
を
組
織
す
る
力
で
す
。「
知
の
仕
掛
け
人
」
と
し
て
の

桑
原
武
夫
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
桑
原
の
周
り
に
こ
れ
だ
け
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
じ
た
い
が
、
彼
の
組
織
力

を
な
に
よ
り
も
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
ま
す
。
桑
原
武
夫
の
京
大
人
文
研
で
の
仕
事
は
、
お
も
に
共
同
研
究
を
組
織
す
る
こ
と
だ
っ
た
わ
け
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で
す
が
、
そ
こ
で
発
揮
さ
れ
た
の
が
ま
さ
に
こ
の
能
力
で
す
ね
。
桑
原
の
こ
の
組
織
力
・
政
治
力
は
、
京
大
退
官
後
も
衰
え
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
は
一
九
七
四
年
の
国
立
民
族
学
博
物
館
（
通
称
・
民
博
）
の
創
設
に
も
、
一
九
八
七
年
の
国
際
日
本
文
化
研
究
セ

ン
タ
ー
（
通
称
・
日
文
研
）
の
創
設
に
も
大
き
く
貢
献
し
て
い
ま
す
。
一
九
七
六
年
に
発
足
し
た
現
代
風
俗
研
究
会
（
通
称
・
現
風
研
）
の

初
代
会
長
で
も
あ
り
ま
し
た
。

桑
原
武
夫
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
言
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
人
を
見
る
目
が
あ
り
、
人
の
肖
像
を
文

章
で
描
か
せ
た
ら
ピ
カ
一
だ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
三
高
以
来
の
登
山
仲
間
で
、
化
学
者
で
あ
り
、
南
極
観
測
隊
の
初
代
越

冬
隊
長
で
も
あ
っ
た
西
堀
栄
三
郎
の
肖
像
な
ど
は
そ
の
好
例
で
し
ょ
う
。
一
人
物
を
言
葉
で
「
活
写
」
す
る
――
す
な
わ
ち
、
ま
る
で
そ

の
人
物
が
目
の
前
で
動
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
い
き
い
き
と
描
写
す
る
――
そ
の
簡
に
し
て
要
を
得
た
描
写
の
手
並
み
は
見
事
と
い
う
ほ

か
あ
り
ま
せ
ん
。

桑
原
武
夫
は
ロ
ー
マ
字
主
義
者
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
み
ず
か
ら
ロ
ー
マ
字
主
義
者
で
あ
る
梅
棹
忠
夫
に
い
わ
せ
る
と
、
桑
原
は
自

分
で
は
実
践
し
な
い
理
論
的
ロ
ー
マ
字
主
義
者
で
、
ロ
ー
マ
字
運
動
に
深
い
理
解
を
示
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
石
川
啄
木
の
『
ロ
ー
マ
字

日
記
』（
岩
波
文
庫
）
の
校
訂
ま
で
し
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
〈
美
〉
よ
り
も
〈
真
〉
な
い
し
〈
実
〉
を
と
る
桑
原
の
散
文
的
性
格
を
よ
く
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
桑
原
武
夫

に
は
実
業
家
的
な
さ
ば
さ
ば
し
た
面
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
韜
晦
を
嫌
っ
た
彼
の
表
現
者
と
し
て
の
姿
勢
に
現
わ
れ
て

い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
の
ち
に
ふ
れ
る
彼
の
散
文
志
向
や
大
衆
小
説
へ
の
理
解
も
こ
れ
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

次
に
桑
原
武
夫
の
著
作
を
簡
単
に
紹
介
し
ま
す
〔
ス
ラ
イ
ド
で
主
要
著
作
の
タ
イ
ト
ル
を
挙
げ
る
〕。
こ
れ
は
彼
が
書
い
た
本
の
ほ
ん
の
一

部
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
や
文
化
に
つ
い
て
の
本
、『
文
学
入
門
』
と
い
っ
た
よ
り
一
般
的
な
文
学
論
や
芸
術
論
、
登
山

関
係
の
本
、
ソ
連
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
ア
フ
リ
カ
な
ど
に
つ
い
て
の
紀
行
文
、
日
本
語
や
日
本
文
化
に
つ
い
て
の
本
な
ど
、
こ
れ
だ
け
見

て
も
桑
原
の
知
的
関
心
の
フ
ィ
ー
ル
ド
が
お
お
よ
そ
分
か
る
か
と
思
い
ま
す
。
あ
と
で
詳
し
く
取
り
上
げ
る
『
第
二
芸
術
論
』
も
こ
こ
に
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見
え
て
い
ま
す
（
一
九
五
二
年
と
い
う
の
は
書
物
の
形
で
出
版
さ
れ
た
年
で
、
同
名
の
雑
誌
論
文
が
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
四
六
年
で
す
）。
こ
れ
ら

は
大
き
く
い
っ
て
一
般
読
者
に
向
け
た
啓
蒙
書
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。『
伝
統
と
近
代
』
や
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
日
本
』
と
い
っ

た
近
代
論
、
文
明
論
の
著
作
も
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

三

桑
原
武
夫
と
共
同
研
究
――
〈
近
代
〉
を
め
ぐ
っ
て

次
に
、
桑
原
の
人
文
研
で
の
仕
事
で
あ
っ
た
共
同
研
究
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

共
同
研
究
と
い
う
の
は
、
今
で
こ
そ
至
る
と
こ
ろ
で
な
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
九
六
〇
年
代
ま
で
は
京
大
人
文
研
の
十
八
番
で
あ
り
代

名
詞
で
し
た
。
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
の
人
文
研
に
は
そ
れ
こ
そ
東
洋
史
の
貝
塚
茂
樹
（
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
と
っ
た
物
理
学
者
・
湯
川

秀
樹
の
お
兄
さ
ん
で
す
ね
）、
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
桑
原
武
夫
、
サ
ル
学
の
今
西
錦
司
と
い
っ
た
面
々
が
い
て
、
今
で
い
う
学
際
的
研
究
を
先

取
り
す
る
よ
う
な
共
同
研
究
が
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

な
か
で
も
桑
原
武
夫
は
、
共
同
研
究
と
い
う
手
法
を
編
み
出
し
た
人
で
あ
る
と
も
、
共
同
研
究
を
日
本
に
定
着
さ
せ
た
人
で
あ
る
と
も

い
わ
れ
ま
す
（
先
の
本
で
の
梅
原
猛
と
梅
棹
忠
夫
の
発
言
）。
人
文
研
で
は
伝
統
的
に
中
国
学
者
は
大
勢
で
一
個
の
文
献
を
て
い
ね
い
に
読
む

い
わ
ゆ
る
会
読
方
式
と
い
う
の
を
と
り
、
ま
た
サ
ル
学
や
人
類
学
の
専
門
家
は
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
、
つ
ま
り
現
地
調
査
を
本
分
と
し
ま

す
か
ら
、
自
由
な
研
究
発
表
に
も
と
づ
く
共
同
研
究
が
と
り
わ
け
桑
原
武
夫
の
名
前
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
だ

と
い
え
ま
す
。

桑
原
武
夫
は
、
京
大
人
文
研
に
来
て
か
ら
の
二
〇
年
の
あ
い
だ
に
、
つ
ご
う
六
つ
の
共
同
研
究
を
主
宰
し
ま
し
た
。『
ル
ソ
ー
研
究
』

『
フ
ラ
ン
ス
百
科
全
書
の
研
究
』『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
研
究
』『
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
の
比
較
研
究
』『
中
江
兆
民
の
研
究
』『
文
学
理
論
の
研

究
』
が
そ
れ
で
す
。

こ
れ
ら
を
ざ
っ
と
見
渡
し
て
も
分
か
り
ま
す
が
、
桑
原
武
夫
の
共
同
研
究
は
、
ひ
と
こ
と
で
言
っ
て
〈
近
代
〉
を
め
ぐ
る
も
の
で
し
た
。
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「
近
代
」
と
呼
ば
れ
る
時
代
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
始
ま
っ
た
の
か
、
ど
ん
な
思
想
に
支
え
ら
れ
、
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
フ
ラ

ン
ス
の
場
合
は
ど
う
か
、
日
本
の
場
合
は
ど
う
か
――
そ
う
い
っ
た
問
い
が
根
底
に
あ
り
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
一
八
世
紀
の
思
想
家
ジ
ャ

ン＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
は
ま
さ
に
〈
近
代
〉
の
出
発
点
に
位
置
す
る
思
想
家
で
す
。
ま
た
ル
ソ
ー
へ
の
着
目
は
、「
東
洋
の
ル
ソ
ー
」
と

い
わ
れ
た
自
由
民
権
運
動
の
推
進
者
・
中
江
兆
民
へ
の
関
心
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
一
方
、〈
近
代
〉
の
出
発
点
は
、
政
治
体
制
の

面
か
ら
い
え
ば
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
す
。
ル
ソ
ー
も
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、
デ
ィ
ド
ロ
と
い
っ
た
『
百
科
全
書
』

の
執
筆
に
参
加
し
た
啓
蒙
思
想
の
担
い
手
た
ち
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
準
備
し
た
思
想
家
と
い
え
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス

革
命
と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
へ
の
注
目
は
、
明
治
維
新
や
辛
亥
革
命
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
か
と
い
っ
た
比
較
研
究
的
関
心
を
呼
び
起
こ

す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、〈
近
代
〉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
据
え
る
こ
と
で
、
桑
原
武
夫
が
組
織
し
た
共
同
研
究
が
ひ
と
ま

と
ま
り
の
全
体
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
世
界
は
い
ま
だ
〈
近
代
〉
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
認
識
と
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
見
た
と
き
の
現
代
日
本
の
前

近
代
性
な
い
し
封
建
的
性
格
の
認
識
で
す
。『
ル
ソ
ー
研
究
』（
一
九
五
一
）
の
序
言
で
桑
原
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

主
権
在
民
、
平
等
思
想
、
社
会
主
義
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
、
告
白
文
学
、
民
衆
芸
術
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
教
育
、
――
こ
れ
ら

の
言
葉
に
対
す
る
反
応
は
各
人
に
よ
っ
て
異
な
る
に
も
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
「
近
代
」
を
構
成
す
る
諸
要
素
中
の
重
要
な
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
何
人
も
否
定
し
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
世
界
は
今
日
な
お
近
代
の
う
ち
に
あ
り
、
歴
史
と
伝
統
を
異
に
す
る

日
本
も
、
世
界
の
一
部
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
例
外
を
な
さ
な
い
。
も
っ
と
も
敗
戦
後
に
至
っ
て
よ
う
や
く
主
権
在
民
が
公
認
さ
れ
、

し
か
も
そ
の
実
現
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
と
い
う
事
実
を
み
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
本
そ
の
も
の
が
す
で
に
十
分
近
代
化
し

て
い
る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
も
わ
れ
わ
れ
は
各
瞬
間
に
近
代
的
な
る
も
の
と
の
対
決
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
近
代

を
讃
美
す
る
に
せ
よ
、
呪
詛
す
る
に
せ
よ
、
今
日
わ
れ
わ
れ
は
近
代
を
十
分
に
把
握
し
、
こ
れ
を
自
ら
の
問
題
と
し
て
解
決
に
努
力
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す
る
以
外
に
、
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

桑
原
は
こ
の
少
し
あ
と
で
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
ま
す
。

現
代
日
本
社
会
の
表
層
的
近
代
性
の
上
に
流
れ
浮
か
ぶ
か
ぎ
り
、
ひ
と
は
今
を
も
っ
て
足
れ
り
と
し
、
ル
ソ
ー
を
も
は
や
古
い
と

す
る
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
度
そ
の
深
層
に
は
な
お
前
近
代
的
な
い
し
封
建
的
な
も
の
が
い
か
に
支
配
的
で
あ
る
か
を
知
り
、

し
か
も
こ
れ
に
対
処
し
つ
つ
行
動
せ
ん
と
す
る
と
き
、
た
ち
ま
ち
こ
の
二
百
年
前
の
人
物
が
わ
が
身
近
か
に
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、

驚
く
の
で
あ
る
。

日
本
の
こ
の
前
近
代
性
な
い
し
封
建
的
性
格
こ
そ
は
、「
近
代
主
義
者
」
桑
原
武
夫
が
第
二
芸
術
論
を
書
い
た
と
き
に
直
面
し
た
当
の

も
の
で
し
た
。
こ
こ
ま
で
、
桑
原
の
業
績
を
ざ
っ
と
振
り
返
っ
て
き
ま
し
た
が
、
以
下
で
は
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
少
し

時
代
を
遡
っ
て
、
桑
原
の
実
質
的
な
論
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
と
い
う
べ
き
第
二
芸
術
論
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

四

第
二
芸
術
論

桑
原
武
夫
は
「
第
二
芸
術
」
と
題
さ
れ
た
小
論
を
『
世
界
』
と
い
う
雑
誌
に
書
き
ま
し
た
、
一
九
四
六
年
一
一
月
の
こ
と
で
す
。

一
九
四
六
年
（
昭
和
二
一
年
）
と
い
え
ば
終
戦
直
後
で
す
ね
。
桑
原
が
ま
だ
東
北
大
に
い
た
こ
ろ
、
四
二
歳
の
と
き
の
こ
と
で
す
。
副
題

は
「
現
代
俳
句
に
つ
い
て
」。
つ
ま
り
俳
句
論
で
す
。
俳
句
を
「
第
二
芸
術
」
す
な
わ
ち
二
流
の
芸
術
と
み
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
文
章

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
俳
句
は
芸
術
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
き
わ
め
て
分
か
り
や
す
い
、
一
刀
両
断
と
い
う
感
じ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
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こ
の
文
章
は
、
論
争
の
的
に
な
り
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
の
ち
に
単
行
本
に
も
収
録
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
お
読
み
に
な
っ
た
方
も
多
い

と
思
い
ま
す
が
、
だ
い
ぶ
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
も
あ
る
の
で
、
記
憶
喚
起
の
た
め
に
も
概
略
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
論
旨
は
お
お
よ

そ
以
下
の
と
お
り
で
す
。

桑
原
は
ま
ず
冒
頭
で
、
最
近
、
自
分
の
子
供
が
小
学
校
で
子
規
や
碧
梧
桐
の
俳
句
を
習
っ
て
い
る
の
を
知
っ
た
と
言
い
ま
す
。
子
供
自

身
も
宿
題
と
し
て
俳
句
を
つ
く
り
、
親
の
桑
原
に
直
し
て
く
れ
と
言
う
と
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
桑
原
は
手
元
に
あ
る
雑
誌
に
載
っ
て

い
る
諸
家
の
俳
句
作
品
に
目
を
と
お
す
よ
う
に
な
り
、
あ
る
こ
と
を
思
い
つ
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
プ
ロ
の
俳
人
一
〇
人
が
書
い
た
一
〇

句
と
、
素
人
が
作
っ
た
五
句
を
、
作
者
名
を
伏
せ
て
ラ
ン
ダ
ム
に
並
べ
た
も
の
を
、
数
人
の
同
僚
や
学
生
に
見
せ
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を

求
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。（
１
）優
劣
の
順
位
を
つ
け
る
こ
と
、（
２
）優
劣
に
か
か
わ
ら
ず
、
ど
れ
が
名
家
の
誰
の
作
品
で
あ
る
か
推
測

し
て
み
る
こ
と
、（
３
）プ
ロ
の
一
〇
句
と
素
人
の
五
句
と
の
区
別
が
つ
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
考
え
る
こ
と
。
桑
原
は
、
第
二
芸
術
論
を

掲
載
し
た
雑
誌
で
も
俳
人
の
名
前
を
伏
せ
、
論
文
末
尾
の
注
で
そ
れ
を
明
か
す
と
い
う
ふ
う
に
し
て
、
雑
誌
の
読
者
に
も
同
じ
ア
ン
ケ
ー

ト
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
一
五
句
と
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

１

芽
ぐ
む
か
と
大
き
な
幹
を
撫
で
な
が
ら

２

初
蝶
の
吾
を
廻
り
て
い
づ
こ
に
か

３

咳
く
と
ポ
ク
リ
ッ
と
ベ
ー
ト
ヴ
ェ
ン
ひ
ゞ
く
朝
（
こ
れ
は
誤
植
で
、
正
し
く
は
「
咳
く
ヒ
ポ
ク
リ
ッ
ト
ベ
ー
ト
ヴ
ェ
ン
ひ
ゞ
く
朝
」）

４

粥
腹
の
お
ぼ
つ
か
な
し
や
花
の
山

５

夕
浪
の
刻
み
そ
め
た
る
夕
涼
し

６

鯛
敷
や
う
ね
り
の
上
の
淡
路
島

７

爰
に
寝
て
ゐ
ま
し
た
と
い
ふ
山
吹
生
け
て
あ
る
に
泊
り
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８

麦
踏
む
や
つ
め
た
き
風
の
日
の
つ
ゞ
く

９

終
戦
の
夜
の
あ
け
し
ら
む
天
の
川

１０

椅
子
に
あ
り
冬
日
は
燃
え
て
近
づ
き
来

１１

腰
立
て
し
焦
土
の
麦
に
南
風
荒
き

１２

囀
や
風
少
し
あ
る
峠
道

１３

防
風
の
こ
ゝ
迄
砂
に
埋
も
れ
し
と

１４

大
揖
斐
の
川
面
を
打
ち
て
氷
雨
か
な

１５

柿
干
し
て
今
日
の
独
り
居
雲
も
な
し

さ
て
、
こ
こ
で
み
な
さ
ん
も
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
桑
原
が
出
し
た
質
問
の
内
容
を
繰
り
返
し
ま
す
と
、（
１
）優
劣
の
順

位
が
つ
け
ら
れ
る
か
、（
２
）ど
れ
が
名
家
の
誰
の
作
品
で
あ
る
か
わ
か
る
か
、（
３
）プ
ロ
の
一
〇
句
と
素
人
の
五
句
と
の
区
別
が
つ
け
ら

れ
る
か
、
で
す
。
２
と
３
は
ち
ょ
っ
と
重
な
る
質
問
で
す
ね
。

で
は
種
明
か
し
を
し
ま
し
ょ
う
。
一
五
句
の
う
ち
、
素
人
な
い
し
無
名
の
人
の
作
品
は
、
２
番
、
６
番
、
９
番
、
１２
番
、
１４
番
で
す
。

し
た
が
っ
て
残
り
が
プ
ロ
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
作
者
名
を
挙
げ
る
と
、
１
番
が
阿
波
野
青
畝
、
３
番
が
中
村
草
田
男
、

４
番
が
日
野
草
城
、
５
番
が
富
安
風
生
、
７
番
が
荻
原
井
泉
水
、
８
番
が
飯
田
蛇
笏
、
１０
番
が
松
本
た
か
し
、
１１
番
が
臼
田
亜
浪
、
１３
番

が
高
浜
虚
子
、
１５
番
が
水
原
秋
桜
子
で
す
。

で
は
、
桑
原
武
夫
お
よ
び
桑
原
が
質
問
し
た
数
人
の
イ
ン
テ
リ
は
こ
れ
ら
の
俳
句
に
つ
い
て
ど
う
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
桑
原
は
ま

ず
、
３
番
、
７
番
、
１０
番
、
１１
番
、
１３
番
な
ど
の
句
は
、「
ま
ず
言
葉
と
し
て
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
（
じ
つ
は
こ

れ
ら
は
ど
れ
も
プ
ロ
の
作
品
で
す
）。
桑
原
が
質
問
し
た
イ
ン
テ
リ
連
中
も
同
意
見
だ
っ
た
そ
う
で
す
。「
こ
れ
ら
が
大
家
の
作
品
だ
と
知
ら
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な
け
れ
ば
誰
も
こ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
忍
耐
心
が
出
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
桑
原
は
言
い
ま
す
。

次
に
、
桑
原
と
彼
の
友
人
た
ち
が
感
じ
た
の
は
、「
一
句
だ
け
で
は
そ
の
作
者
の
優
劣
が
わ
か
り
に
く
く
、
一
流
大
家
と
素
人
と
の
区

別
が
つ
き
か
ね
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
桑
原
は
言
い
ま
す
。「「
防
風
の
こ
ゝ
迄
砂
に
埋
も
れ
し
と
」
と
い
う
虚
子
の
句
が
、
あ
る
鉄

道
の
雑
誌
に
の
っ
た
「
囀
や
風
少
し
あ
る
峠
道
」
や
、「
麦
踏
む
や
つ
め
た
き
風
の
日
の
つ
ゞ
く
」
よ
り
優
越
し
て
い
る
と
は
ど
う
し
て

も
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
こ
の
二
句
は
、
私
た
ち
に
は
「
粥
腹
の
お
ぼ
つ
か
な
し
や
花
の
山
」
な
ど
と
い
う
草
城
の
句
よ
り
は
詩
的
に
見

え
る
。
真
の
近
代
芸
術
に
は
こ
う
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ト
ル
ス
ト
イ
全
集
と
菊
池
寛
全
集
と
を
読
み
く
ら
べ
れ
ば
、
こ
の
二
作

家
の
優
劣
は
い
よ
い
よ
よ
く
わ
か
る
が
、
両
者
の
短
編
を
一
つ
ず
つ
比
べ
て
も
問
題
に
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
志
賀
直
哉
の
作
品
は
、

ど
れ
を
と
っ
て
も
、
同
人
雑
誌
で
二
、
三
年
苦
労
し
た
人
の
作
品
よ
り
優
れ
て
い
る
〔
…
…
〕。
私
は
ロ
ダ
ン
や
ブ
ー
ル
デ
ル
の
小
品
を

パ
リ
で
た
く
さ
ん
見
た
が
、
い
か
に
小
さ
い
も
の
で
も
帝
展
の
特
選
な
ど
と
は
は
っ
き
り
違
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
俳
句
は
、
一
々
に

俳
人
の
名
を
添
え
て
お
か
ぬ
と
区
別
が
つ
か
な
い
、
と
い
う
特
色
を
も
っ
て
い
る
。〔
…
…
〕
現
代
俳
句
は
ま
ず
署
名
を
見
て
、
そ
れ
か

ら
作
品
を
鑑
賞
す
る
よ
り
他
は
な
い
よ
う
で
あ
る
」。

よ
う
す
る
に
桑
原
は
、
俳
句
は
誰
が
作
っ
た
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
評
価
で
き
な
い
、
つ
ま
り
作
品
と
し
て
自
立
し
て
い
な
い
と
言
い
た

い
わ
け
で
す
ね
。
し
た
が
っ
て
俳
人
の
地
位
や
名
声
も
、
作
品
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
作
品
外
的
な
要
素
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
、

と
桑
原
は
続
け
ま
す
。「
現
代
の
俳
句
は
、
芸
術
作
品
自
体
（
句
一
つ
）
で
は
そ
の
作
者
の
地
位
を
決
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
そ
こ

で
芸
術
家
の
地
位
は
芸
術
以
外
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
つ
ま
り
作
者
の
俗
世
界
に
お
け
る
地
位
の
ご
と
き
も
の
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
の

他
は
な
い
。〔
す
な
わ
ち
〕
弟
子
の
多
数
と
か
、
そ
の
主
宰
す
る
雑
誌
の
発
行
部
数
と
か
、
さ
ら
に
そ
の
俳
人
の
世
間
的
勢
力
と
い
っ
た
も

の
に
標
準
を
お
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
か
く
て
俳
壇
に
お
い
て
は
、
党
派
を
つ
く
る
こ
と
は
必
然
の
要
請
で
あ
る
。〔
…
…
〕
た
と
え

ば
虚
子
、
亜
浪
と
い
う
独
立
的
芸
術
家
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
家
元
、「
石
楠
」
の
総
帥
が
あ
る
の
で
あ
る
」。

よ
う
す
る
に
俳
人
お
よ
び
俳
壇
は
一
種
の
家
元
制
度
で
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
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桑
原
が
説
く
も
う
一
点
は
、
俳
諧
が
そ
の
出
発
点
か
ら
抱
え
て
い
た
矛
盾
、
す
な
わ
ち
「
離
俗
脱
俗
の
理
想
を
説
く
と
同
時
に
、
俗
談

平
語
を
む
ね
と
す
る
大
衆
芸
術
で
あ
る
」
と
い
う
点
で
す
。
こ
の
世
俗
性
の
側
面
は
、
現
代
に
お
い
て
は
、
と
く
に
時
の
権
力
に
お
も
ね

る
思
想
性
の
な
さ
と
し
て
現
わ
れ
る
と
桑
原
は
い
い
ま
す
。
桑
原
の
論
調
は
こ
こ
に
き
て
が
ぜ
ん
辛
辣
に
な
り
ま
す
。「
だ
か
ら
「
人
生

の
究
極
は
寂
し
味
だ
」
な
ど
と
は
い
う
が
、
一
た
ん
強
力
な
勢
力
が
現
わ
れ
る
と
器
用
に
そ
れ
に
な
び
く
。
そ
し
て
強
い
風
が
す
ぎ
さ
る

と
ま
た
超
俗
に
か
え
る
。〔
…
…
〕。
文
学
報
国
会
が
で
き
た
と
き
、
俳
句
部
会
の
み
異
常
に
入
会
申
込
み
が
多
く
、
本
部
は
こ
の
部
会
に

か
ぎ
っ
て
入
会
を
制
限
し
た
こ
と
を
私
は
思
い
出
す
」
と
桑
原
は
書
い
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
当
然
、
作
家
の
社
会
的
責
任
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
っ
て
き
ま
す
。
こ
こ
で
桑
原
が
強
調
す
る
の
は
、
小
説
家
と
俳
人
の

違
い
で
す
。「
小
説
家
に
も
便
乗
や
迎
合
は
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
作
家
は
今
日
す
ぐ
れ
た
作
品
を
書
け
な
く
な
っ
て
い
る
。
小
説
と
い

う
近
代
的
ジ
ャ
ン
ル
が
そ
れ
を
許
さ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
強
み
が
そ
こ
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
俳
壇
に
お
い
て
は
、

た
と
え
ば
銀
供
出
運
動
に
実
に
あ
ざ
や
か
な
宣
伝
句
を
た
ち
ど
こ
ろ
に
供
出
し
え
た
大
家
た
ち
が
、
い
ま
も
や
は
り
第
一
流
の
大
家
な
の

で
あ
る
。
芸
術
家
が
社
会
的
に
は
何
を
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
が
作
品
そ
の
も
の
に
何
の
痕
跡
も
の
こ
さ
ぬ
、
俳
句
と
は
そ
う
い
う
ジ
ャ
ン

ル
な
の
で
あ
る
」。

現
代
俳
句
に
人
生
を
盛
り
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
く
に
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
現
代
人
の
人
生
を
盛
り
込
む
こ
と
な
ど
と
う
て
い
で

き
な
い
。
俳
句
に
で
き
る
の
は
せ
い
ぜ
い
「
植
物
的
生
」
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
こ
と
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
れ
が
桑
原
が
説
く
最
後
の
点
で
す
。

そ
し
て
結
論
へ
と
至
り
ま
す
。「
か
か
る
も
の
は
、
他
に
職
業
を
有
す
る
老
人
や
病
人
が
余
技
と
し
、
消
閑
の
具
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。

し
か
し
、
か
か
る
慰
戯
を
現
代
人
が
心
魂
を
打
ち
こ
む
べ
き
芸
術
と
考
え
う
る
だ
ろ
う
か
。
小
説
や
近
代
劇
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
れ
に
も

「
芸
術
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
は
言
葉
の
乱
用
で
は
な
か
ろ
う
か
」。
桑
原
は
俳
句
を
菊
作
り
や
盆
栽
に
比
較
し
、
菊
作
り
を
芸
術
と

は
呼
ば
な
い
よ
う
に
、
俳
句
に
も
芸
術
と
い
う
言
葉
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
む
し
ろ
「
芸
」
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
説
き
ま
す
。
そ
し
て
「
し

い
て
芸
術
の
名
を
要
求
す
る
な
ら
ば
、
私
は
現
代
俳
句
を
「
第
二
芸
術
」
と
呼
ん
で
、
他
と
区
別
す
る
が
よ
い
と
思
う
」
と
結
ん
で
い
ま
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す
。
ま
た
、「
蛇
足
」
と
し
て
、
大
人
が
俳
句
を
た
し
な
む
の
は
自
由
だ
が
、
学
校
教
育
か
ら
は
俳
諧
的
な
も
の
を
閉
め
出
し
て
も
ら
い

た
い
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。

五

前
近
代
性
に
抗
し
て

第
二
芸
術
論
で
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
プ
ロ
の
俳
人
は
、
多
少
と
も
虚
子
の
息
の
か
か
っ
た
俳
人
で
、
ほ
と
ん
ど
が
ホ
ト
ト
ギ
ス
派

の
俳
人
で
す
。
大
正
お
よ
び
戦
前
の
昭
和
期
の
俳
壇
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
独
壇
場
で
あ
り
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
・
イ
コ
ー
ル
・
虚
子
だ
っ
た
わ
け

で
す
か
ら
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
す
。
第
二
芸
術
論
に
た
い
し
て
は
、
ほ
ど
な
く
多
く
の
俳
人
か
ら
反
論
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
桑
原
は

そ
も
そ
も
俳
句
が
分
か
っ
て
い
な
い
と
い
っ
た
手
厳
し
い
意
見
も
多
く
、
水
原
秋
桜
子
な
ど
は
「
要
す
る
に
こ
れ
は
俳
句
を
理
解
し
て
い

な
い
説
だ
と
思
っ
た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
し
、
中
村
草
田
男
に
い
た
っ
て
は
「
氏
は
、
そ
の
論
の
是
非
に
先
だ
っ
て
、
最
初
か
ら
現
代
俳

句
を
論
ず
る
た
め
の
資
格
そ
の
も
の
を
欠
い
て
い
る
。
氏
に
は
俳
句
評
価
に
必
要
な
鑑
賞
能
力
の
備
え
が
皆
無
で
あ
る
」
と
断
じ
て
い
ま

す
。
た
だ
も
っ
と
も
多
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
短
詩
型
文
学
と
小
説
の
よ
う
な
散
文
と
を
同
列
に
論
じ
る
こ
と
に
た
い
す
る
反
発
、
な
い

し
俳
句
の
文
化
的
独
自
性（
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
で
の
）に
た
い
す
る
無
理
解
の
指
摘
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
も
っ

と
も
な
反
論
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
あ
と
で
少
し
ふ
れ
ま
す
。

一
方
、
桑
原
の
方
が
再
反
論
す
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
も
と
も
と
桑
原
の
主
張
は
根
本
的
す
ぎ
て
、
議
論

が
か
み
合
う
よ
う
な
形
で
論
争
が
展
開
す
る
の
は
困
難
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
桑
原
の
第
二
芸
術
論
が
と

く
に
改
革
派
の
俳
人
に
俳
句
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
反
省
を
促
す
と
い
う
皮
肉
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
よ
う
で
す
。

そ
ん
な
な
か
で
、
第
二
芸
術
論
の
最
大
の
標
的
で
あ
っ
た
は
ず
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
総
帥
・
高
浜
虚
子
だ
け
は
、
俳
壇
の
ド
ン
ら
し
い

不
敵
な
反
応
を
示
し
た
ら
し
い
こ
と
が
、
桑
原
自
身
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
引
用
し
ま
す
と
、「
昭
和
二
二
年
ご
ろ
、
虚
子
の

言
葉
と
い
う
の
が
私
の
耳
に
も
と
ど
い
た
〔
以
下
は
虚
子
の
言
葉
で
す
〕
――
「
第
二
芸
術
」
と
い
わ
れ
て
俳
人
た
ち
が
憤
慨
し
て
い
る
が
、
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自
分
ら
が
始
め
た
こ
ろ
は
世
間
で
俳
句
を
芸
術
だ
と
思
っ
て
い
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
せ
い
ぜ
い
第
二
〇
芸
術
く
ら
い
の
と
こ
ろ
か
。

一
八
級
特
進
し
た
ん
だ
か
ら
結
構
じ
ゃ
な
い
か
〔
以
上
が
虚
子
の
言
葉
で
す
〕。
戦
争
中
、
文
学
報
国
会
の
京
都
集
会
で
の
傍
若
無
人
の
態

度
を
思
い
出
し
、
虚
子
と
は
い
よ
い
よ
不
敵
な
人
物
だ
と
思
っ
た
」。

せ
い
ぜ
い
第
二
〇
芸
術
く
ら
い
だ
っ
た
の
が
、
一
八
級
特
進
し
た
ん
だ
か
ら
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
は
、
な
る
ほ
ど
、
妙
に
へ
り
く
だ
っ

た
、
か
つ
人
を
喰
っ
た
よ
う
な
、
い
や
ら
し
い
ま
で
に
余
裕
綽
々
の
態
度
で
す
。
高
浜
虚
子
は
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
年
）
に
芸
術
院

会
員
と
な
り
、
昭
和
一
五
年
（
一
九
四
〇
年
）
に
は
日
本
俳
句
作
家
協
会
の
会
長
と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
日
本
俳
句
作
家
協
会
と
い
う
の

は
翌
々
年
に
は
日
本
文
学
報
国
会
俳
句
部
会
と
改
称
さ
れ
ま
す
。
虚
子
は
そ
の
ト
ッ
プ
に
君
臨
し
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
虚
子
と
い
う
人

物
に
は
ど
う
も
桁
外
れ
の
貫
禄
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
桑
原
は
別
の
と
こ
ろ
で
虚
子
を
岸
信
介
に
比
較
し
て
い
ま
す
。
岸
信
介
と
い
う
の
は
、

佐
藤
栄
作
の
兄
で
、
い
ま
の
日
本
の
首
相
・
安
倍
晋
三
の
祖
父
に
あ
た
る
人
で
す
ね
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
い
ま
第
二
芸
術
論
を
冷
静
に
読
む
と
、
こ
れ
は
議
論
と
し
て
か
な
り
強
引
だ
な
と
思
わ
れ
る
部
分
が
な
い
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
か
で
も
、
俳
人
か
ら
の
反
論
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
詩
と
散
文
の
形
式
上
の
違
い
を
無
視
し
て
い
る
点
な
ど
は
、
そ

の
最
た
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
桑
原
自
身
が
反
省
し
て
い
る
点
で
も
あ
り
ま
す
。
よ
り
具
体
的
に
い
う
と
、
私
な

ど
が
一
番
無
理
が
あ
る
な
と
思
う
点
は
、
一
篇
の
小
説
や
戯
曲
と
、
一
個
の
俳
句
と
を
、
同
じ
「
作
品
」
と
し
て
同
列
に
論
じ
て
い
る
点

で
す
。
つ
ま
り
、
短
編
小
説
で
あ
れ
長
編
で
あ
れ
、
原
稿
用
紙
に
し
て
数
十
枚
か
ら
数
百
枚
あ
る
小
説
と
、
一
七
文
字
か
ら
な
る
俳
句
を

比
較
し
、
後
者
に
小
説
と
同
じ
よ
う
な
個
性
や
自
立
性
が
な
い
と
い
う
の
は
、
控
え
目
に
い
っ
て
も
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
た
議
論
で
あ
る
と

思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
こ
で
見
据
え
ら
れ
て
い
る
の
が
日
本
の
前
近
代
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
桑
原
に
と
っ
て
許
せ
な
か
っ
た
の
は
、
深
層
に
お
い
て
は
、
こ
の
日
本
の
前
近
代
性
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
色
濃

く
残
っ
て
い
る
の
が
俳
句
文
化
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
前
近
代
性
を
封
建
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
非
理
性
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的
な
も
の
と
言
い
換
え
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
許
せ
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
桑
原
は
こ
れ
が
先
の
戦
争
と
無
関

係
で
は
な
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
う
し
た
前
近
代
的
な
文
化
の
あ
り
よ
う
や
、
そ
こ
に
透
け
て
見
え
る
人
々
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
が
、

桑
原
の
頭
の
な
か
で
、
あ
の
愚
か
な
戦
争
と
二
重
写
し
に
な
っ
て
見
え
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
桑
原
は
「
天
皇
制
」
と
い
う
言
葉
こ

そ
使
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
彼
の
脳
裏
に
そ
れ
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
も
、
終
戦
直
後
、
世
の
中
に
は
「
保
守
的

文
化
主
義
ム
ー
ド
」
が
漂
っ
て
い
た
と
桑
原
は
回
顧
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
ム
ー
ド
へ
の
腹
立
た
し
さ
か
ら
自
分
は
第
二
芸
術
論
を
書

い
た
の
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

六

戦
後
日
本
の
言
論
状
況
と
短
詩
型
文
学
の
政
治
性

以
上
の
こ
と
は
、
一
方
に
お
い
て
、
戦
後
日
本
の
言
論
状
況
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
へ
と
わ
わ
れ
わ

れ
を
導
く
と
と
も
に
、
他
方
に
お
い
て
、
俳
句
に
代
表
さ
れ
る
短
詩
型
文
学
の
政
治
性
と
い
う
問
題
に
も
わ
れ
わ
れ
を
誘
い
ま
す
。

ま
ず
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
で
す
が
、
桑
原
の
い
う
終
戦
直
後
の
日
本
の
「
保
守
的
文
化
主
義
ム
ー
ド
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
日
本
現
代
史
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
問
い
に
正
面
か
ら
答
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
お

お
よ
そ
の
推
測
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
終
戦
直
後
の
日
本
に
す
で
に
「
保
守
的
文
化
主
義
モ
ー
ド
」
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
意
外
に

聞
こ
え
ま
す
が
、
戦
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
東
西
冷
戦
が
占
領
時
代
に
さ
ら
に
加
速
し
、
そ
の
た
め
ア
メ
リ
カ
の
占
領
政
策
が
、
日
本
を

民
主
化
す
る
こ
と
か
ら
、
日
本
を
「
反
共
の
砦
」
と
す
る
こ
と
へ
と
大
き
な
方
向
転
換
を
は
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
な
ら
、
さ
ほ
ど
驚

く
に
あ
た
ら
な
い
と
い
え
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
レ
ッ
ド
パ
ー
ジ
が
本
格
化
す
る
の
は
一
九
四
〇
年
代
末
で
す
が
、
そ
の
兆
候
は
そ
れ
以
前
か

ら
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
戦
時
中
に
戦
争
を
賛
美
し
て
憚
ら
な
か
っ
た
保
守
派
の
人
々
が
早
く
も
勢

力
を
盛
り
返
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
は
十
分
想
像
で
き
る
こ
と
で
す
。
さ
き
ほ
ど
言
及
し
た
岸
信
介
も
、
Ａ
級
戦
犯
被
疑
者
で
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
起
訴
を
免
れ
、
一
九
五
二
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
発
効
を
機
に
公
職
追
放
も
解
除
さ
れ
て
政
界
に
復
帰
す
る
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ん
で
す
ね
。
そ
の
後
の
活
躍
は
周
知
の
と
お
り
で
す
。
桑
原
が
虚
子
を
岸
信
介
と
比
べ
た
の
は
、
た
ん
に
人
物
の
風
貌
と
い
う
レ
ベ
ル
だ

け
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
桑
原
が
こ
う
し
た
「
保
守
的
文
化
主
義
ム
ー
ド
」
に
た
い
し
て
感
じ
た
と
い
う
腹
立
た
し
さ
を
共
有
で
き
る
よ
う
な
気
が
し
ま

す
。
戦
後
七
〇
年
を
経
て
、
歴
史
修
正
主
義
や
復
古
主
義
が
台
頭
し
て
い
る
今
日
、
こ
う
し
た
ム
ー
ド
が
形
を
変
え
て
で
あ
れ
復
活
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

第
二
の
問
題
に
移
り
ま
し
ょ
う
。
さ
き
ほ
ど
引
用
し
た
「
第
二
芸
術
」
の
な
か
の
文
章
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。「
小
説
家
に
も
便

乗
や
迎
合
は
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
作
家
は
今
日
す
ぐ
れ
た
作
品
を
書
け
な
く
な
っ
て
い
る
。
小
説
と
い
う
近
代
的
ジ
ャ
ン
ル
が
そ
れ
を

許
さ
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
小
説
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
強
み
が
そ
こ
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
俳
壇
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
銀
供
出
運
動
に
実

に
あ
ざ
や
か
な
宣
伝
句
を
た
ち
ど
こ
ろ
に
供
出
し
え
た
大
家
た
ち
が
、
い
ま
も
や
は
り
第
一
流
の
大
家
な
の
で
あ
る
。
芸
術
家
が
社
会
的

に
は
何
を
し
よ
う
と
も
、
そ
れ
が
作
品
そ
の
も
の
に
何
の
痕
跡
も
の
こ
さ
ぬ
、
俳
句
と
は
そ
う
い
う
ジ
ャ
ン
ル
な
の
で
あ
る
」
と
桑
原
は

述
べ
て
い
ま
す
。
桑
原
は
こ
こ
で
小
説
と
俳
句
の
違
い
を
は
っ
き
り
と
ジ
ャ
ン
ル
の
問
題
と
し
て
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
「
小
説
と
い

う
近
代
的
ジ
ャ
ン
ル
」
を
俳
句
と
い
う
（
前
近
代
的
）
ジ
ャ
ン
ル
に
対
置
し
て
い
ま
す
。

近
代
的
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
小
説
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
近
代
的
自
我
の
表
現
と
し
て
の
小
説
、
伊
藤
整
の
言
葉
を
使
う
と
「
内
な

る
声
」、
内
面
性
の
表
白
と
し
て
の
小
説
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
そ
こ
で
い
う
自
我
と
は
、
小
林
秀
雄
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
社
会

化
さ
れ
た
自
我
」、
社
会
に
対
す
る
批
判
精
神
に
裏
打
ち
さ
れ
た
自
我
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
か
ら
作
家
の
社
会
的
責
任
な
ど
と
い
う

考
え
方
も
出
て
く
る
の
で
す
が
、
俳
句
に
は
そ
う
し
た
批
判
的
自
我
が
欠
落
し
て
い
る
と
桑
原
は
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
小
林
秀

雄
な
ど
は
日
本
の
私
小
説
に
も
そ
れ
が
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
こ
と
は
俳
句
に
政

治
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
わ
び
さ
び
」
や
「
超
俗
」
を
う
た
う
俳
句
は
、
一
見
非
政
治
的
に
見
え
ま
す

が
、
こ
れ
が
曲
者
で
、
社
会
に
対
す
る
批
判
精
神
を
も
た
な
い
俳
人
は
と
き
に
よ
っ
て
平
気
で
時
の
権
力
に
お
も
ね
る
よ
う
な
こ
と
を
す
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る
。
戦
争
中
の
彼
ら
の
行
動
が
そ
の
何
よ
り
の
証
拠
だ
、
と
桑
原
は
言
う
ん
で
す
ね
、

こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
俳
句
が
作
品
な
い
し
テ
ク
ス
ト
と
し
て
自
立
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
れ
が
俳
壇
や
家
元
制
度
に
価
値
を
依
存

す
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
も
関
係
し
て
い
ま
す
。
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
俳
句
は
、
そ
の
短
さ
も
あ
っ
て
、
い
ま
言
っ
た
よ
う

な
批
判
的
自
我
を
醸
成
す
る
場
た
り
え
な
い
の
だ
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

私
は
、
こ
の
小
説
と
俳
句
と
い
う
対
立
に
、
よ
り
広
く
、
ま
た
日
本
的
文
脈
を
超
え
て
、
小
説
な
い
し
散
文
と
叙
情
詩
と
い
う
対
立
を

重
ね
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
た
と
え
ば
ミ
ラ
ン
・
ク
ン
デ
ラ
な
ど
は
、
こ
の
両
者
の
あ
い
だ
に
い
わ
ば
政
治
的
ス

タ
ン
ス
の
違
い
を
見
て
、
多
声
的
（
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
）
で
相
対
主
義
的
な
小
説
精
神
を
称
揚
す
る
一
方
、
叙
情
詩
は
愛
国
主
義
的
熱
狂
や

フ
ァ
ナ
テ
ィ
ズ
ム
に
結
び
つ
き
や
す
い
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
ア
ラ
ン
が
「
集
合
的
情
念passion

collective

」
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
も

の
を
掻
き
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
叙
情
と
テ
ロ
ル
」、
叙
情
と
暴
力
の
結
び
つ
き
で
す
ね
。
ク
ン
デ
ラ
は
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
時
代
の

チ
ェ
コ
で
み
ず
か
ら
詩
人
と
し
て
青
春
を
送
っ
た
作
家
で
す
が
、
彼
の
考
え
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
経
験
か
ら
来
る
反
省
が
あ
る
ん
で
す

ね
。
小
説
と
叙
情
詩
の
政
治
的
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
違
い
の
問
題
は
、
た
い
へ
ん
大
き
い
問
題
で
す
し
、
こ
こ
で
即
断
す
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
で
き
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
こ
こ
に
は
政
治
と
文
学
、
な
い
し
戦
争
と
文
学
と
い
う
テ
ー
マ
を
考
え
る
う
え
で
の
重
要
な
ヒ

ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。

現
代
に
引
き
つ
け
て
言
う
と
、
い
ま
は
や
り
の
「
ポ
エ
ム
」
や
「
ポ
エ
マ
ー
」
と
い
う
の
は
危
な
い
、
時
流
に
流
さ
れ
や
す
い
。
ツ
イ
ッ

タ
ー
も
や
ば
い
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
が
中
東
の
民
主
化
な
ど
で
果
た
し
た
役
割
は
絶
大
で
す
が
、
非
常
時
で
は
下
手
を
す
る
と
ま
っ
た
く
逆
の
役
割

を
演
じ
か
ね
な
い
。
私
た
ち
は
そ
の
こ
と
に
十
分
注
意
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
桑
原
武
夫
が
残
し
た
教
訓
が
今
日
あ
る
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
案
外
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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結
び
に
代
え
て
――
「
ハ
イ
ク
」
の
世
界
的
普
及

最
後
に
、
外
国
に
お
け
る
俳
句
の
受
容
と
実
践
に
つ
い
て
手
短
に
お
話
し
す
る
こ
と
で
、
私
の
講
演
の
結
び
に
代
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

桑
原
武
夫
が
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
の
短
詩
型
文
学
、
と
り
わ
け
短
歌
と
俳
句
は
、
西
洋
で
も

一
九
世
紀
か
ら
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
西
園
寺
公
望
が
『
古
今
』
や
『
新
古
今
』
か
ら
選
ん
だ
和
歌
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
蜻
蛉
集
』
の
仏
語

訳
が
パ
リ
で
出
版
さ
れ
た
の
は
一
八
八
五
年
で
す
。
い
わ
ゆ
る
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
時
代
で
す
ね
。
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
英
語
や
フ
ラ
ン

ス
語
で
俳
句
を
作
る
詩
人
ま
で
現
わ
れ
ま
し
た
（
こ
れ
を
俳
句
と
呼
ん
で
い
い
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
す
が
）。
私
家
版
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
の

詩
人
が
書
い
た
俳
句
が
初
め
て
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
三
年
で
す
（
当
時
は
「
ハ
イ
ク
（
俳
句
）」
で
は
な
く
「
ハ
イ
カ
イ
（
俳
諧
）」
と
い
っ

て
い
ま
し
た
）。
そ
の
後
、
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
、
ポ
ー
ル
・
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
、
イ
ヴ
・
ボ
ヌ
フ
ォ
ワ
と
い
っ
た
名
だ
た
る
詩
人
が
、
こ

の
形
式
で
詩
を
書
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
は
、
い
わ
ゆ
る
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
と
日
本
文
化
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
な

か
で
、
俳
句
も
ま
た
「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
的
可
能
性
を
示
唆
す
る
詩
的
言
語
と
し
て
注
目
さ
れ
た
と
い
え
ま
す
。
西
洋
近
代
の
「
意
味
の

体
系
」
が
行
き
詰
ま
り
、
閉
塞
状
況
に
陥
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
に
風
穴
を
開
け
る
も
の
と
し
て
、
桑
原
武
夫
が
前
近
代
的
と
非
難
し
た
俳

句
が
注
目
さ
れ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
な
ん
と
も
皮
肉
な
事
態
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
フ
ラ
ン
ス
に
は
俳
壇
も
俳
句
雑
誌
も
家
元
制
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
人
が
読
み
、
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
が
モ
デ
ル

と
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
芭
蕉
、
蕪
村
、
一
茶
、
そ
し
て
子
規
で
し
た
。
と
い
う
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
さ
れ
た
彼
ら
の
俳
句
で
し

た
。
で
す
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
俳
句
を
も
て
は
や
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
桑
原
の
日
本
俳
句
批
判
が
効
力
を
失
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
、
西
洋
語
へ
の
移
し
か
え
を
通
じ
て
で
あ
れ
、
俳
句
の
言
葉
が
も
つ
力
、
短
い
か
ら
こ
そ
イ

ン
パ
ク
ト
を
も
ち
う
る
、
意
味
を
超
え
た
衝
撃
力
の
よ
う
な
も
の
を
感
得
し
た
の
も
事
実
な
の
で
す
。
彼
ら
な
ら
こ
れ
が
「
芸
術
」
で
は

な
い
と
は
い
わ
な
い
で
し
ょ
う
。

フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ハ
イ
キ
ス
ト
は
い
ま
や
世
界
中
に
い
ま
す
。
俳
句
は
、
そ
の
手
軽
な
形
式
か
ら
、
誰
も
が
書
く
こ
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と
の
で
き
る
「
言
葉
の
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
」
と
な
り
ま
し
た
。
さ
き
ほ
ど
ふ
れ
た
ツ
イ
ッ
タ
ー
と
の
親
和
性
も
よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
す
。
俳
句
が
意
外
に
も
こ
こ
ま
で
広
が
り
、
し
ぶ
と
く
生
き
延
び
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
第
二
芸
術
」
を
書
い
た
桑
原
さ
ん
が

生
き
て
い
た
ら
ど
う
言
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
「
あ
れ
は
君
、
僕
の
い
う
俳
句
と
は
ち
が
う
よ
」
と
言
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
が
、
そ
の
一
方
で
、
ロ
ー
マ
字
主
義
者
で
あ
っ
た
桑
原
さ
ん
は
、
俳
壇
と
い
う
し
が
ら
み
か
ら
自
由
な
、
外
国
語
で
書
か
れ
た
ハ
イ

ク
を
案
外
面
白
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
も
し
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
興
味
ぶ
か
い
と
こ
ろ
で
す
。

長
々
と
話
し
ま
し
た
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
京
都
大
学
名
誉
教
授
・
仏
文
学
）
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ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
筆
跡
診
断

植

松

晃

一

お
の
の

美
し
い
、
魂
の
戦
き
と

飛
躍
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
な

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
肉
筆
――

宮
本
正
清

（
日
本
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
友
の
会
編
「
ユ
ニ
テ
」
Ⅲ
）

二
〇
世
紀
前
半
、
筆
跡
か
ら
書
き
手
の
性
格
な
ど
を
分
析
す
る

「
グ
ラ
フ
ォ
ロ
グ
（
筆
跡
診
断
士
）」
と
し
て
活
躍
し
た
エ
ド
ゥ
ア
ー

ル
・
ド
・
ル
ー
ジ
ュ
モ
ン
（
一
八
八
一
〜
一
九
六
九
）
の
自
筆
原
稿

を
入
手
し
ま
し
た
（
写
真
）。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
筆
跡
を
分
析

し
、
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
ま
す
。

小
さ
い
文
字
、
走
り
書
き
、
殴
り
書
き
、
と
き
に
一
段
高

ま
り
、
不
調
和
で
、
ふ
ぞ
ろ
い
で
、
実
に
シ
ン
プ
ル
な
筆
跡

――
。
相
反
す
る
衝
動
に
交
互
に
身
を
委
ね
な
が
ら
文
字
を

書
く
こ
と
が
彼
の
特
徴
だ
。
彼
は
こ
と
の
ほ
か
感
情
的
・
情

熱
的
で
、
そ
の
精
神
は
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
、
活
動
的
で
想
像
力

に
富
み
、
そ
れ
が
彼
の
感
受
性
を
刺
激
し
て
い
る
。
繊
細
な

心
の
持
ち
主
だ
が
一
貫
性
は
な
く
、
ま
っ
た
く
予
想
で
き
な

い
行
動
に
出
る
こ
と
が
あ
る
。
彼
は
絶
対
的
な
戦
闘
本
能
を

持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
過
度
な
く
ら
い
の
穏
や
か
さ
や
、

人
を
和
ま
せ
る
性
格
と
奇
妙
な
対
照
を
な
し
て
い
る
。
判
断

に
関
し
て
は
自
信
に
欠
け
、
慎
重
さ
が
見
ら
れ
る
。
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ル
ー
ジ
ュ
モ
ン
が
、
ロ
ラ
ン
の
ど
の
文
書
を
基
に
診
断
し
た
の

か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
診
断
結
果
を
ど
う
受
け
取
る
か
は
人

そ
れ
ぞ
れ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
と
て
も
よ
く
ロ
ラ
ン
の
特
質

を
捉
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

人
間
の
筆
跡
は
生
涯
を
通
じ
て
変
化
し
て
い
く
も
の
だ
と
思
い

ま
す
。
ロ
ラ
ン
の
筆
跡
も
年
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ

こ
に
ど
の
よ
う
な
心
理
的
変
化
や
人
間
的
な
成
熟
が
隠
さ
れ
て
い

る
の
か
、
現
代
の
筆
跡
心
理
学
的
見
地
か
ら
鑑
定
し
た
ら
、
新
た

な
物
語
が
見
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
と
て
も
興
味
深
く
思

い
ま
し
た
。

（
賛
助
会
員
）

＊「
筆
跡
心
理
学
（
グ
ラ
フ
ォ
ロ
ジ
ー
）」
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
長
い
研
究
の

歴
史
が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
グ
ラ
フ
ォ
ロ
グ
は
国
家
資
格
に
準
じ
る
資

格
で
、
医
師
や
弁
護
士
な
ど
と
同
等
の
権
威
が
あ
る
そ
う
で
す
。

ルージュモンの自筆原稿
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イ
ギ
リ
ス
便
り

フ
ラ
イ
フ
ィ
シ
ン
グ
――
自
然
、
人
、
社
会

長
谷
川

治

清

あ
る
日
、
ク
リ
ス
さ
ん
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
人
に
フ
ラ
イ
フ
ィ
シ

ン
グ
に
誘
わ
れ
た
。
フ
ラ
イ
フ
ィ
シ
ン
グ
が
フ
ィ
シ
ン
グ
で
あ
る

こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
何
も
知
ら
な
か
っ

た
。
親
し
い
友
人
も
一
緒
な
の
で
喜
ん
で
参
加
す
る
こ
と
に
し
た
。

シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
市
か
ら
車
で
三
〇
分
ほ
ど
走
る
と
、
緑
に
覆

わ
れ
た
な
だ
ら
か
な
山
と
丘
の
中
に
美
し
い
川
が
あ
っ
た
。
私
の

フ
ラ
イ
フ
ィ
シ
ン
グ
の
第
一
歩
が
そ
こ
で
始
ま
っ
た
。
そ
れ
は

ピ
ー
ク
国
立
公
園
の
モ
ン
サ
ル
デ
ー
ル
に
あ
る
美
し
い
渓
流
で
、

フ
ラ
イ
（
毛
ば
り
）
を
用
い
て
マ
ス
を
釣
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

の
日
の
成
果
は
、
友
人
が
三
匹
、
私
は
生
憎
、
ゼ
ロ
匹
で
あ
っ
た
。

に
も
拘
ら
ず
、
美
し
い
自
然
の
中
で
過
ご
す
、
釣
り
の
ひ
と
時
の

素
晴
ら
し
さ
に
感
動
し
た
。
人
生
の
晩
年
を
豊
か
に
過
ご
す
こ
と

長谷川友佳（7歳）絵
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が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
最
初
の
日
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
日

は
自
然
の
中
で
過
ご
す
数
時
間
が
、
自
分
の
人
生
を
振
り
返
り
つ

つ
、
社
会
の
平
和
や
貧
困
に
つ
い
て
の
思
索
を
深
め
る
き
っ
か
け

と
も
な
っ
た
。

川
の
姿
は
美
し
い
。
同
じ
場
所
で
も
日
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。

そ
の
変
化
は
そ
れ
ぞ
れ
の
川
の
魅
力
を
醸
し
出
す
。
そ
れ
に
加
え

て
、
魚
が
水
面
に
現
れ
て
フ
ラ
イ
を
追
い
か
け
て
い
る
時
な
ど
、

目
に
映
る
川
は
素
晴
ら
し
い
。
川
の
状
況
は
天
候
を
反
映
し
、
魚

も
影
響
を
受
け
る
。
釣
り
人
は
そ
の
よ
う
な
状
況
を
判
断
し
て
、

フ
ラ
イ
を
投
げ
る
こ
と
に
な
る
。
雨
の
後
し
ば
ら
く
し
て
、
水
が

き
れ
い
に
な
る
と
よ
く
釣
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
天
候

は
太
陽
が
出
て
い
る
か
と
思
う
と
、
急
に
雲
が
広
が
り
雨
が
降
る
。

晴
れ
た
日
に
釣
り
を
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
急
に
激
し
い
雨

と
な
る
。
雨
に
降
ら
れ
て
釣
り
を
続
け
て
い
る
と
、
知
ら
ぬ
間
に
、

雨
も
止
み
、
美
し
い
虹
が
現
れ
る
。
雨
上
が
り
の
川
で
、
素
晴
ら

し
い
情
景
を
体
験
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

水
の
色
や
流
れ
も
多
様
に
変
化
す
る
。
水
の
色
が
実
際
に
変
わ

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
太
陽
や
雲
の
状
況
を
反
映
し
て
、
人
間
の

目
に
は
水
の
色
の
変
化
と
し
て
表
れ
る
。
釣
り
人
に
と
っ
て
は
、

小
さ
い
フ
ラ
イ
を
目
で
追
い
か
け
る
の
に
四
苦
八
苦
す
る
時
が
あ

る
。
最
近
は
、
大
分
慣
れ
て
き
た
の
で
、
フ
ラ
イ
が
見
え
な
く
て

も
、
そ
れ
が
流
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
想
像
し
て
、
魚
が
フ
ラ
イ
に

食
い
つ
く
瞬
間
を
待
っ
て
い
る
。
人
の
目
に
映
る
川
の
流
れ
は
人

生
の
そ
の
時
々
の
姿
を
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
釣
り
を

始
め
る
ま
で
、
川
の
流
れ
に
多
様
な
姿
が
あ
る
こ
と
に
は
全
く
気

が
付
か
な
か
っ
た
。
魚
は
、
流
れ
の
穏
や
か
な
所
に
身
を
潜
め
、

速
い
流
れ
の
所
か
ら
餌
が
流
れ
て
く
る
と
そ
れ
に
食
い
つ
く
よ
う

で
あ
る
。
魚
の
居
場
所
は
川
の
流
れ
の
状
況
と
大
い
に
関
係
し
て

い
る
。
そ
の
流
れ
も
日
々
の
水
量
に
応
じ
て
変
化
す
る
。
魚
も

日
々
の
状
況
に
応
じ
て
、
居
場
所
を
変
え
る
よ
う
で
あ
る
。

フ
ラ
イ
フ
ィ
シ
ン
グ
は
魚
に
と
っ
て
迷
惑
至
極
で
あ
る
。
人
間

が
毛
ば
り
で
釣
り
上
げ
て
は
、
そ
の
魚
を
川
に
戻
す
か
ら
で
あ
る
。

人
間
に
と
っ
て
は
面
白
い
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
が
、
魚
に
と
っ
て
は

残
酷
な
こ
と
で
あ
る
。
キ
ツ
ネ
狩
り
よ
り
は
ま
し
か
も
し
れ
な
い

が
、
全
て
の
命
を
同
じ
価
値
と
見
な
せ
ば
、
魚
だ
か
ら
許
さ
れ
る

こ
と
で
は
な
い
。
フ
ィ
シ
ン
グ
を
続
け
る
限
り
こ
の
ジ
レ
ン
マ
か

ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
私
は
、
丁
寧
に
魚
を
釣
り
、
丁
寧

に
魚
を
水
に
戻
す
こ
と
で
自
分
の
気
持
ち
を
和
ら
げ
て
い
る
。
し
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か
し
、
も
う
少
し
マ
ク
ロ
の
視
点
か
ら
考
え
る
と
、
汚
染
さ
れ
て

い
る
河
川
を
美
し
く
し
、
魚
の
生
息
を
復
元
し
、
釣
り
に
よ
っ
て

幾
ら
か
の
魚
は
一
時
的
に
迷
惑
を
被
る
が
、
そ
れ
で
も
川
に
戻
さ

れ
、
生
息
、
繁
殖
し
、
そ
の
川
で
命
を
終
え
て
い
く
環
境
を
作
っ

て
い
る
人
間
の
心
と
努
力
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

フ
ィ
シ
ン
グ
を
始
め
て
か
ら
、
川
で
色
々
な
人
に
出
会
う
こ
と

が
あ
る
。
あ
る
時
は
、
川
に
散
策
に
来
た
人
に
話
し
か
け
ら
れ
る
。

た
い
て
い
の
場
合
、
最
初
の
言
葉
は
、「
釣
れ
た
か
？
」
で
あ
る
。

し
ば
ら
く
立
ち
止
ま
り
、
釣
り
の
状
況
を
見
な
が
ら
去
っ
て
い
く
。

あ
る
時
は
、
同
じ
く
釣
り
に
来
た
人
で
あ
る
。
釣
り
の
状
況
を
話

し
、
同
じ
場
所
で
は
な
く
、
少
し
離
れ
た
所
で
釣
り
を
始
め
る
。

い
つ
の
間
に
か
、
自
分
も
帰
宅
し
、
出
会
っ
た
釣
り
人
も
去
っ
て

ゆ
く
。
親
し
み
を
覚
え
る
人
は
名
前
を
聞
く
が
、
年
の
せ
い
で

二
〜
三
日
の
内
に
忘
れ
て
し
ま
う
。
幾
人
か
会
っ
た
人
の
中
で
、

そ
の
後
も
親
し
く
付
き
合
っ
て
い
る
人
が
い
る
。
そ
の
一
人
は
モ

ハ
メ
ッ
ド
さ
ん
で
あ
る
。
色
々
な
釣
り
を
し
た
挙
句
、
フ
ラ
イ

フ
ィ
シ
ン
グ
に
た
ど
り
着
き
、
楽
し
ん
で
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

親
切
で
優
し
い
人
で
あ
る
。
あ
る
日
、
一
緒
に
釣
り
を
す
べ
く
、

日
程
を
約
束
し
た
。
彼
の
釣
り
方
と
私
の
釣
り
方
は
少
し
異
な
る

こ
と
に
気
が
付
い
た
。
彼
の
釣
り
は
、
ニ
ン
フ
ィ
ン
グ
と
言
っ
て
、

毛
ば
り
を
水
に
沈
め
て
釣
る
方
法
で
あ
る
。
私
の
釣
り
方
は
、
毛

ば
り
を
水
の
上
に
浮
か
し
、
流
し
な
が
ら
釣
る
ド
ラ
イ
・
フ
ラ
イ

の
方
法
で
あ
る
。
ニ
ン
フ
ィ
ン
グ
の
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
（
フ
ラ
イ

の
飛
ば
し
方
）
は
、
日
本
の
テ
ン
カ
ラ
（
日
本
の
渓
流
釣
り
）
に
も

似
て
い
る
。
私
の
方
法
よ
り
は
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
の
距
離
が
短
い

の
で
簡
単
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
日
の
成
果
は
、
彼
の
方
が
多

く
の
魚
を
釣
り
、
長
く
経
験
の
あ
る
彼
の
成
果
は
素
晴
ら
し
か
っ

た
。
彼
は
釣
れ
る
と
こ
ろ
が
見
つ
か
る
と
、
自
分
が
釣
る
よ
り
も
、

私
に
そ
こ
を
譲
り
、
別
の
所
に
移
動
し
た
。

次
は
、
ア
ン
デ
ィ
ー
さ
ん
で
あ
る
。
彼
も
釣
り
の
経
験
は
私
よ

り
も
か
な
り
長
く
、
川
で
の
装
備
や
釣
り
道
具
の
種
類
で
は
、
遥

か
に
私
を
凌
い
で
い
る
。
彼
の
釣
り
に
関
す
る
知
識
は
豊
か
で
あ

り
、
毎
回
の
釣
り
の
成
果
も
そ
れ
に
比
例
し
て
い
る
。
彼
も
と
て

も
親
切
で
あ
る
。
二
回
目
に
会
っ
た
時
に
、
私
が
亡
き
母
の

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
ス
テ
ッ
キ
を
川
で
使
っ
て
い
る
の
に
気
が
付
き
、

川
を
去
る
時
に
、「
そ
の
ス
テ
ッ
キ
は
短
い
の
で
川
の
中
で
は
危

な
い
」
と
言
っ
て
、
彼
が
使
っ
て
い
た
手
製
の
長
い
ス
テ
ッ
キ
を

私
に
贈
呈
し
て
く
れ
た
。
彼
曰
く
、「
新
た
に
作
る
か
ら
大
丈
夫
」
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と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
あ
る
時
に
は
、
こ
の
川
で
効
果

の
あ
る
毛
ば
り
を
袋
に
い
れ
て
贈
呈
し
て
く
れ
た
。
モ
ハ
メ
ッ
ド

さ
ん
も
ア
ン
デ
ィ
ー
さ
ん
も
私
よ
り
は
遥
か
に
若
い
こ
の
土
地

（
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
）
の
人
々
で
あ
る
。

あ
と
一
人
、
私
を
し
ば
し
ば
フ
ラ
イ
フ
ィ
シ
ン
グ
に
連
れ
て
ゆ

き
、
理
屈
で
は
な
く
て
、
一
緒
に
釣
る
こ
と
に
よ
っ
て
釣
り
を
体

得
さ
せ
て
く
れ
て
い
る
人
が
い
る
。
そ
の
人
は
ビ
ル
さ
ん
で
八
〇

歳
を
超
え
た
イ
ギ
リ
ス
紳
士
で
あ
る
。
彼
は
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
出

身
の
宣
教
師
で
、
北
海
道
（
三
〇
年
以
上
）
と
モ
ン
ゴ
ー
ル
（
七
年
）

で
宣
教
活
動
を
し
、
退
職
後
、
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
に
住
ん
で
い
る
。

釣
り
は
若
い
時
か
ら
親
し
み
、
北
海
道
で
も
モ
ン
ゴ
ー
ル
で
も
続

け
、
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
川
を
隅
々
ま
で
知
っ
て
い
る
釣
り
師
で

あ
る
。
一
緒
に
釣
り
に
行
く
こ
と
に
よ
り
、
言
葉
や
理
屈
で
は
な

く
、
彼
の
釣
り
を
観
察
し
、
そ
れ
を
ま
ね
な
が
ら
学
ぶ
方
法
で
、

静
か
に
釣
り
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
。

最
後
の
人
は
、
ク
リ
ス
さ
ん
で
あ
る
。
彼
こ
そ
、
私
と
元
同
僚

の
フ
ッ
ク
さ
ん
を
フ
ラ
イ
フ
ィ
シ
ン
グ
の
第
一
歩
に
招
待
し
て
く

れ
た
人
で
あ
る
。
彼
は
、
フ
ラ
イ
フ
ィ
シ
ン
グ
に
若
い
時
か
ら
馴

染
ん
で
き
た
人
で
、
モ
ン
サ
ル
デ
ー
ル
と
い
う
素
晴
ら
し
い
景
勝

地
の
釣
り
ク
ラ
ブ
の
会
長
で
あ
る
。
彼
は
、
私
と
一
緒
に
行
く
と

き
に
は
、
自
分
は
全
く
釣
ら
ず
、
私
に
教
え
る
こ
と
に
専
念
し
て

く
れ
る
。
私
の
竿
で
釣
り
を
見
せ
、
釣
れ
る
と
そ
の
竿
を
私
に
引

き
渡
し
て
く
れ
る
。
釣
れ
た
時
の
感
触
を
体
験
す
る
こ
と
か
ら
教

え
て
く
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
四
人
の
人
々
は
、
素
晴
ら
し
く
親
切
で
私
と
付
き
合
っ

て
く
れ
て
い
る
。
自
然
の
中
で
こ
の
よ
う
な
人
々
と
の
交
流
と
友

情
が
生
ま
れ
、
人
生
の
晩
年
を
豊
か
に
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に

感
謝
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
が
日
常
的
に
フ
ラ
イ
フ
ィ
シ
ン
グ
を
し
て
い
る

ド
ン
川
は
、
か
っ
て
鉄
鋼
業
で
栄
え
た
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
市
の
汚

水
を
一
手
に
引
き
受
け
て
き
た
川
で
あ
る
。
川
の
側
に
は
現
在
で

も
工
場
が
存
在
す
る
が
、
今
は
、
排
水
は
全
て
下
水
処
理
さ
れ
、

川
に
汚
水
が
流
れ
て
来
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
お
陰
で
、
再
び
、

ブ
ラ
ウ
ン
ト
ラ
ウ
ト
や
グ
レ
イ
リ
ン
グ
（
ヒ
メ
マ
ス
）
を
始
め
色
々

な
魚
が
生
息
し
、
カ
モ
や
キ
ン
グ
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
な
ど
の
美
し
い

鳥
も
飛
び
交
う
よ
う
に
な
っ
た
。
川
の
両
側
に
は
緑
豊
か
な
木
々

が
大
き
く
育
ち
、
工
場
は
存
在
す
る
が
そ
の
姿
は
隠
れ
て
い
る
。

静
か
な
自
然
に
囲
ま
れ
た
川
で
フ
ラ
イ
フ
ィ
シ
ン
グ
を
し
て
い
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る
と
平
和
そ
の
も
の
で
あ
る
。
戦
争
は
自
然
を
破
壊
し
、
友
情
を

破
壊
す
る
が
、
こ
の
川
で
の
フ
ィ
シ
ン
グ
は
自
然
を
介
し
て
友
情

を
生
み
出
し
、
平
和
そ
の
も
の
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
貧

困
は
苦
し
み
で
あ
り
、
社
会
の
問
題
、
人
間
性
そ
の
も
の
の
問
題

で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
戦
争
は
貧
困
を
生
み
出
す
原
因
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
社
会
の
慢
性
的
な
貧
困
は
不
平
等
が
原
因
と

な
っ
て
い
る
。
平
和
な
川
で
の
ひ
と
時
は
、
こ
の
よ
う
な
人
類
の

暗
い
面
、
悲
し
い
面
、
醜
い
面
を
忘
れ
さ
せ
、
自
然
と
の
一
体
感

を
与
え
て
く
れ
る
。
人
の
心
が
自
然
を
感
じ
、
年
齢
、
宗
教
、
国

籍
を
問
わ
ず
友
情
を
育
み
、
貧
富
の
差
を
生
み
出
す
不
平
等
や
戦

争
を
否
定
す
る
人
間
性
を
育
む
と
き
、
戦
争
や
貧
困
の
な
い
社
会

の
到
来
も
可
能
と
信
じ
て
い
る
。

私
は
戦
争
と
貧
困
を
体
験
し
て
き
た
。
父
が
中
国
で
戦
死
し
、

終
戦
後
は
貧
し
い
生
活
の
中
で
姉
が
亡
く
な
っ
た
。
姉
も
ま
た
戦

争
犠
牲
者
だ
と
思
っ
て
い
る
。
母
は
悲
し
み
を
乗
り
越
え
、
懸
命

に
私
を
育
て
て
く
れ
た
。
私
は
、
大
人
に
な
る
ま
で
自
分
の
人
生

を
振
り
返
る
こ
と
な
く
歩
ん
で
き
た
。
そ
し
て
大
学
を
卒
業
後
、

学
問
を
志
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
自
分
な
り
に
学
問
研
究
を
介

し
て
平
和
や
貧
困
の
問
題
に
も
取
り
組
ん
だ
が
、
結
局
、
成
功
し

た
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
気
が
付
い
た
時
に
は
、
退
職
の
年
齢
に

達
し
て
い
た
。
亡
き
母
は
自
分
の
戦
争
と
貧
困
の
体
験
を
油
絵
や

短
歌
に
託
し
て
い
た
。

私
は
、
人
生
最
後
の
職
場
と
な
っ
た
同
志
社
大
学
を
退
職
後
、

息
子
た
ち
が
住
ん
で
い
る
イ
ギ
リ
ス
に
戻
り
、
退
職
後
の
生
活
を

ど
の
よ
う
に
築
く
か
に
悩
ん
で
い
た
。
新
し
い
人
生
を
積
極
的
に

生
き
よ
う
と
思
い
、
最
初
に
取
り
組
ん
だ
仕
事
が
、
中
国
で
戦
死

し
た
父
が
戦
地
か
ら
母
に
送
っ
た
多
く
の
戦
時
絵
葉
書
を
年
月
日

順
に
整
理
し
、
読
み
に
く
い
文
章
を
解
読
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の

フ
ァ
イ
ル
に
収
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
父
が
亡
く
な
っ
た
江
蘇
省

の
月
塘
郷
と
い
う
野
戦
病
院
の
あ
っ
た
場
所
も
、
中
国
に
詳
し
い

友
人
の
援
助
を
経
て
地
図
の
上
で
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ

し
て
、
元
気
な
う
ち
に
そ
こ
を
訪
問
し
た
い
気
持
ち
も
高
ま
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
頃
に
は
精
神
的
に
は
極
め
て
疲
れ
た
状
況
と
な
り
、

体
調
も
優
れ
ず
、
心
身
の
不
調
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
偶
然
に
も
フ
ラ
イ
フ
ィ
シ
ン
グ
に
巡
り

合
っ
た
。
そ
し
て
、
自
分
の
家
族
が
体
験
し
た
戦
争
や
貧
困
の
問

題
を
少
し
距
離
を
置
い
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。

フ
ラ
イ
フ
ィ
シ
ン
グ
は
心
身
と
も
に
疲
れ
て
い
た
退
職
後
の
私
を
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優
し
く
癒
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、
と
て
も
重
要
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
人
が
手
を
付
け
た
が
ら
な
い
平
和
や
貧
困
の
問
題
を

一
歩
距
離
を
置
い
て
、
新
た
な
気
持
ち
で
取
り
組
む
気
力
を
与
え

て
く
れ
た
。

フ
ラ
イ
フ
ィ
シ
ン
グ
と
は
何
か
？

そ
れ
を
始
め
て
か
ら
早
や

一
年
半
が
過
ぎ
た
。
二
〇
一
八
年
に
は
フ
ラ
イ
フ
ィ
シ
ン
グ
の
初

日
か
ら
数
え
て
一
〇
〇
回
目
の
フ
ィ
シ
ン
グ
を
迎
え
る
こ
と
に
な

る
。
自
分
に
と
っ
て
フ
ラ
イ
フ
ィ
シ
ン
グ
は
日
々
を
健
康
に
過
ご

す
た
め
の
不
可
欠
な
ス
ポ
ー
ツ
・
趣
味
と
な
っ
た
。
次
第
に
、
川

に
足
が
向
く
頻
度
が
増
加
し
た
。
川
に
滞
在
す
る
時
間
は
二
〜
三

時
間
で
あ
る
が
、
身
も
心
も
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
さ
れ
て
帰
宅
で
き
る
。

釣
り
の
成
果
が
良
け
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
成
果

に
関
わ
り
な
く
、
元
気
に
な
っ
て
帰
宅
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
フ

ラ
イ
フ
ィ
シ
ン
グ
は
今
の
自
分
に
と
っ
て
生
き
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

源
泉
で
あ
り
、
心
身
の
健
康
を
維
持
す
る
大
切
な
ひ
と
時
と
な
っ

て
い
る
。

世
界
の
ど
こ
に
も
存
在
す
る
川
、
渓
流
、
魚
、
そ
し
て
、
自
然

に
目
を
向
け
る
と
、
小
さ
い
地
球
に
存
在
す
る
戦
争
や
貧
困
の
問

題
は
極
め
て
些
細
な
も
の
と
な
る
。
戦
争
と
貧
困
の
な
い
平
和
な

社
会
の
構
築
は
、
人
間
が
対
処
可
能
な
課
題
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、

こ
れ
ら
は
人
間
が
作
り
出
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
か
ら
だ
。
自
ら

の
社
会
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
自
ら
が
作
り
出
し
た
問
題
の
解
決

は
、
人
間
の
手
を
超
え
た
自
然
の
問
題
を
解
決
す
る
よ
り
も
は
る

か
に
容
易
で
あ
る
は
ず
だ
。
戦
争
や
貧
困
の
問
題
の
論
理
を
解
明

し
、
人
間
性
の
回
復
を
目
指
し
取
り
組
む
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
そ

の
解
決
も
そ
れ
ほ
ど
遠
く
に
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
ド
ン
川
で
の

フ
ラ
イ
フ
ィ
シ
ン
グ
は
、
そ
の
こ
と
を
私
に
教
え
て
く
れ
た
気
が

し
て
い
る
。

（
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
大
学
名
誉
教
授
・
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
理
事
）
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祝

賀宮本
ヱ
イ
子
理
事
の
フ
ラ
ン
ス
国
家
功
労
勲
章
オ
フ
ィ
シ
エ
受
章西

成

勝

好

二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
一
日
、
本
研
究
所
理
事
の
宮
本
ヱ
イ
子

さ
ん
が
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
大
統
領
よ
り
国
家
功
労
勲
章
オ
フ
ィ
シ

エ
を
受
章
さ
れ
ま
し
た
。
宮
本
正
清
先
生
が
創
設
さ
れ
た
ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン
研
究
所
の
管
理
運
営
に
尽
力
さ
れ
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、

「
京
都
フ
ラ
ン
ス
事
始
め
」
を
書
か
れ
た
こ
と
、
日
仏
交
流
に
貢

献
さ
れ
た
こ
と
が
、
受
章
に
ふ
さ
わ
し
い
業
績
で
あ
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
こ

れ
ま
で
多
く
の
行
事
を
計
画
立
案
し
て
、
一
貫
し
て
献
身
的
に
多

く
の
人
に
参
加
を
呼
び
か
け
て
こ
ら
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
研
究
所

会
員
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
パ
リ
に
お
ら
れ
た
ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン
夫
人
の
ほ
か
、
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
協
会
会
員

と
も
交
流
を
深
め
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
さ
れ
、
ロ
ラ
ン

ゆ
か
り
の
地
の
人
々
と
も
交
流
を
深
め
て
来
ら
れ
ま
し
た
。

二
〇
一
七
年
一
月
に
は
ロ
ラ
ン
生
誕
一
五
〇
周
年
記
念
事
業
の

一
つ
と
し
て
、
京
都
の
金
剛
能
楽
堂
で
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
ま

し
た
が
、
そ
れ
に
伴
い
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
協
会
会
長

ご
夫
妻
も
来
日
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
受
章
に
際
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
協
会

会
長
マ
ル
テ
ィ
ー
ヌ
・
リ
エ
ジ
ョ
ワ
夫
人
よ
り
お
祝
い
の
言
葉
が

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

リ
エ
ジ
ョ
ア
女
史
の
言
わ
れ
る
通
り
、
ま
さ
に
正
当
な
評
価
に

基
づ
く
受
章
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

一
九
七
三
年
、
宮
本
正
清
先
生
が
フ
ラ
ン
ス
政
府
か
ら
レ
ジ
オ

ン
・
ド
ヌ
ー
ル
・
オ
フ
ィ
シ
エ
勲
章
を
受
章
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
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し
、
今
回
ヱ
イ
子
さ
ん
の
受
章
で
ご
夫
妻
揃
っ
て
本
当
に
お
め
で

た
い
こ
と
で
す
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
著
書
は
最
近
日
本
で
は
あ
ま
り
読
ま
れ
る

こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
世
界
中
で
相
変
わ
ら
ず
戦
争
が

絶
え
ま
せ
ん
が
、
昨
年
は
核
兵
器
廃
絶
を
訴
え
続
け
た
団
体
が

ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
鑑

み
ま
す
と
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
と
し
て
の
活
動
を
今
後
も

続
け
て
い
く
こ
と
は
有
意
義
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

（
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
理
事
長
）

親愛なるヱイ子様
この度のご受賞にたいしてフランス ロマン・ロラン協会
を代表してお喜び申し上げます。
あなたはご夫君宮本正清教授によって始められた仕事をひ
と時も止めることなく、日本においてロランの理想精神が輝
き続けるために、文化交流が世界平和のもとである事を知る
忠実で、人類愛にあふれた人たちと一緒に、活動してこられ
ました。
日本のロマン・ロラン研究所の活動はフランス ロマン・
ロラン協会にとっても大きな励ましであります。私たちはあ
なたの友人であることをとても誇りに思い、フランス国家が
正当にあなたに授与する名誉にお祝い申し上げます。

フランス ロマン・ロラン協会会長
マルティーヌ・リエジョワ

以下フランス語全文

Chère Eiko Miyamoto,
Au nom de l’Association Romain Rolland et en mon nom

personnel, je vous adresse mes plus vives félicitations pour votre
nomination au grade d’Officier de l’ORDRE NATIONAL DU
MÉRITE.
C’est une grande joie pour nous que la France reconnaisse le

travail que vous accomplissez pour faire rayonner, depuis plusieurs
décennies, au Japon, le nom d’un de ses plus grands écrivains et,
par là même, la littérature française.
Vous n’avez rien lâché de l’œuvre commencée par votre

époux le Pr. Masakiyo Miyamoto envers Romain Rolland. Pour
continuer de faire vivre les idéaux rollandiens au Japon, vous avez
rassemblé autour de vous une communauté fidèle, humaniste, qui
sait que l’échange des Cultures est un élément de la paix du monde,
et qui vous accompagne dans toutes vos actions.
Vous nous avez donné du courage, à nous, l’association

française, pour affronter l’oubli dans lequel Romain Rolland se
trouvait dans son pays, et nous ne perdons jamais de vue le modèle
que vous êtes pour nous.
Chère Eiko Miyamoto, nous ressentons une immense fierté de

vous connaître et nous vous renouvelons nos félicitations pour le
très juste honneur qui vous est rendu par la France.
Martine Liégeois, Présidente de l’Association Romain Rolland
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短

信
＊
み
す
ず
書
房

二
〇
一
七
年
一
〇
月
新
社
屋
へ
移
転
し
ま
し
た
。

小
尾
俊
人
氏
の
後
を
引
き
継
ぎ
同
研
究
所
評
議
員
と
し
て
、
特
に

「
ユ
ニ
テ
」
編
集
に
お
力
を
注
い
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
守
田
省
吾
さ

ん
が
社
長
に
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

＊
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
・
フ
ラ
ン
セ
関
西
（
前
関
西
日
仏
学
館
）

九
〇

年
を
迎
え
ま
し
た
。
当
研
究
所
の
設
立
者
宮
本
正
清
が
創
設
の
一
九

二
七
年
以
来
、
主
事
、
教
師
、
理
事
と
し
て
生
涯
関
わ
っ
て
き
た
と

こ
ろ
で
す
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
読
書
会
の
会
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
展
覧
会
、
希
少
本
の
特
別
展
示
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
資
料
の
提
供
な
ど
協
力
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一
〇
月

二
九
日
は
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
原
作
「
女
と
影
」
が
金
剛
能
楽
堂

で
新
作
能
「
面
影
」
と
し
て
上
演
さ
れ
ま
し
た
。

＊
西
垣
こ
こ
ろ
さ
ま

「
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
・
フ
ラ
ン
セ
関
西
創
立

九
〇
周
年
」
に
ま
ず
は
心
か
ら
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
数
年
前
、

私
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
学
び
を
始
め
た
の
も
こ
の
場
所
で
し
た
。
以
降
、

言
語
の
み
な
ら
ず
文
化
芸
術
を
学
び
友
愛
を
育
む
尊
い
場
所
と
し
て
、

特
別
な
想
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
度
の
展
覧
会
「
ア
ン
ス
テ
ィ
チ
ュ
・

フ
ラ
ン
セ
関
西
の
九
〇
年
を
振
り
返
る
」
で
展
示
さ
れ
た
数
多
く
の

資
料
は
、
志
高
き
魂
の
証
明
で
あ
る
か
の
よ
う
で
し
た
。
こ
の
貴
重

な
資
料
を
写
真
と
し
て
残
す
と
い
う
お
役
目
を
賜
り
、
深
く
感
謝
を

申
し
上
げ
ま
す
。
今
後
益
々
の
日
仏
文
化
交
流
の
発
展
に
願
い
を
込

め
て
。

＊
井
上
幸
子
さ
ま

歩
行
困
難
に
な
っ
て
以
来
、
読
書
が
わ
た
く
し

の
す
べ
て
と
な
り
ま
し
た
。
読
書
会
に
出
席
が
叶
わ
な
く
な
り
ま
し

た
が
、
感
銘
新
た
に
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
』
を
読
了
し
ま
し
た
。

＊
清
水
ま
す
み
さ
ま

横
浜
草
径
庵
の
安
木
由
美
子
さ
ま
の
ご
紹
介

で
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
全
集
四
二
巻
の
大
半
を
読
み
終
え
ま
し
た
。
通

勤
の
行
き
帰
り
に
少
し
づ
つ
読
み
進
め
ま
し
た
。
い
ま
を
か
え
り
み

て
、
胸
が
痛
く
な
る
よ
う
な
思
い
を
感
じ
な
が
ら
す
べ
て
の
頁
を
読

み
終
え
、
穏
や
か
な
気
持
ち
で
自
分
に
立
ち
返
り
ま
し
た
。
わ
ず
か

で
は
あ
っ
て
も
自
分
の
手
立
て
で
遅
々
と
歩
み
を
重
ね
た
い
と
思
い

ま
す
。

＊
銀
林
堂
古
書
店
さ
ま

「
い
ま
ど
き
珍
し
い
青
年
が
現
れ
た
ん
で

す
よ
。
こ
れ
見
て
く
だ
さ
い
」
と
示
し
な
が
ら
、
そ
の
紙
片
に
は

「
銀
林
堂
古
書
店
さ
ん
へ
」
と
書
か
れ
て
い
た
手
紙
で
あ
っ
た
。「
私

は
先
日
先
方
さ
ん
の
お
店
で
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
著
『
ト
ル
ス
ト
イ
の

生
涯
』
と
い
う
書
籍
を
購
入
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
」
と
い

う
書
き
出
し
で
、
い
か
に
こ
の
書
物
に
感
動
し
影
響
を
受
け
た
か
を

詳
細
に
つ
づ
っ
て
い
た
。「
…
人
生
の
宝
物
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の

本
は
私
の
中
で
生
き
続
け
る
で
し
ょ
う
。
ト
ル
ス
ト
イ
、
ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン
、
彼
ら
の
生
命
を
僕
は
一
生
忘
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
拙
い
字

で
す
が
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
た
く
て
」
と
結
ば
れ
て
い
た
。「
こ
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れ
を
置
い
て
急
い
で
自
転
車
で
帰
り
ま
し
た
わ
。
宮
本
さ
ん
が
来
た

ら
渡
そ
う
と
思
っ
て
コ
ピ
ー
し
と
き
ま
し
た
」。
銀
林
堂
古
書
店
に

ロ
ラ
ン
の
『
ト
ル
ス
ト
イ
の
生
涯
』
を
発
見
し
て
〈
目
か
ら
う
ろ
こ

の
人
生
〉
を
得
た
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る
た
め
若
者
が
手
書
き
の

手
紙
を
わ
ざ
わ
ざ
届
け
に
来
た
話
で
し
た
。

＊
西
垣
正
信
さ
ま

一
二
月
二
三
日
に
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
原
作
、

宮
本
正
清
、
ヱ
イ
子
さ
ん
の
翻
案
に
よ
る
「
読
み
き
か
せ
ジ
ャ
ン
ク

リ
」
の
前
半
を
、
村
田
ま
ち
子
さ
ん
の
朗
読
と
私
の
演
奏
で
京
都
文

化
博
物
館
で
上
演
し
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
は
九
歳
の
こ
ろ
読
ん
だ

本
、
正
清
先
生
の
翻
案
に
よ
る
み
す
ず
書
房
の
本
そ
の
も
の
で
す
。

音
楽
家
と
音
楽
の
姿
を
子
ど
も
の
私
が
初
め
て
知
っ
た
大
切
な
出
会

い
で
し
た
。
演
奏
を
し
な
が
ら
自
分
が
終
わ
り
の
な
い
絵
本
の
な
か

に
い
る
感
覚
が
あ
り
ま
し
た
。
今
の
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
く
こ

と
も
私
に
課
し
て
い
た
だ
い
た
仕
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

＊
植
松
晃
一
さ
ん

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
国
家
功
労
勲
章
オ
フ
ィ
シ
エ

の
ご
受
章
ま
こ
と
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
お
祝
い
の
気
持
ち

を
こ
め
て
、
ロ
ラ
ン
の
資
料
二
点
、
お
贈
り
い
た
し
ま
す
。『
戦
い

を
超
え
て
』
の
単
行
本
が
出
る
前
、
ア
メ
デ
・
デ
ュ
ノ
ワ
が
作
成
し
、

検
閲
で
出
な
か
っ
た
幻
の
小
冊
子
と
、
生
誕
地
ク
ラ
ム
シ
ー
で
発
行

さ
れ
た
ロ
ラ
ン
追
悼
の
小
冊
子
で
す
。
お
納
め
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い

で
す
。

＊
田
代
輝
子
さ
ま

二
〇
一
八
年
二
月
四
日
、
国
立
能
楽
堂
で
ポ
ー

ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
原
作
「
女
と
影
」
に
よ
る
新
作
能
「
面
影
」
の
金

剛
能
上
演
を
鑑
賞
し
ま
し
た
。
日
本
で
は
詩
人
大
使
と
し
て
有
名

だ
っ
た
彼
は
今
年
生
誕
一
五
〇
年
、
様
々
な
催
し
が
あ
り
、
そ
の
な

か
で
長
谷
寺
の
牡
丹
が
作
品
『
百
扇
帳
』
の
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
っ

て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
真
言
宗
豊
山
派
で
あ
る
長
谷
寺
は
昨

年
か
ら
夫
が
化
主
を
務
め
て
い
ま
す
。
保
管
さ
れ
て
い
る
事
務
日
誌

に
は
ク
ロ
ー
デ
ル
が
訪
れ
て
い
る
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

「
大
正
一
五
年
五
月
六
日

仏
国
大
使
ク
ロ
ー
デ
ル
、
嬢
レ
イ
ヌ

様
と
ほ
か
に
付
き
添
い
二
人
、
当
山
へ
来
山
、
内
陣
方
丈
拝
観
後
退

山
」
と
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
も
学
生
時
代
に
机
を
並
べ
た
仲
で
晩

年
友
情
を
復
活
さ
れ
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
死
後
フ
ラ
ン
ス
に
で
き
た

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
友
の
会
会
長
に
な
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
わ
た
し

は
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
旅
に
も
参
加
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
ま
で

以
上
に
フ
ラ
ン
ス
に
親
密
感
を
覚
え
て
い
る
今
日
こ
の
頃
で
す
。

追
悼

中
川

久
定
さ
ん

二
〇
一
七
年
六
月
一
八
日
、
肺
炎
の
た
め
ご
逝
去
。
八
六
歳
。
京
都
大

学
名
誉
教
授
、
仏
文
学
者
。
一
九
八
九
年
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
二
〇
〇
年
の

記
念
に
「
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
革
命
劇
」
に
つ
い
て
講
演
い
た
だ
く
と
と

も
に
当
研
究
所
活
動
に
ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
冥
福
を
祈
り
ま
す
。
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財
団
法
人
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
設
立
趣
意
書

設
立
者
・
初
代
理
事
長

宮
本

正
清

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
（
一
八
六
六
〜
一
九
四
四
）
は
、
日
本
人
に
も
っ
と

も
強
く
深
い
、
精
神
的
、
道
徳
的
影
響
を
与
え
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
家

の
一
人
で
あ
り
ま
す
。
武
者
小
路
実
篤
、
志
賀
直
哉
等
の
白
樺
派
の
人
々

を
は
じ
め
、
高
村
光
太
郎
、
尾
崎
喜
八
、
大
仏
次
郎
、
小
島
政
二
郎
そ
の

他
の
作
家
、
音
楽
家
、
画
家
、
彫
刻
家
、
さ
ら
に
科
学
者
、
実
業
各
方
面

に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
青
春
時
代
を
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
思
想
、
芸
術
の

光
に
照
ら
さ
れ
、
人
格
的
感
化
陶
冶
を
受
け
た
者
は
枚
挙
に
い
と
ま
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
真
の
偉
大
さ
と
、
存
在
価
値
は
、
た
ん

に
文
学
的
分
野
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
博
大
な
人
間
愛

に
あ
り
ま
す
。
人
種
、
文
化
、
文
明
等
の
あ
ら
ゆ
る
国
境
を
越
え
て
、
真

に
世
界
的
、
人
類
的
で
あ
る
彼
の
愛
の
精
神
は
、「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト

フ
」「
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
」
そ
の
他
の
小
説
、
戯
曲
、
伝
記
、
文
学
的
、

音
楽
的
、
歴
史
的
研
究
の
み
な
ら
ず
、
現
代
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
不
正
と
戦

う
た
め
に
、
人
権
と
自
由
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
多
く
の
政
治
的
、
社
会

的
論
争
を
生
涯
つ
づ
け
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
ロ
ラ
ン
は
、
東
洋
と
西
洋
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
と
の
相
互
理
解
、
信
頼
、
尊
敬
と
両
者
の
協
力
が
、

人
類
の
進
歩
と
平
和
の
た
め
に
、
い
か
に
必
要
で
あ
る
か
を
説
き
、
わ
れ

わ
れ
の
文
明
を
堕
落
と
頽
廃
か
ら
救
い
う
る
唯
一
の
道
は
、
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
が
、
あ
た
か
も
車
の
両
輪
の
よ
う
に
支
持
し
合
い
、
各
人
種
、
各

国
民
が
ユ
ニ
ー
ク
な
文
明
、
固
有
の
伝
統
を
尊
重
、
保
存
し
て
、
人
類
全

体
の
偉
大
な
共
有
財
産
と
し
て
、
現
存
の
そ
れ
に
勝
る
大
文
明
を
創
造
す

べ
き
だ
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
ロ
ラ
ン
は
、
イ
ン
ド
の
哲
学
、
宗
教
を
研

究
し
た
数
巻
に
わ
た
る
著
述
の
中
で
東
洋
の
精
神
の
も
っ
と
も
深
遠
で
高

邁
な
も
の
は
、
西
洋
の
そ
れ
と
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
な
い
ば
か
り
か
、

両
者
が
ほ
と
ん
ど
完
全
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
思
想
家
、
芸
術
家
、
偉
大
な
人
間
が
、
わ
が
日
本
に
お
い

て
、
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
、
変
る
こ
と
な
く
、
今
も
な
お
、
青
年
層

に
親
し
ま
れ
、
愛
読
さ
れ
、
尊
敬
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
の
た
め
に
、

喜
ぶ
べ
き
こ
と
と
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

一
九
七
〇
年
十
二
月

◆
現
在
の
主
な
三
つ
の
活
動

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
セ
ミ
ナ
ー

●
講
演
会

公
開
講
座

●
読
書
会
・
研
究
会

●
機
関
誌
『
ユ
ニ
テ
』
発
行

◆
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
賛
助
会
員
に
つ
い
て

●
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
著
作
に
感
動
、
ま
た

●
彼
の
周
辺
の
芸
術
家
た
ち
に
興
味
、

●
あ
る
い
は
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
活
動
に
共
感

い
ず
れ
の
理
由
で
も
結
構
で
す
。
皆
様
の
ご
賛
同
を
お
待
ち
い
た
し

て
お
り
ま
す
。

●
特
典＝

①
機
関
誌
『
ユ
ニ
テ
』
の
配
布
。
②
賛
助
会
員
の
参
考
に
資

す
る
情
報
、
資
料
等
の
提
供
。
③
公
開
講
座
無
料
。

●
会
員＝
一
般
賛
助
会
員
は
年
会
費
一
口
五
千
円
か
ら
。
特
別
賛
助
会

員
は
年
会
費
十
口
以
上
。
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ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
の
活
動

一
九
七
一

５
・
15

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
日
本
の
青
年
（
映
画
『
ロ
マ
ン
・
ロ

ラ
ン
』
上
映
）

宮
本

正
清

11
・
27

苦
悩
の
な
か
の
イ
ン
ド

森
本

達
雄

一
九
七
二

６
・
24

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
革
命

波
多
野
茂
彌

一
九
七
三

５
・
26

ロ
マ
ネ
ス
ク
美
術

ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
の
教
会
を
中
心

に
し
て

高
井

博
子

12
・
18

私
の
人
間
観

末
川

博

一
九
七
四

６
・
29

私
の
通
っ
た
芝
居
の
道

毛
利

菊
枝

12
・
５

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
没
後
三
十
周
年
記
念
――
講
演
と
音
楽

の
夕
べ

佐
々
木
斐
夫

演
奏：

玉
城

嘉
子

一
九
七
六

７
・
11

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ゲ
ー
テ

南
大
路
振
一

ユ
ダ
ヤ
民
族
と
西
洋
文
明

岡
本

清
一

一
九
七
七

２
・
10

中
国
文
学
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

相
浦

杲

一
九
八
九

４
・
20

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
反
戦
思
想
と
現
代

加
藤

周
一

６
・
９

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
全
集
と
私

小
尾

俊
人

９
・
29

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
革
命
劇
か
ら
――
フ
ラ
ン
ス
革
命
二

〇
〇
周
年
の
記
念
に

中
川

久
定

11
・
17

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
の
出
会
い
か
ら

尾
埜

善
司
・
今
江

祥
智

一
九
九
〇

１
・
27

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
に
負
う
も
の
――
平
和
と
音
楽

新
村

猛

６
・
２

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ガ
ン
デ
ィ
ー

森
本

達
雄

９
・
26

『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
』
と
私

樋
口

茂
子

10
・
26

占
領
時
代
に
お
け
る
日
本
社
会
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

小
尾

俊
人

11
・
30

ロ
ラ
ン
・
片
山
・
ヘ
ッ
セ

宇
佐
見
英
治

一
九
九
一

３
・
１

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
私

松
居

直
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４
・
19

（
財
）
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
設
立
二
十
周
年
記
念

レ
ク
チ
ャ
ー
・
リ
サ
イ
タ
ル

杉
田

谷
道

�
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
後
期
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
の
夕
べ
�

６
・
４

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

青
木
や
よ
ひ

９
・
27

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
デ
ュ
ア
メ
ル

村
上

光
彦

10
・
25

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
思
想
の
二
面
性

兵
藤
正
之
助

11
・
29

初
め
に
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
あ
り

岡
田

節
人

一
九
九
二

６
・
26

〈
大
洋
感
情
〉
と
宗
教
の
発
端

岩
田

慶
治

９
・
25

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
イ
タ
リ
ア

戸
口

幸
策

10
・
30

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
革
命
劇
を
め
ぐ
っ
て

鶴
見

俊
輔

11
・
27

宮
本
正
清

没
後
十
年
記
念
追
悼
会

ピ
ア
ノ
演
奏：
山
田

忍

静
か
に
や
さ
し
き
顔

佐
々
木
斐
夫

不
思
議
な
静
け
さ
――
宮
本
正
清
の
世
界

小
尾

俊
人

一
九
九
三

１
・
29

自
伝
的
諸
作
品
に
つ
い
て

佐
々
木
斐
夫

１
・
29

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
演
劇
的
世
界

石
田

和
男

５
・
24

ガ
ン
デ
ィ
ー
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

山
折

哲
雄

６
・
23

『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
』
を
語
る
（
前
）

重
本
恵
津
子

10
・
15

『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
』
を
語
る
（
後
）

重
本
恵
津
子

一
九
九
四

１
・
28

い
ま
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
を
語
る

尾
埜

善
司
・
今
江

祥
智

９
・
９

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
音
楽

中
野

雄

10
・
14

神
秘
と
政
治

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
、
そ
の
思
索
と
行
動
の

あ
い
だ

Ｂ
・
デ
ュ
シ
ャ
ト
レ

ロ
ラ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
革
命

河
野

健
二

自
然
科
学
と
ゲ
ー
テ

岡
田

節
人

12
・
３

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ド
イ
ツ
音
楽

岡
田

暁
生

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
デ
ュ
カ
他
作
品

ピ
ア
ノ
演
奏：

小
坂

圭
太

12
・
24

お
は
な
し
「
ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ス
」
と
「
ま
た
逢
う
日
ま

で
」

今
江

祥
智

映
画
上
映
「
ま
た
逢
う
日
ま
で
」（
監
督

今
井

正
）

一
九
九
五

１
・
27

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
日
本
人
た
ち

小
尾

俊
人

６
・
２

私
の
歩
ん
だ
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
道

片
岡

美
智

11
・
10

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
Ｒ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
周
辺

岡
田

暁
生
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一
九
九
六

６
・
14

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
の
出
会
い
か
ら

鄭

承
姫

11
・
16

レ
ク
チ
ャ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

岡
田

暁
生

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン：

ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ

第
21
番
、
28
番

ピ
ア
ノ
演
奏：

北
住

淳

11
・
18

「
戦
間
期
の
リ
ベ
ラ
ル
」
経
済
学
か
ら
見
た
ロ
マ
ン
・
ロ

ラ
ン

本
山

美
彦

一
九
九
七

１
・
17

「
主
体
的
精
神
と
普
遍
的
人
間
愛
」
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と

魯
迅

區

建
英

６
・
６

わ
が
青
春
と
一
生

岩
淵
龍
太
郎

９
・
19

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
結
核
の
時
代

福
田

眞
人

10
・
４

ピ
ア
ノ
と
チ
ェ
ロ
の
た
め
の
夕
べ

ピ
ア
ノ
演
奏：
北
住

淳

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
記
念
コ
ン
サ
ー
ト

チ
ェ
ロ
演
奏：

小
川
剛
一
郎

一
九
九
八

６
・
８

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
種
蒔
く
人

柏
倉

康
夫

９
・
25

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
政
治
的
魔
術
か
ら
の
解
放柳

父

圀
近

10
・
30

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
記
念
コ
ン
サ
ー
ト

ピ
ア
ノ
演
奏：

小
坂

圭
太

レ
ク
チ
ャ
ー：

岡
田

暁
生

11
・
25

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
大
佛
次
郎

村
上

光
彦

一
九
九
九

６
・
11

ロ
ラ
ン
と
音
楽

岡
田

暁
生

10
・
８

「
日
本
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
友
の
会
」
五
十
周
年
記
念

�
園
田
高
弘
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
弾
く
�

園
田

高
弘

お
話
と
ピ
ア
ノ
演
奏

12
・
１

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
イ
ン
ド
の
精
神

森
本

達
雄

二
〇
〇
〇

10
・
13

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
没
後
五
十
五
年
と
日
本

佐
々
木
斐
夫

二
〇
〇
一

２
・
23

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
〈
老
い
の
豊
か
さ
〉

青
木
や
よ
ひ

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

今
江

祥
智

尾
埜

善
司

６
・
23

（
財
）
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所
設
立
三
十
周
年
記
念

コ
ン
サ
ー
ト

神
谷

郁
代

�
神
谷

郁
代

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
弾
く
�
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12
・
21

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー

デ
ィ
デ
ィ
エ
・
シ
ッ
シ
ュ

二
〇
〇
二

４
・
20

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
記
念
ス
プ
リ
ン
グ
コ
ン
サ
ー
ト

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏：

ピ
エ
ー
ル
・
イ
ワ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ

ピ
ア
ノ
伴
奏：

郁
子
・
イ
ワ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ

11
・
11

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
後
継
者
た
ち

蜷
川

譲

二
〇
〇
三

４
・
19

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
記
念
ス
プ
リ
ン
グ
コ
ン
サ
ー
ト

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏：
ピ
エ
ー
ル
・
イ
ワ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ

ピ
ア
ノ
伴
奏：
郁
子
・
イ
ワ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ

５
・
10

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
作
品
に
よ
る
音
楽
と
レ
コ
ー
ド

尾
埜

善
司

ピ
ア
ノ
演
奏：
沖
本
ひ
と
み

５
・
31

戦
争
と
平
和
、
科
学
を
考
え
る

プ
リ
ー
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ
を
語
る

ジ
ル
・
ド
・
ジ
ェ
ン
ヌ

解
説

西
成

勝
好

11
・
22

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
を
読
み
な
が
ら

今
の
世
界
を
考
え
る

峯
村

泰
光

二
〇
〇
四

５
・
29

�
き
ょ
う
�
を
読
む
『
京
都
、
半
鐘
山
の
鐘
よ

鳴
れ
！
』

朗
読
と
お
は
な
し
の
会

お
は
な
し

尾
埜

善
司

朗
読

村
田
ま
ち
子

７
・
16

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
記
念
サ
マ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏：

ピ
エ
ー
ル
・
イ
ワ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ

ピ
ア
ノ
伴
奏：

郁
子
・
イ
ワ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ

９
・
11

抗
日
中
国
に
お
け
る
中
仏
文
化
交
流

中
国
の
知
識
人
は
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
を
ど
の
よ
う
に
評

価
し
た
か

内
田

知
行

二
〇
〇
五

１
・
29

現
代
の
法
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

加
古
二
郎
と
瀧
川
事
件

園
部

逸
夫

６
・
12

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
没
後
六
十
年
記
念
コ
ン
サ
ー
ト

梅
原
ひ
ま
り

神
谷
郁
代
デ
ュ
オ

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏：

梅
原
ひ
ま
り

ピ
ア
ノ
演
奏：

神
谷

郁
代

６
・
25

生
々
発
展
す
る
魂

ゲ
ー
テ
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
そ
し
て
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

青
木
や
よ
ひ
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10
・
29

交
差
す
る
肖
像

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
ク
ロ
ー
デ
ル

Ｊ
・
Ｆ
・
ア
ン
ス

通
訳

原
口

研
治

二
〇
〇
六

11
・
24

戦
間
期
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

山
口

俊
章

二
〇
〇
七

１
・
20

日
本
に
お
け
る
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
受
容
史

デ
ィ
デ
ィ
エ
・
シ
ッ
シ
ュ

通
訳

シ
ッ
シ
ュ

由
紀
子

琴

笙

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
よ
る
新
春
コ
ン
サ
ー
ト

大
谷

祥
子

豊

剛
秋
・
増
永
雄
記

２
・
３

歌
と
朗
読
の
会

歌：

下
郡

由

「
ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ー
ス
」
朗
読尾

埜

善
司
ほ
か
会
員

７
・
21

朗
読
の
会

第
一
次
世
界
大
戦
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン

そ
し
て
『
母
へ
の
手
紙
』

村
田
ま
ち
子
・
宮
本
ヱ
イ
子

10
・
13

中
国
研
究
を
通
し
て
の
日
仏
交
流

京
大
シ
ノ
ロ
ジ
ー
の
創
始
者
狩
野
直
喜
の
場
合

狩
野

直
禎

11
・
６

『
ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ー
ス
』
を
演
出
し
て

今
藤
政
太
郎

二
〇
〇
八

３
・
８

朗
読
の
会

親
子
で
読
む
・
聴
く
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
物
語
』

会
員
た
ち

６
・
28

中
国
に
お
け
る
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
紹
介
者
・
傅
雷

榎
本

泰
子

９
・
16

前
理
事
長
尾
埜
先
生
へ
の
感
謝
の
会
・
記
念
講
演

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
日
本
人
た
ち

尾
埜

善
司

10
・
４

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
国
際
平
和
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

宮
本
正
清
の
詩
『
焼
き
殺
さ
れ
た
い
と
し
子
ら
へ
』

「
わ
ら
い
」
朗
読

尾
埜

善
司

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ
ベ
ッ
ト

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
愛
し
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

ピ
ア
ノ
演
奏：

神
谷

郁
代
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二
〇
〇
九

２
・
７

朗
読
の
会
と
ピ
ア
ノ
演
奏
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
物
語
』

ピ
ア
ノ
演
奏：

岩
坂
富
美
子

朗
読：

下
郡

由
ほ
か

６
・
13

「
日
本
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
友
の
会
」
六
十
周
年
記
念

レ
ク
チ
ャ
ー
・
ギ
タ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

西
垣

正
信

９
・
30

フ
ー
・
ツ
ォ
ン

ピ
ア
ノ
リ
サ
イ
タ
ル

10
・
24

犠
牲
の
宗
教
へ
の
問
い

高
橋

哲
哉

二
〇
一
〇

７
・
24

小
林
多
喜
二
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
――
反
戦
・
国
際
主
義

の
文
学
を
求
め
て

エ
ヴ
リ
ン
・
オ
ド
リ

９
・
29
―
10
・
３

一
九
五
三
年
の
フ
ラ
ン
ス
の
子
供
の
絵
特
別
出
品
（
京

都
市
幼
児
・
児
童
・
生
徒
作
品
展
及
び
姉
妹
都
市
交
歓

作
品
展
）

10
・
９

ピ
ア
ノ
リ
サ
イ
タ
ル

神
谷

郁
代

二
〇
一
一

２
・
19

朗
読
の
会

ト
ル
ス
ト
イ
没
後
一
〇
〇
年
記
念
『
ト
ル
ス

ト
イ
の
生
涯
』『
伯
爵
様
』

会
員
た
ち

二
〇
一
一

11
・
19

フ
ロ
イ
ト
と
ロ
ラ
ン
――
災
厄
の
後
に
、
幻
想
の
前
で

小
森
謙
一
郎

二
〇
一
二

１
・
27

『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
伝
』
翻
訳
・
出
版
記
念
会

小
尾
俊
人
氏
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
込
め
て
――
京
都
会
場

講
演
「
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
」
を
読
み
か
え
し
て

村
上

光
彦

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
み
す
ず
書
房
と
小
尾
俊
人
さ
ん

守
田

省
吾

ス
ピ
ー
チ

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ジ
ャ
ン
ヴ
ィ
エ
・
カ
ミ
ヤ
マ

３
・
５

朗
読
の
会

女
た
ち
の
祭
典
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
』

ア
ン
ネ
ッ
ト
と
シ
ル
ヴ
ィ

会
員
た
ち

３
・
29

『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
伝
』
翻
訳
・
出
版
記
念
会

小
尾
俊
人
氏
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
込
め
て
――
東
京
会
場

琴
と
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
合
奏

琴：

大
谷

祥
子

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン：

白
須

今

『
春
の
海
』

宮
城
道
雄
作
曲

『
夢
の
あ
と
』

フ
ォ
ー
レ
作
曲
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７
・
28

朗
読
の
会
『
魅
せ
ら
れ
た
る
魂
』ア

ン
ネ
ッ
ト
と
シ
ル
ヴ
ィ

於

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所

１０
・
20

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
賀
川
豊
彦

濱
田

陽

二
〇
一
三

６
・
２２

ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
生
誕
一
五
〇
周
年
記
念

ス
ワ
ー
ミ
ー
・
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
の
生
涯
と

メ
ッ
セ
ー
ジス

ワ
ー
ミ
ー
・
サ
テ
ィ
ヤ
ロ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ

７
・
６

〈
朗
読
と
ピ
ア
ノ
〉
オ
マ
ー
ジ
ュ
宮
本
正
清

〈
朗
読
〉
『
戦
時
の
日
記
』『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
物
語
』

詩
集
『
焼
き
殺
さ
れ
た
い
と
し
子
ら
へ
』

朗
読

会
員
た
ち

〈
ピ
ア
ノ
〉

岡
田

真
季

作
曲

ポ
ー
ル
・
デ
ュ
パ
ン

曲
目
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
』

１１
・
１６

世
界
遺
産
ヴ
ェ
ズ
レ
ー

ロ
マ
ネ
ス
ク
芸
術
の
宝
庫

ア
ン
ド
レ
・
ア
ン
ジ
ェ
イ
・
グ
ル
シ
ェ
フ
ス
キ

二
〇
一
四

９
・
２６

シ
タ
ー
演
奏
と
朗
読

シ
タ
ー
演
奏

中
川

啓
子

朗
読

『
ピ
エ
ー
ル
と
リ
ュ
ー
ス
』
な
ど

会
員
た
ち

１１
・
１

第
一
次
世
界
大
戦
一
〇
〇
年
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
没
後
七
〇

年
記
念

Ｉ
・
Ｆ
〈
読
書
の
秋
〉
共
催

第
一
次
世
界
大
戦
下
の
知
識
人
――
ア
ラ
ン
と
ロ
マ
ン
・

ロ
ラ
ン

久
保

昭
博

二
〇
一
五

９
・
１９

戦
後
七
〇
年
と
憲
法
九
条
の
意
義

曽
我
部
真
裕

１１
・
２８

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
〜
聞
き
手
と
し
て
、
証
人
と
し
て

『
ヴ
ェ
ズ
レ
ー
日
記
（
一
九
三
八
―
一
九
四
四
）』
を
め

ぐ
る
考
察

デ
ィ
デ
ィ
エ
・
シ
ッ
シ
ュ

通
訳

シ
ッ
シ
ュ

由
紀
子

二
〇
一
六

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
生
誕
一
五
〇
年
＆
財
団
法
人
設
立
四
五
年
記
念
事
業

１０
・
８

朗
読
会

読
ん
で
聴
か
せ
る
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
物
語
』

――
ピ
ア
ノ
演
奏
付
き
――
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朗
読

村
田
ま
ち
子
ほ
か
会
員

ピ
ア
ノ

岩
坂
富
美
子

１０
・
２９

講
演
会

ガ
ン
デ
ィ
ー
＆
ロ
ラ
ン
の
存
在
か
ら
今
の
世
界

を
読
み
解
く

宗
教
学
者
、
山
折
哲
雄
先
生
に
聞
く

山
折

哲
雄

聞
き
手

濱
田

陽

二
〇
一
七

１
・
２８

コ
ン
サ
ー
ト

箏
と
ギ
タ
ー
、
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
チ
ェ
ン

バ
ロ
で
聴
く
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン

大
谷

祥
子
、
西
垣

正
信

大
谷

玲
子
、
塩
地
加
奈
子

会
場

金
剛
能
楽
堂

レ
セ
プ
シ
ョ
ン

京
都
ガ
ー
デ
ン
パ
レ
ス
ホ
テ
ル

９
・
３０

戦
争
と
文
学

桑
原
武
夫
「
第
二
芸
術
論
」
か
ら
見
た
戦

後
日
本

大
浦

康
介

１２
・
９

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
ユ
ゴ
ー
的
作
家

デ
ィ
デ
ィ
エ
・
シ
ッ
シ
ュ
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二
〇
一
七
年
度

賛
助
会
員
、
寄
付
者
名
簿
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
・
敬
称
略
）
＊

特
別
会
員
及
同
等
寄
付
者

安
倍

道
子

有
馬
通
志
子

シ
ッ
シ
ュ
・
Ｄ
・
由
紀
子

提
中

健
二

藤
田
未
来
子

福
田

幸
子

福
田

由
美

古
家

和
雄

古
田

武
司

権

英
子

五
島

清
子

長
谷
川
和
宏
＊

長
谷
川
治
清

早
川
工
務
店（
早
川

友
一
）

濱
田

陽

林

次
郎

林

千
恵
子

日
野
二
三
代

（
一
財
）本
願
寺
文
化
興
隆
財
団
理
事
長（
大
谷

暢
順
）

位
田

隆
一

池
垣

勇

今
西

良
枝

＊

稲
畑
産
業
株
式
会
社（
稲
畑
勝
太
郎
）
＊

稲
畑

勝
雄

石
川

楢
一
＊

伊
藤

朝
子

井
土

真
杉
＊

井
上

幸
子

岩
坪
嘉
能
子

神
谷

郁
代

加
茂

宣
子

加
藤
富
美
子

河
合

綾
子

木
下

洋
美

清
原

章
夫

金
剛

育
子

金
剛

永
勤

小
西

卓
明

久
保

久
子

黒
柳

大
造

松
田
有
美
子

峯
村

泰
光
＊

宮
本
ヱ
イ
子

森
本
素
世
子

＊

森
内
依
理
子

守
田

省
吾

村
上

葉

室
谷

篤
男

村
田
ま
ち
子

村
山
香
代
子

永
易

秀
夫

永
田

和
子

中
村

信
子

中
田

裕
子

西
村

秀
美

西
村
七
兵
衛

＊

西
成

勝
好

西
尾

順
子

野
村

庄
吾

乗
金

瑞
穂

能
田
由
紀
子

岡
部

素
行

大
川
起
示
子

沖
本
ひ
と
み

奥
村

一
彦

奥
村

令
子

小
尾

眞

折
田

忠
温

大
谷

祥
子

ロ
マ
ン
・
ラ
イ
フ（
河
内

誠
一
）

酒
井

保
子

坂
谷

千
歳

佐
久
間
啓
子

佐
々
木
雅
子

佐
々
木
松
子

志
賀

錬
三

下
郡

由

所
司

育
代

園
部

逸
夫

鈴
木

明
子

高
砂
子
通
子

田
間

千
晶

谷
口

景
子

谷
口

良
則

田
代

輝
子

田
谷

昭
夫

徳
永

勲
保

東
野

孝
人

月
ヶ
洞
晶
子

上
原

栄
子

植
松

晃
一

上
西

妙
子

馬
木

紘
子

梅
田

菊
代

梅
原

ふ
さ

和
田

義
之

八
木
美
佐
子

安
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寄
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冊
子

Cahierde
Brève

39,40

２
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lbum
Japon

植
松
晃
一
氏

１
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ain
Rolland,A

u�dessusdelaM
êlée,Paris1915

Préface
d’A
m
édée

D
unois

２
、In

M
em
oriam

Rom
ain
Rolland

1866-1944

Société
Scientifique

etA
rtistique

de
Clam

ecy

読
書
会
報
告

三
四
六
回
―
三
五
五
回

例
会

友
の
会
か
ら
数
え
る
と
五
三
〇

回
を
終
了
。
原
則
第
四
土
曜
日

午
後
二
時
―
四
時

と
こ
ろ

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
所

『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
フ
』『
ミ
ン
ナ
』－

「
反
抗
」

要
約
と
朗
読
、
関
係
の
音
楽
を
Ｃ
Ｄ
で
聴
く
。

二
〇
一
七
年

四
月
二
二
日
、
五
月
二
七
日
、
六
月
二
四
日
、

七
月
二
二
日
、
九
月
二
三
日
、
一
〇
月
二
八
日
、
一
一
月
二
五
日
、

二
〇
一
八
年
一
月
二
七
日
、
二
月
二
四
日
、
三
月
二
九
日
。
今
年

度
通
算
参
加
者
一
三
五
人
。
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『
ユ
ニ
テ
』
編
集
を
終
え
て

『
ユ
ニ
テ
』
45
号
を
今
年
も
お
手
元
へ
お
届
け
し
ま
す
。

大
浦
康
介
先
生
の
「
戦
争
と
文
学
」
に
、
桑
原
武
夫
さ
ん
の
蔵

書
に
ま
つ
わ
る
「
事
件
」
が
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
万
冊
に
お

よ
ぶ
そ
の
蔵
書
を
、
京
都
市
が
ご
遺
族
か
ら
寄
贈
を
受
け
た
が
、

二
〇
一
五
年
に
区
の
図
書
館
が
遺
族
に
無
断
で
廃
棄
し
た
と
い
う

も
の
で
す
。
公
共
図
書
館
が
一
万
冊
の
桑
原
武
夫
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

を
持
て
余
し
て
い
た
様
子
、「
蔵
書
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が

二
〇
〇
八
年
以
降
一
件
」
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
廃
棄
の
判
断
に

つ
な
が
っ
た
経
緯
が
、
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

公
共
図
書
館
が
抱
え
て
い
る
課
題
は
数
々
あ
り
ま
す
。
郷
土
資

料
や
文
化
資
源
の
記
憶
を
保
存
す
る
役
割
、
利
用
者
へ
の
本
の
貸

出
を
第
一
に
考
え
る
役
割
と
い
う
二
つ
だ
け
で
も
、
そ
こ
に
は
相

反
す
る
問
題
が
あ
り
、
図
書
館
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
て
リ
ク

エ
ス
ト
の
少
な
い
本
の
重
複
を
避
け
る
と
い
う
の
が
、
今
回
の

「
事
件
」
の
一
因
で
し
ょ
う
。
空
間
、
経
済
、
図
書
館
員
な
ど
の

課
題
と
併
せ
、
将
来
の
た
め
の
文
化
保
存
と
現
在
の
市
民
の
要
求
に

応
え
る
と
い
う
あ
り
方
を
結
び
つ
け
て
い
く
道
は
あ
る
は
ず
で
す
。

文
化
保
存
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
桑
原
武
夫
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
一
冊
は
単
な
る
一
冊
の
本
で
は
な
く
、
時
系
列
に
す
る
か
ジ
ャ

ン
ル
別
に
分
類
す
る
か
は
と
も
か
く
、
ま
と
め
て
保
存
さ
れ
て
は

じ
め
て
文
脈
が
わ
か
り
、
意
味
の
あ
る
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。

同
じ
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
に
も
言
え
ま
す
。

デ
ィ
デ
ィ
エ
・
シ
ッ
シ
ュ
さ
ん
の
今
号
の
論
考
に
即
し
て
言
え
ば
、

ロ
ラ
ン
が
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ゴ
ー
の
ど
の
本
を
読
ん
だ
の
か
が
、

ロ
ラ
ン
の
著
作
か
ら
だ
け
で
な
く
ロ
ラ
ン
の
蔵
書
か
ら
直
接
知
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
い
つ
何
を
読
ん
だ
の
か
が
、
同
時
期
に
読
ん

だ
他
の
本
や
関
連
書
、
同
時
代
の
出
版
物
と
の
関
係
と
も
ど
も
見

え
て
き
ま
す
。
作
家
や
思
想
家
を
理
解
す
る
に
は
、
そ
の
人
自
身

の
著
作
を
く
り
返
し
読
む
こ
と
が
第
一
で
す
が
、
そ
の
真
の
姿
を

知
る
た
め
に
は
蔵
書
も
ヒ
ン
ト
に
な
る
も
の
で
す
。

そ
れ
に
関
係
し
て
、
今
号
の
「
短
信
」
に
あ
る
銀
林
堂
古
書
店

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
心
温
ま
る
も
の
で
し
た
。
現
在
の
書
店
の
多
く

が
売
れ
る
新
刊
書
中
心
に
展
示
せ
ざ
る
を
え
な
い
な
か
、
古
書
店

の
大
切
さ
を
あ
ら
た
め
て
知
っ
た
し
だ
い
で
す
。（
文
責

守
田
）

移
住
し
て
六
年
、
長
谷
川
治
清
さ
ん
の
「
イ
ギ
リ
ス
便
り
」
は

人
生
百
年
と
い
わ
れ
る
昨
今
、「
い
か
に
生
き
る
か
」
を
問
う
一

篇
で
す
。
冒
頭
の
絵
は
お
孫
さ
ん
の
作
品
で
す
。
長
谷
川
さ
ん
が

フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
に
興
じ
て
い
る
事
を
そ
ば
で
聞
い
て
い
た
ら
し
く

本
人
の
知
ら
な
い
間
に
描
か
れ
渡
さ
れ
た
と
の
こ
と
。
イ
ギ
リ
ス

の
暖
炉
の
見
え
る
ほ
ほ
え
ま
し
い
光
景
で
す
。

西
成
勝
好
理
事
長
か
ら
ご
報
告
い
た
だ
き
ま
し
た
わ
た
く
し
の

叙
勲
は
、
わ
た
く
し
に
と
り
ま
し
て
青
天
の
霹
靂
で
し
た
。
叙
勲

が
知
ら
さ
れ
た
時
、『
ユ
ニ
テ
』
愛
読
者
や
友
人
、
知
人
た
ち
の

お
顔
が
亡
き
人
々
も
含
め
て
次
々
と
浮
か
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

「
こ
れ
は
、
あ
な
た
が
た
の
も
の
で
す
」
と
。
皆
さ
ま
が
あ
っ
て

の
わ
た
く
し
で
す
。
ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
の
こ
と
を
痛
感
し
、
今
後
と
も
ロ
ラ
ン
活
動
は
も
と
よ
り
日
仏

の
絆
を
深
め
る
活
動
を
続
け
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
よ
き

道
づ
れ
あ
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
感
謝
を
こ
め
て
。（
宮
本
ヱ
イ
子
）
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souvent en avance sur leur temps, peuvent être incompris voire persécutés: ils gardent cependant
les yeux fixés sur la ligne d’horizon et savent que tôt ou tard s’effaceront les passions
destructrices qui font le malheur de l’humanité. Ils savent «que par nature, toutes les passions
finissent par s’affaiblir et que c’est le sort du fanatisme de se détruire lui-même. La raison, elle,
calme, patiente, éternelle, sait attendre et persévérer. Parfois, lorsque les esprits sont déchaînés,
elle ne peut que se taire et s’effacer. Mais son heure vient, elle vient toujours.»25

1 À ce sujet, voir Bernard Duchatelet, Romain Rolland tel qu’en lui-même , Albin Michel, Paris, 2002, p.25−
27.

2 Romain Rolland, Compagnons de route , Éditions du Sablier, Paris, 1936, p.179.
3 Id .
4 À ce sujet, voir: Compagnons de route , p. 180-185, et Bernard Duchatelet, Op . cit ., p.25.
5 Sur ce culte de Victor Hugo, culminant dans la cérémonie des obsèques, voir: Avner Ben Amos, «Les
funérailles de Victor Hugo - Apothéose de l’événement spectacle», dans Les lieux de mémoire, 1, sous la
direction de Pierre Nora, collection Quarto, Gallimard, Paris, 1997, p.425−464.

6 Ibid ., p.187.
7 Ibid ., p.188−189.
8 Ibid ., p.404.
9 Victor Hugo,William Shakespeare
10 Id .
11 Romain Rolland, Clérambault , Introduction.
12 Réponse à l’Humanité , 1922.
13 Lettre à Michelet, Correspondance, II, 253, mai 1856
14 Les Contemplations, «Ce que dit la bouche d’ombre».
15 Romain Rolland, Un beau visage à tous sens. Choix de lettres de Romain Rolland (1866−1944) , Paris,
Albin Michel, 1967, lettre à S. Freud, 5 décembre 1927, p.264−266.

16 Journal de Vézelay , p.813.
17 À Paul Seippel, 27 décembre 1921.
18 Jean-Christophe , Albin Michel, Paris, 2007, p.14.
19 Romain Rolland, Le théâtre du peuple , Préface de C. Meyer-Plantureux, Éditions Complexe, Paris, 2003,

p.46−49.
20 Id ., p.168.
21 Romain Rolland, Préface à mon théâtre. Préface de la deuxième édition (1913).
22 NRF, Gallimard, Paris, 2005, p.11.
23 Les idées politiques de la France , Stock, Paris, 1932, p. 30� et A. Compagnon, Op . cit ., p.11.
24 Stefan Zweig, Érasme , traduit de l’allemand par Alzir Hella, Les cahiers rouges, Grasset, 2016, p.186−187.
25 Ibid ., p.25.
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seulement eux. Dans les premières décennies du XXe siècle, Hugo lui-même a été un peu
méprisé par les intellectuels élitistes qui lui reprochaient de vouloir faire de la littérature avec de
bons sentiments: de la littérature édifiante. C’est la raison de certaines réflexions ironiques sur
Hugo: le «Victor Hugo, hélas !» de Gide (répondant à la question: qui est le plus grand poète
français ? ) ou la remarque un peu méprisante de Valéry: «Hugo est un milliardaire, ce n’est pas
un prince.» Le mépris pour Rolland est du même type, mais il a été affiché avec encore plus de
dureté. Il y a par exemple dans le Contre Sainte-Beuve de Proust un passage très dur qui vise
Rolland, stigmatisant «l’absence absolue de choix de ses mots, de ses phrases, la banalité rebattue
de toutes ses images» et lui reprochant surtout de vouloir construire toute une œuvre sur la simple
générosité de ses intentions.

Pour comprendre la raison de ce mépris, il faut le replacer dans le cadre d’un affrontement
littéraire et intellectuel plus large: celui des modernes et des antimodernes. D’un côté il y a ceux
qui œuvrent au progrès de l’humanité, ceux qui pensent que la littérature doit contribuer à ce
progrès, doit éduquer le peuple (sans quoi le peuple serait simplement la foule): ce sont les
modernes. Et face à eux, il y a les pessimistes, les élitistes, ceux qui refusent d’être dupes de
l’illusion humanitaire, ceux qui refusent la religion, jugée par eux naïve, du progrès, et qui sont
les antimodernes . Or ce sont eux qui, dès la fin du XIXe siècle, et notamment en réaction contre
l’imagerie naïve d’une République croyant œuvrer au bonheur de l’humanité, ont eu le dessus, du
moins dans le monde littéraire. C’est d’eux que parle Antoine Compagnon dans son étude sur Les
antimodernes − de Joseph de Maistre à Roland Barthes: «Avec le recul du temps, Chateaubriand
triomphe de Lamartine, Baudelaire de Victor Hugo, Flaubert de Zola, Proust d’Anatole France
(···).»22 Cette tendance a eu sa traduction intellectuelle puisque, comme l’a écrit en 1932 le grand
critique Albert Thibaudet, «le XXe siècle a vu les lettres et Paris passer en majorité à droite, au
moment même où, pour l’ensemble de la France, les idées de droite perdaient définitivement la
partie.»23 C’est sans doute pour cela que Hugo s’est retrouvé au purgatoire et que Rolland, son
continuateur à défaut d’être son disciple, l’y a suivi.

Conclusion

Pourtant, Hugo est ressorti du purgatoire, et donc Rolland aussi. C’est parce que malgré tout,
le courant de la grande littérature populaire - une littérature pour tous, engagée dans les luttes du
siècle- n’a jamais été tari: en témoignent au XXe siècle les tentatives théâtrales dont j’ai parlé, en
témoignent aussi les œuvres des poètes de la Résistance. Si Rolland est en effet l’héritier de Hugo,
s’il est son continuateur, c’est que Hugo comme Rolland appartiennent tous deux à une grande
famille qui dépasse le cadre franco-français: celle des intellectuels-guides, ces penseurs
universalistes qui, malgré toutes les tragédies auxquelles ils assistent, veulent continuer à croire
en un monde meilleur. Cette grande famille a été justement évoquée par un autre de ses membres,
un intellectuel qui fut l’un des interlocuteurs privilégiés de Rolland: Stefan Zweig, avec qui
Rolland a eu, on le sait, une longue et riche correspondance. Concluant la brève étude qu’il a
consacrée à Érasme (en qui il voit l’initiateur de cet idéal) Zweig rend hommage aux penseurs et
aux hommes d’action qu’a nourris cette conviction, «···l’idée très simple et en même temps
éternelle que le devoir suprême de l’humanité est de devenir toujours plus humaine, toujours plus
spirituelle, toujours plus compréhensive. (···) Avec Tolstoï, Gandhi et Rolland, l’esprit de
concorde revendique avec logique son droit moral opposé à celui de la force.»24 Ces esprits,
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Jean-Christophe Krafft, et Kraft en allemand signifie force), il oppose la sagesse d’Olivier, qui
fait découvrir à son ami les réalités de la France.

Ce souffle épique a aussi nourri l’œuvre dramaturgique de Rolland. Cette œuvre est
aujourd’hui un peu méconnue, et c’est dommage, car elle témoigne du même souci de parler à
tous, en racontant l’histoire de manière légendaire et symbolique. C’est le Théâtre de la
Révolution . Pourquoi porter la Révolution sur la scène ? Parce que, dit Rolland en 1892 dans sa
Préface à mon théâtre , il y a une «Légende de la Révolution», et que cette légende, qui est à
présent «le fond de l’âme nationale», doit être explorée. Constitué de plusieurs pièces (Le
Quatorze-juillet , Danton , Robespierre , Les loups), ce théâtre vise à faire comprendre la portée
universelle de la Révolution française, et sa permanence à travers les époques. Et il y a aussi dans
le Théâtre de la Révolution des éléments qui témoignent d’une réflexion profonde sur l’histoire
de la Révolution française, et aussi sur la nature de toute révolution: une révolution est
condamnée à se détruire elle-même parce que la nécessité de l’action est génératrice de violences
qui sont contraires aux idéaux révolutionnaires: thème que l’on retrouve dans un grand roman de
Hugo: Quatre-vingt-treize .

Thème hugolien, donc, mais surtout forme théâtrale hugolienne. Ce que je dis peut paraître
paradoxal: Hugo est le père du drame romantique, et dans Le théâtre du peuple (1903) Rolland
n’a pas de mots suffisamment durs pour stigmatiser précisément le drame romantique, qu’il juge
clinquant, verbeux et mélodramatique19� mais à ce texte il ajoute, en note, ceci: «Quant à Hugo, il
es juste de reconnaître qu’il n’a tenu qu’à lui de faire un théâtre populaire, comme il fit un roman
et un pamphlet puissamment populaires···»20. Autrement dit, le Hugo que Rolland admire malgré
tout, celui de la Troisième République (et pas le Hugo jeune de Hernani), ce Hugo-là aurait pu
faire un théâtre qui aurait été dans la même veine que Les Misérables� mais il n’a pas daigné le
faire� et c’est à lui, Rolland, qu’incombe donc la mission de continuer dans la lancée de Hugo: de
prolonger la trajectoire hugolienne, de prolonger le travail de Victor Hugo en faisant un théâtre
populaire, un théâtre qui s’adresse à tous les publics (ambition, je le signale au passage, formulée
par Hugo dans la préface de Ruy Blas) mais qui, par le haut niveau des sujets traités et des
problèmes évoqués, ne soit pas démagogique: un théâtre populaire et non pas populiste. De sorte
qu’on pourrait presque tracer une ligne qui partirait de Hugo, passerait par Rolland et aboutirait à
Jean Vilar et Gérard Philipe - deux hommes qui, avec le Théâtre National Populaire, avaient
tentéde développer un art qui s’adressât à tous. «Notre foi en un théâtre du peuple, qui opposât
aux raffinements énervés des amuseurs parisiens un art mâle et robuste, exprimant la vie
collective (···) a été une des forces les plus pures, les plus saintes de notre jeunesse. Jamais nous
ne la renierons.»21

3. Une œuvre anachronique ?
Là encore, dans le théâtre tout comme en matière philosophique (avec un panthéisme

rollandien qui, je l’ai dit, prolongeait le panthéisme hugolien), Rolland a prolongé Hugo: c’est-à
-dire qu’il ne l’a pas simplement imité, qu’il n’a pas été simplement un disciple fidèle de Victor
Hugo, mais plutôt qu’il a poursuivi dans la voie qui avait été ouverte par le Maître: il n’a pas
voulu répéter Hugo, il a voulu le continuer.

Cette ambition très hugolienne de créer un une grande œuvre populaire en même temps que
littéraire explique le relatif discrédit dont a longtemps été victime l’œuvre de Rolland: car déjà à
son époque, une telle ambition pouvait paraître hors-mode, et même anachronique aux yeux de
certains: ces «amuseurs parisiens» dont Rolland moquait les «raffinements énervés»- mais pas
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«faire rentrer le Divin dans la Révolution sociale, qui s’en est dépouillée» (1895) ? Et pourquoi
construire l’Europe, si ce n’est pour opposer au matérialisme américain conquérant une Europe
qui soit une puissance non seulement politique mais aussi spirituelle ? «Il faut, écrit Rolland dès
1901, dans Chère Sofia , une patrie intellectuelle et morale où se crée enfin l’âme européenne.»

III. La mission de l’écrivain

On peut donc dire que Rolland, sur beaucoup de thèmes, a repris le flambeau de Victor
Hugo. Cette figure de l’intellectuel engagé doit tout à une conception très XIXe siècle� elle
détermine un certain type d’écriture� et elle explique enfin le destin qu’a connu Rolland dans la
réception de son œuvre.
1. Une conception héritée du XIXe siècle.
Rolland est dans la continuité de ce qu’un grand critique de XXe siècle, Paul Bénichou, a

appelé les mages romantiques . À l’origine de cette tradition de pensée, il y a la Révolution,
coupure entre la France d’ancien régime et la France moderne. La disparition du vieux monde a
généré une angoisse dans les générations nées au début du XIXe siècle dont le besoin de
spiritualité, faute de pouvoir se reporter sur la religion, s’est reporté sur la poésie. En somme,
c’est la crise de la religion traditionnelle qui a favorisé l’émergence de cette religiosité de
substitution. Le poète est ainsi devenu l’interprète du monde mais aussi le prophète des temps
modernes («Peuples, écoutez le poète, Écoutez ce rêveur sacré !», écrit Hugo). Et
progressivement, ce rôle de prophète a prévalu sur le rôle d’interprète et il a été endossé, pas
seulement par le poète, mais plus largement par le grand écrivain. Porteur d’un espoir et d’une
spiritualité, mais prophète laïque, Rolland l’a bien été: «Ma grande tâche est proprement
religieuse.»17

2. Les conséquences littéraires de cette conception.
L’œuvre de l’écrivain est donc une œuvre qui éclaire et qui guide. Une œuvre démocratique:

il faut écrire pour tous. On connaît le mot d’ordre hugolien: Tout à tous . C’est de ce même état
d’esprit que témoigne Rolland quand, dans un texte de 1935 intitulé Du rôle de l’écrivain dans la
société d’aujourd’hui , il déclare: «Quand j’étais jeune, j’ai fait mon profit de cette boutade du
vieux Tolstoï: «cela ne m’intéresse point d’écrire pour moins de cent-mille lecteurs !». Il faut
faire une littérature populaire, accessible et instructive: «Parle droit ! Parle sans fard et sans
apprêt ! Parle pour être compris ! Compris, non pas d’un groupe de délicats, mais par les milliers,
par les plus humbles !» (Jean-Christophe, XVII )
Nous aurons donc une littérature «grand public», qui crée des mythes et qui fait apparaître

une époque donnée sous son aspect épique. Et de même que Jean Valjean, Gavroche ou Cosette
sont devenus de grandes figures symboliques qui résument tout un siècle et que tout le monde
connaît, de même Rolland a toujours eu l’ambition de faire revivre toute une époque à travers des
personnages héroïques. La plus connue de ces figures: Jean-Christophe, est, selon Rolland lui-
même «le représentant héroïque d’une génération qui va d’une guerre à l’autre de l’Occident: de
1870 à 1914.»18 Et le couple d’amis que forment Jean-Christophe et Olivier, représentant l’un
l’Allemagne, l’autre la France, est bien un couple héroïque à l’image de ces couples d’amis que
l’on trouve dans les grandes épopées de l’Occident, en particulier dans La chanson de Roland .
«Roland est preux, et Olivier est sage», dit justement un vers célèbre de cette épopée médiévale:
Romain Rolland a peut-être ce vers en tête, lorsqu’à la force de Jean-Christophe (qui s’appelle
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3. L’indépendance intellectuelle.
Ce mot de valeurs est important car il permet de rappeler à quel point ces deux grands

esprits, aussi bien Hugo que Rolland, ont été mus, dans tous leurs engagements, par une éthique
exigeante. L’intellectuel est une conscience libre, capable dire non à l’oppression mais aussi de
dire non à ses amis. Hugo, on le sait, a été, au cours de son cheminement intellectuel, de plus en
plus à gauche� pourtant, les socialistes qui le revendiquent comme ancêtre feraient bien d’y
regarder à deux fois: Hugo s’est toujours méfié aussi bien du socialisme de caserne, qui
embrigade au lieu de libérer, que du socialisme intestinal (c’est le mot qu’il emploie), qui ne
raisonne qu’en termes économiques.

Comme Hugo, Rolland a su dire non à ses propres compagnons de combat, lorsqu’il lui a
semblé que leur lutte mettait en péril les principes qui méritaient que l’on se batte. Dreyfusard, il
n’a pas voulu que le dreyfusisme devienne une rente� et défenseur du prolétariat, il a
courageusement refusé l’injonction marxiste d’établir la dictature du prolétariat: «Avec le
prolétariat, toutes les fois qu’il respectera la vérité et l’humanité. Contre le prolétariat, toutes les
fois qu’il violera la vérité et l’humanité.»12 Rolland n’était pas du genre à dire, comme d’autres,
tel Frédéric Joliot-Curie (prix Nobel de chimie en 1935): «Je suis communiste parce que cela me
dispense de réfléchir» ! En conséquence, ce sont tous deux des écrivains en exil - au sens
intellectuel du terme, et pas seulement lorsqu’ils sont, l’un en Suisse, l’autre à Bruxelles ou dans
les îles anglo-normandes. L’intellectuel est toujours indépendant, y compris de ses propres
compagnons de combat.

4. La spiritualité.
Dernière chose: tous deux, Rolland comme Hugo, sont des croyants: pas au sens de

l’appartenance à une église, bien sûr mais plutôt au sens où ils sont à la recherche d’une
transcendance. Hugo n’a jamais été baptisé et n’est donc pas chrétien� mais cela ne l’a jamais
empêché de rendre hommage à la grande figure de Jésus, figure symbolique du progrès: «Je ne
puis oublier que Jésus a été une incarnation saignante du progrès� je le retire au prêtre, je détache
le martyr du crucifix et je décloue le Christ du christianisme.»13 À côté de cet hommage rendu à
Jésus, figure humaine, Hugo manifeste une spiritualité panthéiste qui le conduit à voir Dieu
partout: «···tout est une voix et tout est un parfum� Tout dit dans l’infini quelque chose à
quelqu’un. (···) vents, onde, flamme, Arbres, roseaux, rochers, tout vit ! Tout est plein d’âmes.»14

Hugo ne comprendrait pas le monde sans transcendance. Et c’est le même besoin de
transcendance qui habite Rolland. On sait en effet que ce dernier, s’il a d’abord rompu avec le
christianisme de son milieu d’origine, n’a pas pour autant fermé la porte à toute spiritualité:
«Mon premier acte d’énergie, écrit-il dans le Voyage intérieur, (···) fut de rompre avec ma
religion. Ce fut mon acte le plus religieux. (···) Ne pas croire, c’est encore croire.» Une telle
démarche a permis la recherche d’une foi nouvelle, et dans cette recherche, Rolland a suivi un
chemin comparable à celui de Victor Hugo, ou plutôt a prolongé ce chemin, pour abouti à une
sorte de panthéisme que, dans une lettre à Freud, il appelle le sentiment océanique: «sentiment
religieux spontané(···) qui est (···) le fait simple et direct de la sensation de l'éternel.»15 Rolland a
toujours éprouvé le besoin de croire, il a toujours admiré ceux qui croyaient, comme Claudel, ce
vieil ami retrouvé et qui est venu le voir à Vézelay.16 Les religions à ses yeux ne sont pas des
balivernes, mais répondent à un besoin impérieux − ce besoin qui par ailleurs a conduit Rolland à
s’intéresser à la spiritualité de l’Inde. L’appel à la transcendance est même à l’origine de nos
actions dans ce monde: car pourquoi faut-il faire la Révolution, si ce n’est, selon Rolland, pour
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c’est le couple franco-allemand) s’appuie en effet sur une attitude issue du romantisme et que
Hugo a reprise et amplifiée: la sympathie instinctive pour l’Allemagne. Mais attention, pas
n’importe quelle Allemagne: non pas l’Allemagne militariste de Bismarck, mais l’Allemagne
rhénane et romantique des châteaux et des légendes naïves, celle précisément que Victor Hugo
avait dépeinte dans Le Rhin , récit de voyage publié en 1845. Fraternelles et complémentaires:
telles doivent se montrer la France et l’Allemagne pour construire l’Europe de demain.
«L’Allemagne et la France sont essentiellement la civilisation. L’Allemagne sent� la France pense.
Le sentiment et la pensée, c’est tout l’homme civilisé. Il y a entre les deux peuples connexion
intime, consanguinité incontestable. Ils sortent des mêmes sources� ils ont lutté ensemble contre
les Romains� ils sont frères dans le passé, frères dans le présent, frères dans l’avenir.»8 C’est un
thème romantique que Hugo n’est pas le seul à avoir exploité� mais là où il annonce vraiment
Rolland, c’est lorsque, dans son grand texte littéraire William Shakespeare , qui est en fait une
vaste réflexion sur le génie, il célèbre le génie allemand qui ne s’exprime jamais aussi bien que
par la musique: «La musique est le verbe de l’Allemagne»9. De sorte que la conclusion s’impose:
«Aussi peut-on dire que les plus grands poètes de l’Allemagne sont ses musiciens, merveilleuse
famille dont Beethoven est le chef. (···) Le grand anglais, c’est Shakespeare, le grand allemand,
c’est Beethoven.»10
L’idée européenne est fondée sur une conception dynamique de l’histoire du monde: de la

tribu (ou du village) à la province, de la province à l’État unitaire, et de l’État unitaire à la
fédération d’États, tout cela pour la paix du monde. Avec la Révolution, la France a donné au
monde quelques grandes valeurs susceptibles de le rendre meilleur: droits de l’homme, droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes. L’Europe sera le meilleur support pour la diffusion pacifique de
ces idées.

2. Le patriotisme moral.
Autre thème, donc, en lien avec cette conviction et sur laquelle convergent Hugo et Rolland:

celui d’un patriotisme moral. Le patriotisme, ce n’est pas l’égoïsme national. Être fidèle à sa
patrie, c’est normal et c’est naturel, mais être fidèle à l’idéal que doit porter la patrie, c’est mieux.
Si la patrie n’est qu’une communauté à la recherche de ses seuls intérêts égoïstes, cela n’a plus
aucun sens de se battre et a fortiori de mourir pour elle. Lisons ces quelques lignes de Rolland
dans Clérambault (roman qu’il a commencé à écrire en 1917, donc pendant la première guerre
mondiale): «···la monstrueuse raison d’État, a conduit les esprits d’Europe à cet article de foi que
l’homme n’a pas de plus haut idéal que se faire serviteur de la communauté. Et cette communauté,
on la définit: État. J’ose le dire: qui se fait le serviteur aveugle d’une communauté aveugle − ou
aveuglée- comme le sont les États aujourd’hui (···) celui-là ne sert pas vraiment la communauté,
il l’asservit et l’avilit avec lui. − Qui veut être utile aux autres doit d’abord être libre.»11 Au
rebours du right or wrong, my country des Anglais, je ne suis pas obligé de penser que mon pays
a toujours raison: et c’est bien pourquoi Hugo, rollandien avant la lettre, avait clairement pris
parti contre la désastreuse expédition française au Mexique (de 1861 à 1867) - lorsque la France
de Napoléon III avait essayé de mettre au pouvoir au Mexique, un régime pro-français- ou avait
dénoncé le sac du Palais d’été à Pékin, commis en 1860 par la France et l’Angleterre. La
conscience passe avant tout: le patriotisme n’a de sens que s’il s’appuie sur la morale qui, elle, est
indépendante de toute appartenance nationale. Et pas plus que Rolland, Hugo n’a cru aux
impératifs de la raison d’État. Au-delà des nations, qui sont par nature contingentes, il y a les
valeurs.
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revu au Trocadéro, lorsque Camille Saint-Saëns dirigeait son Hymne à Victor Hugo3, et en 1885
il a fait partie du ceux qui se sont rendus chez Hugo à l’occasion de son anniversaire� enfin, en
mai de la même année, il a assisté aux funérailles du grand homme4. Ces obsèques, qui pendant
six heures ont réuni deux millions de personnes l’ont beaucoup impressionné: «J’ai passé toute la
journée, aux obsèques. À 9 h. je quittais la maison, ce matin. À midi, le cortège commençait à
défiler devant nous� et à 5 h. 1/2, il n’était pas terminé ! Je ne pense pas qu’un César ait jamais eu
de pareilles funérailles.»

Ces obsèques sont un moment symbolique5. En effet, il faut rappeler que dans la République
s’est installée de justesse une dizaine d’années plus tôt, qu’elle est encore très contestée, et qu’il
est important pour ce régime de se trouver une légitimité spirituelle. Dans une société où
l’influence de l’Église est de plus en plus battue en brèche, il est important pour ceux qui croient
au progrès et à la république de chercher une forme de religiosité nouvelle, de créer une sorte de
religion civile. Du vivant même de Hugo, mais plus encore après sa disparition, on a donc assez
vite fait de lui, du fait de sa constante et courageuse opposition à Napoléon III, l’une des figures
tutélaires de la République. Un véritable culte du grand homme s’est ainsi installé: en témoignent
certains manuels scolaires d’instruction morale et civique de l’enseignement primaire, qui
transmettaient à tous les enfants de France un catéchisme républicain, en leur proposant des
questions telles que: «Savez-vous pourquoi Victor Hugo a habité quelque temps à Guernesey ?»
ou «Que trouvez-vous d’admirable dans la conduite de Victor Hugo ?». À la fois figure du génie
romantique, mais aussi figure rassurante du grand-père de la Nation et figure du citoyen toujours
engagé au service des grandes causes, Victor Hugo, dès les dernières années de sa vie, est entré
dans l’immortalité: il est devenu le poète de la France.

Bien sûr, on peut trouver simpliste cette mythologie de Victor Hugo, mais elle a contribué à
donner une âme au régime républicain et tous ceux qui ont été formés sous la Troisième
République ont été, à des degrés divers, marqués par cette mythologie.
C’est pourquoi, même si Rolland a un moment oublié Hugo (ou du moins s’il a cru

l’oublier) et a subi d’autres influences, il a fini par revenir vers lui. Il avoue clairement, dans «Le
vieux Orphée», que dans sa jeunesse, il s’était détaché de lui: «J’ai oublié Victor Hugo»6. Et il a
fallu attendre plusieurs années et le carnage de la Grande Guerre, pour qu’enfin, il redécouvre
avec le même enthousiasme que jadis la grandeur de Victor Hugo. «J’ai eu le temps, pendant
mon exil en Suisse, de réviser tous mes jugements. (···) Et ce n’était plus seulement la grande
musique de Hugo qui nous exaltait� c’était la pensée profonde et la foi (···). Et ses appels
grandiloquents à l’humanité(···) prirent leur sens révolutionnaire et héroïque, après que sur
l’Europe ravagée de 1914 à 1918 les Cavaliers de l’Apocalypse eurent passés.»7

II. Rolland et le retour des thèmes hugoliens.

En fait, si ce retour à Hugo a pu se faire si facilement, c’est que même avant 1914, Rolland
avait dans son œuvre développé des thèmes témoignant déjà chez lui, même s’il n’en était pas
pleinement conscient, d’une influence hugolienne, ou du moins d’une convergence avec des
thèmes qui avaient été traités par Hugo. Quels sont ces thèmes ?

1. L’Europe.
Il y a d’abord, bien sûr, l’idée européenne. La nécessaire union des nations qui composent

l’Europe. Et la manière dont Rolland traite cette question, (puisque pour lui, le cœur de l’Europe,
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Romain Rolland et Victor Hugo

Didier Chiche

La destinée littéraire de Romain Rolland est curieuse. Cette œuvre aux multiples visages
(romans, écrits sur la musique, biographies, écriture engagée, dramaturgie et écrits sur le théâtre),
récompensée en 1915 par un prix Nobel, a été victime par la suite d’une certaine désaffection en
France. Pourtant, récemment, Rolland − et à mon sens c’est une bonne chose − revient en grâce.
On publie de nouveau son grand roman: Jean-Christophe , bien sûr, mais aussi d’autres textes,
comme son journal ou ses écrits sur le théâtre.

Pourquoi cette éclipse, puis ce retour en grâce ? La raison en est, à mon avis, que Rolland est
très ancré dans une certaine conception de la littérature: conception portée par un écrivain qui
justement a dominé le siècle dont Rolland est l’enfant, et qui est Victor Hugo. Cela ne veut pas
dire que Romain Rolland ait eu Victor Hugo pour seule source d’inspiration: on sait en effet que
d’autres œuvres (Hamlet de Shakespeare, les écrits de Spinoza etc.1) l’ont aussi profondément
influencé dans sa jeunesse. Il n’empêche que le XIXe siècle a bien été le siècle de Victor Hugo,
que tous les créateurs de cette époque ou des temps qui ont suivi ont bien été obligés, bon gré mal
gré, de se définir par rapport à lui, et que Rolland s’inscrit dans cette filiation. Sa dette, Romain
Rolland lui-même l’a d’ailleurs reconnue dans Compagnons de route , recueil paru en 1936
d’articles consacrés à ses inspirateurs.

I. Hugo et Rolland: les conditions d’une rencontre.

Il y a justement dans ce recueil un article, intitulé «Le vieux Orphée», qui évoque un
souvenir de jeunesse de Rolland. Un morceau de cet article a été repris en 1937 dans un bref texte
manuscrit offert à un correspondant inconnu. On y apprend donc qu’à l’été1883, plus
précisément le dimanche 19 août, au bord du lac Léman, Rolland a vu Hugo:
«J’avais seize ans, je m’étais arrêté, pour une nuit, à la petite ville de Villeneuve, sur le

Léman, dans les roseaux. J’appris que se trouvait à l’hôtel Byron Victor Hugo. Je me glissai dans
le beau parc, et j’aperçus le vieux aède, au milieu d’une foule qui l’acclamait. Qu’il était donc
vieux, tout blanc, ridé, sourcils froncés, yeux enfoncés ! Il me paraissait sorti du fond des âges···
J’étais tout près, je tendais l’ouïe, et je ne parvins à rien entendre de ce que grommelait la vieille
voix sans résonance, rien que ce cri, en réponse à ceux qui criaient: «Vive Hugo !»···Hugo cria: -
«Vive la République !» Et il avait les yeux fâchés, la main levée comme pour gronder, en
rappelant celle qu’il fallait acclamer. À cinquante ans de distance, il ne me déplaît point de
n’avoir entendu de la bouche de Hugo que ce mot de garde. Je l’ai reçu, et je vous le transmets,
mes compagnons. Serrons les rangs, autour de la République !

Romain Rolland
Villeneuve, 14 décembre 1937»
Le même jour, mais quelques instants plus tard, Rolland a revu Hugo, cette fois avec ses

petits-enfants Georges et Jeanne, et il ajoute: «Ma mère (···) brûlait du désir de me présenter au
patriarche, de lui demander de me bénir. (···) Tant était fort le rayonnement religieux de la figure
de Hugo !»2

Ce n’est pas la seule rencontre entre Hugo et Romain Rolland: en mai 1884, Rolland l’a
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