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石　

井　
　
　

咲

あ
な
た
の
う
ち
に
慈
悲
が
あ
り
、
あ
な
た
の
う
ち
に
憐
れ
み
が
あ
り
、

あ
な
た
の
う
ち
に
鷹
揚
さ
が
あ
り
、
あ
な
た
の
う
ち
に

被
造
物
に
そ
な
わ
る
あ
ら
ゆ
る
善
が
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る

（
ダ
ン
テ・ア
リ
ギ
エ
ー
リ
『
神
曲　

天
国
篇
』
第
三
三
歌
一
九
―
二
一
）

は
じ
め
に

　

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
、
そ
の
執
筆
活
動
に
お
い
て
巧
み
に
写
真
を
活
用

し
た
作
家
で
あ
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
は
、
写
真
に
お
け
る
コ
ー
ド
を
読

み
解
き
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
暴
き
だ
し
︵﹁
写
真
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
1
﹂、﹁
イ
メ
ー
ジ
の
修
辞
学
2
﹂︶、
一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
、
写
真

を
自
著
に
挿
入
し
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
複
層
的
な
作
品

を
産
み
だ
し
た
︵﹃
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
よ
る
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
3
﹄、﹃
記

号
の
国
4
﹄︶。
そ
し
て
、
一
九
八
〇
年
、
写
真
を
主
題
に
し
た
一
冊
の

本
﹃
明
る
い
部
屋
5
﹄︵La C

ham
bre claire

︶
を
上
梓
し
た
。
周
知
の
通
り
、

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
誕
生
に
は
、
一
九
七
七
年
に
訪
れ
た
母
ア
ン
リ
エ
ッ
ト

の
死
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
幼
少
期
の
彼
女
を
写
し
た
﹁
温
室
の
写

真
︵La Photographie du Jardin d’H

iver

︶﹂
を
含
む
二
四
枚
の
イ
マ
ー

ジ
ュ
を
用
い
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
で
バ
ル
ト
は
、
写
真
の
本
質
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
そ
の
探
求
の
道
を
進
む
。

　

一
人
称
で
語
ら
れ
る
物
語
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
ま
た
回
想
の
よ
う
な

印
象
を
も
与
え
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
の
関
心

を
引
い
て
き
た
。
そ
の
先
行
研
究
の
数
た
る
や
、
枚
挙
に
遑
が
な
い
。
こ

こ
に
は
そ
の
主
な
傾
向
を
三
つ
挙
げ
て
お
こ
う
。
第
一
に
は
﹁
温
室
の
写

真
﹂
と
い
う
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム

︱
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
観
る
者
の
胸

 

︱
写
真
と
死
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て

特
集
●
写
真
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て

冥カ

タ

バ

シ

ス

府
降
り
と
し
て
の『
明
る
い
部
屋
』



冥府降りとしての『明るい部屋』

73

を
刺
す
よ
う
な
写
真

︱
を
て
が
か
り
に
、
バ
ル
ト
が
目
指
し
た
写
真

の
真
理
を
精
緻
に
分
析
す
る
も
の
、
第
二
に
、
バ
ル
ト
が
残
し
た
資
料
や

そ
の
執
筆
過
程
に
着
目
し
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
小
説
的
虚
構
性
を
指
摘

す
る
も
の
が
あ
る
6
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
第
三
に
は
、﹃
明
る
い
部
屋
﹄

と
プ
ル
ー
ス
ト
の
﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄︵À la recherche du tem
ps 

perdu

︶
の
類
縁
性
を
検
証
す
る
研
究
が
存
在
す
る
7
。

　

さ
て
、
二
四
章
ず
つ
お
さ
め
ら
れ
た
全
二
部
構
成
の
﹃
明
る
い
部
屋
﹄

に
お
い
て
鍵
と
な
る
概
念
は
、
や
は
り
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
バ
ル
ト
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
前
半
部
で
、
こ
の
概
念
を
定
義
づ
け

よ
う
と
す
る
が
、
論
を
重
ね
て
い
く
な
か
で
自
ら
の
考
え
が
破
綻
す
る

こ
と
に
気
づ
く
。
そ
し
て
、
第
一
部
最
終
章
﹁
前パ

リ

ノ

ー

ド

言
取
り
消
し
﹂
で
、
バ

ル
ト
は
こ
れ
ま
で
歩
ん
で
き
た
道
を
引
き
返
し
、
新
た
な
方
針
の
も
と
写

真
の
分
析
を
進
め
る
と
宣
言
す
る
。
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
の
構
成
に
鑑
み
、

本
稿
は
、
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
の
破
綻
に
着
目
し
、
第
一
部
と
第
二
部
の
に
お

け
る
こ
の
鍵
概
念
の
差
異
を
明
確
化
す
る
。
そ
の
後
、
テ
ク
ス
ト
を
二
部

に
分
か
つ
第
一
部
最
終
章
の
﹁
前パ

リ

ノ

ー

ド

言
取
り
消
し
﹂
を
取
り
上
げ
、
こ
の
切

れ
目
に
こ
そ
バ
ル
ト
が
特
別
な
意
味
を
込
め
た
と
仮
定
し
、
そ
の
ね
ら
い

を
検
証
す
る
。

一　

読
解
可
能
な〈
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
〉と〈
細
部
〉と
し
て
の
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム

　

バ
ル
ト
に
と
っ
て
写
真
と
は
﹁
任
意
の
も
の
﹂︵V

 804

︶
で
あ
り
、
そ

の
多
く
は
彼
の
関
心
を
引
く
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
時
折
、
バ
ル
ト
を
惹

き
つ
け
る
写
真
が
あ
る
。
そ
の
理
由
を
解
明
し
た
い
と
望
む
バ
ル
ト
は
、

﹃
明
る
い
部
屋
﹄
第
一
部
で
、
複
数
の
写
真
を
注
意
深
く
観
察
す
る
。
そ

し
て
︿
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
﹀
と
︿
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
﹀
と
い
う
二
つ
の
概
念
を

用
い
て
、
写
真
の
特
殊
性
を
言
い
表
そ
う
と
試
み
る
。
ま
ず
、
前
者
に
つ

い
て
詳
し
く
述
べ
た
箇
所
を
以
下
に
抜
粋
し
よ
う
。

ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
語
は
、
少
な
く
と
も
た
だ
ち
に
﹁
勉
学
﹂

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
る
も
の
に
心
を
傾
け

る
こ
と
、
あ
る
人
に
対
す
る
好
み
、
あ
る
種
の
一
般
的
な
思
い
入

れ
を
示
す
。
そ
の
思
い
入
れ
は
確
か
に
熱
心
で
は
あ
る
が
、
し
か

し
特
別
な
激
し
さ
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
た
し
は
ス
ト
ゥ
デ

ィ
ウ
ム
に
よ
っ
て
多
く
の
写
真
に
関
心
を
抱
き
、
そ
れ
ら
を
政
治

的
証
言
と
し
て
受
け
止
め
た
り
、
見
事
な
歴
史
的
情
景
と
し
て
味

わ
っ
た
り
す
る
。
と
い
う
の
も
、
わ
た
し
が
人
物
像
に
、
表
情

に
、
身
振
り
に
、
背
景
に
、
行
動
に
共
感
す
る
の
は
、
教
養
文
化

を
通
し
て
だ
か
ら
で
あ
る
︵
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
の
う
ち
に
は
、
そ

れ
が
文
化
的
だ
と
い
う
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
て
い
る
︶︵V

 
809；

傍
点
に
よ
る
強
調
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
︶。

こ
こ
か
ら
バ
ル
ト
が
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
に
参
照
す

る
の
は
、
報
道
写
真
や
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
写
真
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
写
真
に
は
撮
影
者
の
意
図
が
含
ま
れ
て
い

て
、
観
る
者
は
写
真
の
う
ち
に
あ
る
コ
ー
ド
や
記
号
を
解
読
す
る
こ
と
で
、
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そ
の
意
図
に
対
し
て
一
定
の
理
解
や
共
感
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。
換
言

す
れ
ば
、
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
と
は
、
そ
の
写
真
が
い
か
な
る
意
図
や
目
的

で
撮
影
さ
れ
た
の
か
、
観
る
者
が
逆
算
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
を
指
す

の
だ
。

　

だ
が
バ
ル
ト
は
、
こ
う
し
た
一
般
的
関
心
に
よ
る
写
真
観
賞
と
は
異
な

り
、
個
別
的
な
経
験
を
も
た
ら
す
よ
う
な
写
真
も
ま
た
存
在
す
る
と
述
べ

る
。
そ
れ
は
、
写
真
か
ら
﹁
矢
の
よ
う
に
発
し
﹂︵V

 809

︶
観
察
者
を
突

き
刺
す
も
の
で
、﹁
パ
ト
ス
的
な
も
の
︵le Pathétique

︶﹂︵V
 805

︶、
つ

ま
り
悲
壮
を
感
じ
さ
せ
る
、
情
動
に
か
か
わ
る
経
験
を
も
た
ら
す
の
だ
と

い
う
。﹃
明
る
い
部
屋
﹄
に
収
録
さ
れ
た
ウ
ェ
シ
ン
グ
の
ニ
カ
ラ
グ
ア
の

兵
士
の
写
真
は
、
一
見
す
る
と
戦
争
や
暴
力
、
あ
る
い
は
怒
り
と
い
っ
た

コ
ー
ド
を
持
つ
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
に
分
類
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
写
真
の
後
景
に
写
る
二
人
の
修
道
女
が
そ
れ
を
許
さ
ず
、
バ
ル
ト
を

刺
す
。

ウ
ェ
シ
ン
グ
が
ニ
カ
ラ
グ
ア
の
兵
士
た
ち
を
撮
影
し
た
と
き
、
修

道
女
た
ち
が
た
ま
た
ま
う
し
ろ
を
通
り
か
か
り
、﹁
そ
こ
に
い
た
﹂。

現
実
の
観
点︵
つ
ま
り
、
お
そ
ら
く
撮
影
者

4

4

4

の
観
点
︶か
ら
見
れ
ば
、

こ
の
﹁
細
部
﹂
の
存
在
は
、
あ
ら
ゆ
る
因
果
関
係
に
よ
っ
て
説
明

さ
れ
る
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
こ
れ
ら
の
地
方
に
︿
教
会
﹀
は
設

立
さ
れ
て
い
て
、
修
道
女
た
ち
は
看
護
師
で
、
通
行
が
許
可
さ
れ

て
い
る
、
な
ど
。
し
か
し
︿
観
察
者

4

4

4

﹀
で
あ
る
わ
た
し
の
観
点
か

ら
み
る
と
、
こ
う
し
た
細
部
は
運
良
く
、
理
由
な
し
に
与
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
場
面
は
決
し
て
あ
る
創
作
上
の
論
理
に
よ
っ
て
﹁
構

成
さ
れ
た
﹂
も
の
で
は
な
い
の
だ
[
⋮
]︵V

 822；

傍
点
に
よ
る

強
調
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
、
原
文
大
文
字
に
よ
る
強
調
は
山
括
弧

に
入
れ
た
︶。

当
時
の
ニ
カ
ラ
グ
ア
の
詳
し
い
状
況
を
知
ら
な
い
観
察
者
バ
ル
ト
は
、
写

真
に
写
る
修
道
女
が
そ
の
場
に
存
在
す
る
意
味
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

な
い
。
彼
女
た
ち
の
存
在
を
説
明
で
き
な
い
の
だ
。
あ
ら
ゆ
る
付
加
的
意

味
を
逃
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
修
道
女
は
写
真
の
無4

意
味
な

4

4

4

︿
細
部
﹀

と
な
る
。
こ
れ
を
バ
ル
ト
は
︿
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
﹀
と
名
付
け
た
。

　

バ
ル
ト
が
︿
細
部
﹀
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
は
、
実
は
、
こ
れ
が
初
め

て
で
は
な
い
8
。
一
九
六
八
年
に
発
表
し
た
﹁
現
実
効
果
9
﹂︵«  L’Effet 

de réel »

︶
で
は
、
写
実
主
義
の
文
学
作
品
に
お
け
る
そ
れ
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
。
こ
こ
で
バ
ル
ト
は
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
﹁
純
な
心
10
﹂︵ « U

n 

coeur sim
ple », 1877

︶
に
見
ら
れ
る
空
間
描
写

︱
﹁
晴
雨
計
の
下
に
は

古
い
ピ
ア
ノ
が
あ
っ
て
、
木
箱
や
厚
紙
の
箱
が
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
よ
う
に

積
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
﹂
と
い
う
記
述

︱
を
例
に
挙
げ
、
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。

フ
ロ
ベ
ー
ル
の
描
写
に
お
い
て
、
ピ
ア
ノ
は
そ
の
所
有
者
の
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
と
い
う
身
分
の
水
準
を
、
厚
紙
の
箱
の
記
述
は
、
雑
然
の

記
号
、
い
わ
ば
相
続
人
が
不
在
で
あ
る
と
い
う
記
号
に
な
っ
て
い

る
。
い
ず
れ
も
オ
バ
ン
家
の
雰
囲
気
を
共
示
す
る
の
に
役
立
っ
て
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い
る
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
晴
雨
計
に
対
す
る
言

及
は
、
い
か
な
る
目
的
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ

る
。
晴
雨
計
は
、
と
っ
ぴ
な
も
の
で
も
、
意
味
あ
り
げ
な
も
の
で

も
な
い
た
め
、
一
見
す
る
と
記
述
に
値
す
る
も
の

4

4

4

4

4

4

4

4

の
範
疇
に
は
属

し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
︵III 26；

傍
点
に
よ
る
強

調
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
︶11
。

こ
の
通
り
バ
ル
ト
が
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
着
目
す
る
細
部

は
、
晴
雨
計
に
あ
る
。
ピ
ア
ノ
や
紙
箱
は
描
写
さ
れ
る
こ
と
で
、
所
有
者

の
ス
テ
ー
タ
ス
や
家
屋
の
状
況
を
暗
示
し
て
い
る
の
に
対
し
、
晴
雨
計
は

た
だ
そ
こ
に
あ
る
だ
け
で
、﹁
無
意
味
﹂︵III 26
︶
で
あ
る
。
不
要
に
思
わ

れ
る
こ
の
晴
雨
計
は
、
し
か
し
実
際
、
こ
れ
が
現
実

4

4

4

4

4

だ4

と
い
う
こ
と
を

提
示
す
る
の
に
一
役
買
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
︿
細
部
﹀
の
描
写
を
、
バ

ル
ト
は
︿
現
実
効
果
﹀
と
呼
び
、
そ
れ
こ
そ
が
文
学
作
品
の
﹁
真
実
ら
し

さ
を
基
礎
づ
け
る
﹂︵III 32

︶
と
結
論
づ
け
た
12
。
ま
た
バ
ル
ト
は
、
同

論
文
内
で
、
こ
う
し
た
︿
現
実
効
果
﹀
と
同
様
に
、
人
間
が
﹁
現
実
を
立

証
し
よ
う
と
す
る
欲
求
﹂︵III 30

︶
か
ら
生
み
出
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
に
、

写
真
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
鑑
み
る
と
先
の
修
道
女
た
ち
も
、
な
る
ほ

ど
、
そ
こ
に
居
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
観
察
者
が
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読

み
取
れ
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
現
実
効
果
と
し
て
の
︿
細
部
﹀
に
共

通
し
て
い
よ
う
。︿
細
部
﹀
と
し
て
の
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
は
、
意
味
に
回
収

さ
れ
得
な
い
過
剰
と
し
て
写
真
に
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
。

　
︿
ス
ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
﹀
と
︿
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
﹀
で
写
真
を
仕
分
け
、
そ
の

特
性
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
バ
ル
ト
の
姿
勢
は
、
ま
さ
し
く
こ
れ
ま
で
の

彼
の
記
号
論
的
批
評
を
行
う
際
の
そ
れ
に
重
な
る
。
彼
が
自
ら
の
楽
し
み

4

4

4

に
従
っ
て
テ
ク
ス
ト
を
分
析
し
、
論
じ
た
の
が
テ
ク
ス
ト
の
快
楽
で
あ
る

な
ら
ば
、﹃
明
る
い
部
屋
﹄
第
一
部
で
展
開
さ
れ
た
の
は
﹁
イ
マ
ー
ジ
ュ
の

快
楽
﹂︵V

 930

︶
に
よ
る
考
察
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
バ
ル
ト
の
探
求

は
一
定
の
成
果
を
得
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
学

作
品
に
お
け
る
﹁
真
実
ら
し
さ
を
基
礎
づ
け
る
﹂︵III 32

︶
現
実
効
果
と

写
真
を
は
た
し
て
本
当
に
同
列
に
扱
う
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
点
を
バ
ル
ト
に
気
づ
か
せ
た
の
は
、
他
で
も
な
い
母
が
写
る
﹁
温
室

の
写
真
﹂
で
あ
っ
た
。
現
実
効
果
は
、
虚
構
世
界
で
実
体
を
伴
わ
な
い
事

物
が
、
あ
た
か
も
現
実
か
の
よ
う
に
読
者
の
目
に
現
れ
る
作
用
4

4

で
あ
っ

た
。
だ
が
、
バ
ル
ト
の
胸
を
刺
し
た
写
真
は
、
現
実
効
果
4

4

や
真
実
ら
し
さ

4

4

4

で
は
な
く
、
現
実
4

4

で
あ
り
真
実
4

4

で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
う
し
て
自
ら
の
進
ん

だ
道
が
間
違
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
バ
ル
ト
は
、
第
一
部
最
終
章
で

﹁
前パ

リ

ノ

ー

ド

言
取
り
消
し
﹂
を
行
う
。

こ
の
よ
う
に
写
真
か
ら
写
真
へ
と
道
を
辿
っ
て
い
く
と
︵
と
い
っ

て
も
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
の
は
、
い
ず
れ
も
公

表
さ
れ
た
写
真
ば
か
り
で
あ
る
が
︶、
確
か
に
自
分
の
欲
望
が
ど

の
よ
う
に
働
く
の
か
を
知
っ
た
。
し
か
し
わ
た
し
は
、︿
写
真
﹀

の
本
性
︵
エ
イ
ド
ス

4

4

4

4

︶
を
発
見
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
自
分

の
快
楽
が
不
完
全
な
媒
介
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
快
楽
主
義
的
な

企
図
に
還
元
さ
れ
た
主
観
性
は
普
遍
的
な
も
の
を
認
識
し
得
な
い
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と
い
う
こ
と
を
、
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は
自
分
自

身
の
な
か
に
さ
ら
に
深
く
降
り
て
い
っ
て
、﹁
写
真
﹂
の
明
証
を

見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
[
⋮
]︵V

 836；

傍
点
に
よ
る

強
調
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
、
原
文
大
文
字
に
よ
る
強
調
は
山
括
弧

に
入
れ
た
︶。

︿
現
実
効
果
﹀
と
︿
現
実
﹀
の
差
異
を
明
確
化
し
た
最
愛
の
母
ア
ン
リ
エ
ッ

ト
の
写
真
に
は
、
い
か
な
る
本
質
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次

章
で
詳
し
く
見
て
い
こ
う
。

二　
〈
時
間
〉
と
し
て
の
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム

（
一
）　
「
そ
れ
は
＝
か
つ
て
＝
あ
っ
た
」、
そ
し
て
も
う
い
な
い
母

4

4

4

4

4

4

　

転
倒
の
の
ち
に
始
ま
る
第
二
部
で
、
バ
ル
ト
は
﹁
と
こ
ろ
で
、
母
の
死

後
ま
も
な
い
、
十
一
月
の
晩
[
⋮
]﹂︵V
 841

︶
と
い
う
書
き
出
し
の
も
と
、

ア
ン
リ
エ
ッ
ト
が
既
に
こ
の
世
を
去
っ
た
こ
と
を
告
げ
る
。
バ
ル
ト
は
生

涯
の
ほ
と
ん
ど
を
母
と
共
に
し
た
。
彼
女
は
そ
の
晩
年
、
病
に
苦
し
み
、

衰
弱
し
、
バ
ル
ト
の
献
身
的
な
看
病
も
虚
し
く
、
一
九
七
七
年
十
月
二
五

日
に
息
を
引
き
取
っ
た
。
孤
独
に
悲
嘆
し
、
哀
哭
す
る
バ
ル
ト
の
喪
は
長

く
続
く
。
し
か
し
、
絶
望
の
な
か
で
も
﹁
自
分
の
た
め
だ
け
に
、
母
を
偲

ぶ
さ
さ
や
か
な
本
を
書
き
た
い
﹂︵V

 841

︶
と
願
い
、
母
親
の
写
真
を
眺

め
る
。

こ
れ
ら
の
︹
母
の
︺
写
真
に
目
を
や
る
と
、
わ
た
し
は
時
折
、
彼

女
の
顔
の
パ
ー
ツ
、
た
と
え
ば
鼻
か
ら
額
に
か
け
て
の
線
や
、
腕

や
手
の
仕
草
に
母
を
見
た
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
母
を
断
片
的
に

再
認
識
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
母
の
実

体
を
捉
え
そ
こ
ね
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

母
の
す
べ
て
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
[
⋮
]。
わ

た
し
は
彼
女
を
差
異
に
よ
っ
て
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
本

質
的
に
認
識
で
き
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
写
真
は

わ
た
し
に
辛
い
作
業
を
強
い
た
。
母
の
同
一
性
の
本
質
を
目
指
し

て
、
わ
た
し
は
部
分
的
に
正
し
い
イ
マ
ー
ジ
ュ
、
と
い
う
こ
と
は

つ
ま
り
、
全
体
と
し
て
誤
っ
て
い
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
取
り
囲
ま
れ

て
、
も
が
い
て
い
た
の
だ
︵V

 843

︶。

実
の
母
の
写
真
を
見
る
と
、
こ
こ
ま
で
に
理
論
化
し
て
き
た
︿
細
部
﹀
と

し
て
の
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
が
機
能
不
全
に
陥
る
。
と
い
う
の
も
、
バ
ル
ト
は

母
を
断
片
的
に
で
は
な
く
十
全
に
捉
え
た
か
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
と
き
、

︿
細
部
﹀
と
し
て
の
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
が
破
綻
す
る
。

　

バ
ル
ト
が
探
し
求
め
た
写
真
の
本
質
は
、
先
に
触
れ
た
﹁
温
室
の
写
真
﹂

を
観
察
す
る
と
き
、
あ
ら
わ
に
な
る
。
そ
の
写
真
に
写
る
ア
ン
リ
エ
ッ
ト

は
、
彼
女
の
兄
と
並
ん
で
い
て
、
小
さ
な
木
の
橋
の
た
も
と
に
並
ん
で
い

る
と
い
う
13
。
そ
れ
ぞ
れ
五
歳
と
七
歳
の
こ
ろ
の
姿
だ
。

わ
た
し
は
少
女
を
観
察
し
て
、
つ
い
に
母
を
見
出
し
た
。
そ
の
少
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女
の
顔
の
明
る
さ
、
そ
の
手
の
無
邪
気
な
ポ
ー
ズ
、
出
し
ゃ
ば
る

わ
け
で
も
な
く
隠
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
た
だ
素
直
に
身
を
置
い

た
そ
の
位
置
、
そ
し
て

︱
ま
る
で
︿
善
﹀
を
︿
悪
﹀
か
ら
区
別

す
る
よ
う
に
、
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
小
娘
や
大
人
を
ま
ね
し
て
し
な

を
作
る
か
わ
い
い
だ
け
の
女
の
子
か
ら
彼
女
を
区
別
す
る

︱

そ
の
表
情
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
至
高
の
純
真
無
垢

4

4

4

4

の
姿
を
あ
ら
わ

し
て
い
た
[
⋮
]︵V

 844-845；

傍
点
に
よ
る
強
調
は
原
文
イ
タ

リ
ッ
ク
︶。

身
体
的
特
徴
と
い
う
細
部
に
着
目
す
る
と
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
そ
の
人
の

面
影
に
回
収
さ
れ
、
同
一
性
で
は
な
く
類
似
に
分
類
さ
れ
て
し
ま
う
。
し

か
し
、
こ
こ
で
バ
ル
ト
は
こ
の
少
女
の
ポ
ー
ズ
や
位
置
取
り
、
そ
の
表

情
が
醸
し
出
す
﹁
雰
囲
気
﹂︵V

 875

︶
に
母
を
見
出
す
。
少
女
ア
ン
リ
エ

ッ
ト
と
晩
年
の
ア
ン
リ
エ
ッ
ト
。
時
を
超
え
て
も
彼
女
は
彼
女
の
ま
ま

で
あ
る
こ
と
を
示
す
、
彼
女
の
﹁
善
意
﹂︵V

 845

︶
と
い
う
︿
同
一
性
﹀

︵identité

︶
が
写
真
に
あ
ら
わ
れ
た
の
だ
。
い
わ
ば
、
少
女
の
表
情
の
向

こ
う
に
、
母
を
見
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
発
見
か
ら
バ
ル
ト
は
、
写
真
が
絵
画
と
い
っ
た
現
実
の
模
倣
を
目

指
す
芸
術
と
は
決
定
的
に
異
な
る
こ
と
を
理
解
す
る
。

絵
画
の
場
合
は
、
実
際
に
見
る
こ
と
な
し
に
、
現
実
を
装
う
こ
と

が
で
き
る
[
⋮
]。
し
か
し
、
こ
う
し
た
模
倣
と
違
っ
て
、︿
写
真
﹀

の
場
合
は
、
わ
た
し
は
事
物
が
か
つ
て
そ
こ
に
あ
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
こ

と
を
決
し
て
否
定
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
、
現
実
の
も
の
で
あ
り

か
つ
過
去
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
切
り
離
せ
な
い
二
重
の
措
定

が
あ
る
[
⋮
]。

そ
れ
ゆ
え
、﹁
写
真
﹂
の
ノ
エ
マ
の
名
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の

と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
﹁
そ
れ
は
=
か
つ
て
=
あ
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

﹂、
あ
る

い
は
︿
手
に
負
え
な
い
も
の
﹀
で
あ
る
︵V

 851；

傍
点
に
よ
る
強

調
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
、
原
文
大
文
字
に
よ
る
強
調
は
山
括
弧
に

入
れ
た
︶。

こ
こ
で
写
真
と
の
比
較
対
象
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
絵
画
は
、
本
稿
第
一
章

で
取
り
上
げ
た
写
実
主
義
的
な
文
学
作
品
に
も
置
き
換
え
る
こ
と
が
可
能

だ
ろ
う
。
写
真
は
、
現
実
を
装
う
4

4

の
と
は
反
対
に
、
む
し
ろ
過
去
に
お
け

る
現
実
、﹁
そ
れ
は
=
か
つ
て
=
あ
っ
た
︵Ç

a-a-été

︶﹂
を
あ
り
の
ま
ま

4

4

4

4

4

写

す
。
さ
て
、
こ
の« Ç

a-a-été »

と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
の
表
現
に
は
、
複

合
過
去
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
制
は
、
す
で
に
完
了
し
て
い
る
事

柄
を
あ
ら
わ
す
際
に
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、︿
そ
れ
は
=
か
つ

て
=
あ
っ
た
﹀
と
い
う
写
真
の
特
性
に
は
、
そ
れ
と
同
時
に
そ
し
て
も
う

4

4

4

4

4

い
な
い

4

4

4

と
い
う
事
実
も
ま
た
潜
在
す
る
と
言
え
よ
う
。
加
え
て
、
バ
ル
ト

は
引
用
テ
ク
ス
ト
内
で
、
写
真
を
﹁
手
に
負
え
な
い
も
の︵L’Intraitable

︶﹂

︵V
 851

︶
と
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
単
語
は
﹁
扱
う
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
﹂、
あ
る
い
は
﹁
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
﹂
も
ま
た
意
味
す

る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
写
真
の
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
は
、
撮
影
者
に
も
、
観

察
者
に
す
ら
も
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
、
そ
れ
は
展
開
す
る
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こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
、
過
去
に
お
け
る
存
在
証
明
だ
と
言
え
よ
う
。

（
二
）　

写
真
が
も
た
ら
す
「
破
綻
恐
怖
」

　

さ
て
、
こ
う
し
た
特
性
は
﹁
温
室
の
写
真
﹂
以
外
に
も

︱
例
え
ば
ア

レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ガ
ー
ド
ナ
ー
が
撮
影
し
た
ル
イ
ス
・
ペ
イ
ン
の
写
真
に

も

︱
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
八
六
五
年
、
若
き
ル
イ
ス
・
ペ
イ
ン
は
ア
メ
リ
カ
の
国
務
長
官

Ｗ
・
Ｈ
・
ス
ワ
ー
ド
の
暗
殺
を
図
っ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
ガ
ー

ド
ナ
ー
が
独
房
の
な
か
の
彼
を
撮
影
し
た
。
彼
は
絞
首
刑
を
待
っ

て
い
る
。
写
真
は
美
し
く
、
青
年
も
ま
た
美
し
い
。
こ
れ
が
︿
ス

ト
ゥ
デ
ィ
ウ
ム
﹀
で
あ
る
。
し
か
し
、︿
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
﹀
は
次
の

よ
う
な
も
の
だ
。﹁
彼
は
死
に
ゆ
く
﹂。
わ
た
し
は
﹁
そ
れ
は
そ
う

な
る
だ
ろ
う
﹂
と
﹁
そ
れ
は
か
つ
て
あ
っ
た
﹂
を
同
時
に
読
み
取
る
。

わ
た
し
は
死
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
前
未
来
を
、
恐
怖
を
込
め
て
見

つ
め
る
。
こ
の
写
真
は
、
ポ
ー
ズ
の
絶
対
過
去
︵
不ア
オ
リ
ス
ト

定
過
去
︶
を

示
す
こ
と
で
、
未
来
の
死
を
わ
た
し
に
告
げ
て
い
る
の
だ
。
わ
た

し
を
突
き
刺
す
の
は
、
こ
の
過
去
と
未
来
の
等
価
性
の
発
見
で
あ

る
。
こ
ど
も
だ
っ
た
母
の
写
真
を
前
に
し
て
、
わ
た
し
は
こ
う
思
う
。

母
は
死
に
ゆ
く
の
だ
、
と
。
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
の
精
神
病
患
者
の
よ

う
に
、
既
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
破
局
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

身
震
い
す
る
︵V

 865‒
867；

傍
点
に
よ
る
強
調
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
、
原
文
大
文
字
に

よ
る
強
調
は
山
括
弧
に
入
れ
た
︶。

写
真
は
﹁
そ
れ
は
=
か
つ
て
=
あ
っ
た
﹂
と
い
う
過
去
を
示
す
だ
け
で
な

く
、
既
に
完
了
し
て
い
る
未
来
す
ら
も
写
し
出
す
。
こ
う
し
た
時
間
の

二
重
措
定
に
恐
怖
を
覚
え
た
バ
ル
ト
が
、
こ
こ
で
小
児
科
医
で
あ
り
精

神
分
析
学
者
の
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
︵D

onald W
oods W

innicott, 1896‒
1971

︶
の
名
を
挙
げ
て
い
る
の
は
注
視
す
べ
き
だ
ろ
う
14
。
バ
ル
ト

は
、﹃
恋
愛
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
・
断
章
15
﹄︵Les Fragm

ents d’un discours 
am

oureux, 1977

︶
で
も
た
び
た
び
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
の
名
を
引
い
て
い

る
。
一
九
七
七
年
前
後
の
バ
ル
ト
に
と
っ
て
、
こ
の
精
神
分
析
学
者
が
重

要
な
参
照
元
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
16
。
さ
て
、
上
記

引
用
テ
ク
ス
ト
で
バ
ル
ト
が
言
及
す
る
恐
怖
と
は
、
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
が

提
唱
し
た
﹁
破
綻
恐
怖
︵“Fear of Breakdow

n”

、
仏
語« La crainte de 

l’effondrem
ent »

︶17
﹂
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
概
念
は
、
精
神
疾
患
を
抱

え
る
患
者
が
持
つ
一
種
の
ト
ラ
ウ
マ
へ
の
恐
怖
を
示
し
た
も
の
で
、
患
者

は
、
こ
の
先
に
起
こ
る
何
か
し
ら
の
崩
壊
を
恐
れ
て
い
る
が
、
実
は
、
彼

ら
は
そ
の
破
綻
を
既
に
経
験
し
て
い
る
と
い
う
18
。
そ
の
破
綻
は
多
く
の

場
合
、
母
親
と
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
原
初
の
分
離
に
か
か
わ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
患
者
が
こ
の
危
機

か
ら
脱
す
る
た
め
に
は
、
破
綻
が
既
に
起
き
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、
そ

こ
に
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る
19
。
バ
ル
ト
が
自
ら
の
う
ち
に
認
め
た
破
綻

と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
。
答
え
は
明
白
だ
。
そ
れ
は
、
現
実
に

お
い
て
既
に
死
を
迎
え
た
ア
ン
リ
エ
ッ
ト
が
、
写
真
の
な
か
で
も
再
度
死

と
い
う
破
局
に
向
か
っ
て
し
ま
い
、
ま
た
そ
れ
を
自
分
に
は
止
め
ら
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
。
ル
イ
ス
・
ペ
イ
ン
の
写
真
は
、
こ
の
事
実
を
突
き
つ
け
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て
く
る
が
ゆ
え
に
バ
ル
ト
を
突
き
刺
す
の
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、﹃
明
る
い
部
屋
﹄
の
発
表
の
十
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
テ
ク

ス
ト
﹃
記
号
の
国
﹄︵L’Em

pire des signes, 1970

︶
に
お
い
て
も
、
バ
ル
ト

は
写
真
と
死
に
か
ん
す
る
記
述
を
残
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
乃
木
将
軍
と

そ
の
妻
静
子
が
自
刃
の
前
日
に
撮
影
し
た
肖
像
写
真
に
対
す
る
キ
ャ
プ
シ

ョ
ン
に
確
認
で
き
る
。

彼
ら
は
死
に
ゆ
く
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
顔
か
ら
そ
の
事
実
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い

︵III 422‒423

︶。

﹁
彼
ら
は
死
に
ゆ
く
︵Ils vont m

ourir

︶﹂
と
い
う
文
は
、
先
に
引
用
し
た

ル
イ
ス
・
ペ
イ
ン
の
写
真
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
﹁
彼
は
死
に
ゆ
く
︵Il va 

m
ourir

︶﹂
と
い
う
言
い
回
し
に
一
致
す
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
偶
然
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
﹃
記
号
の
国
﹄
に
お
け
る
バ
ル
ト
は
、﹃
明
る
い
部

屋
﹄
と
異
な
り
、
写
真
に
あ
ら
わ
れ
る
死
の
し
る
し
を
読
み
取
る
こ
と
は

な
い
。
十
年
の
あ
い
だ
に
生
じ
た
視
点
の
転
換
は
、
バ
ル
ト
の
う
ち
で
死

の
捉
え
方
に
変
化
が
起
き
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲

学
者
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
近
親
者
の
死

︱
彼
の
言
葉

を
借
り
れ
ば
︿
二
人
称
の
死
﹀
︱
は
、
自
ら
の
死
で
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
遺
さ
れ
た
者
を
内
側
か
ら
揺
り
動
か
す
20
。
ア
ン
リ
エ
ッ
ト
を
失

く
し
た
バ
ル
ト
に
と
っ
て
、
も
は
や
死
は
概
念
4

4

で
は
な
く
、
喪
失
の
経
験

4

4

4

4

4

に
変
わ
っ
た
。
裏
を
返
せ
ば
、
写
真
に
死
が
潜
在
す
る
と
気
づ
く
の
は
、

母
を
失
っ
て
か
ら
し
か
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
バ
ル
ト
に
と
っ
て
の
ト
ラ
ウ
マ

︱
傷

︱
は
、

﹁
母
を
二
度
失
う
﹂︵V

 847

︶
こ
と
に
加
え
、
自
分
が
写
真
に
写
る
者
た

ち
に
何
ら
関
与
で
き
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

観
察
者
に
悲
し
み
と
同
時
に
痛
み
を
与
え
る
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
は
、﹃
明
る

い
部
屋
﹄
前
半
部
に
展
開
さ
れ
た
そ
れ
と
決
定
的
に
異
な
る
。
マ
イ
ケ

ル
・
フ
リ
ー
ド
も
ま
た
、
彼
の
論
文
で
こ
の
点
を
見
事
に
指
摘
し
て
い
る
。

バ
ル
ト
的
な
意
味
で
︿
時
間
﹀
が
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム

4

4

4

4

4

4

と
し
て
機
能
す

る
理
由
は
、
ま
さ
に
次
の
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
過
去
に
な
っ
た

も
の
や
、
歴
史
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
意
味
を
、
撮
影
者

は
疎
か
今
現
在
に
生
き
る

4

4

4

4

4

4

4

者
が
等
し
く
誰
も
知
覚
で
き
な
い
か
ら

だ
21
。

撮
影
者
に
も
観
察
者
に
も
、
プ
ン
ク
ト
ゥ
ム
を
生
み
出
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
写
真
の
真
理
は
、﹁
人
為
に
よ
る
も
の
で
は
な
い

︵archeïropoïetos

︶﹂︵V
 855

︶
か
ら
だ
。﹁
生
を
保
存
し
よ
う
と
し
て
死

を
生
み
出
す
﹂︵V

 863

︶
写
真
に
お
い
て
、
バ
ル
ト
と
ア
ン
リ
エ
ッ
ト
の

別
離
は
無
情
に
も
繰
り
返
さ
れ
る
の
だ
っ
た
。

三　

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
冥カ
タ
バ
シ
ス

府
降
り

　

写
真
は
、
事
物
が
現
実
に
存
在
し
た
こ
と
と
同
時
に
、
そ
の
︿
死
﹀
が
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不
可
避
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
。
こ
の
存
在
論
的
真
理
に
到
達
し
た
バ

ル
ト
は
、
こ
れ
ら
の
写
真
が
﹁
眼
差
し
﹂
に
よ
っ
て
さ
ら
に
︿
狂
気
﹀
に
結

び
つ
く
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、﹁
眼
差
し
は
、
真
実
と
同
時
に
狂
気

を
告
げ
る
効
果
﹂︵V

 880

︶
を
持
つ
か
ら
だ
。
既
に
死
ん
だ
者
、
そ
し
て

再
び
死
の
破
局
を
迎
え
る
者
た
ち
は
、
写
真
の
な
か
で
一
様
に
バ
ル
ト
を

見
据
え
、
彼
か
ら
片
時
も
視
線
を
外
さ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
関
わ
ら

ず
、
彼
ら
は
何
も
見
て
い
な
い
。
母
の
明
る
く
光
る
穏
や
か
な
眼
は
、
バ

ル
ト
を
映
す
こ
と
は
決
し
て
な
く
、
彼
が
顔
を
近
づ
け
て
写
真
を
目
一
杯

見
よ
う
と
し
て
も
、
死
が
バ
ル
ト
を
見
つ
め
返
す
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

か
く
し
て
、
写
真
の
真
理
は
、
生
と
死
、
愛
と
恐
怖
、
実
体
と
光
が
混

在
す
る
悲
痛
な
狂
気
と
な
る
。
バ
ル
ト
は
こ
う
し
た
狂
気
の
写
真
を
見
る

と
き
、
深
い
悲
し
み
と
愛
情
が
入
り
混
じ
っ
た
﹁
憐
れ
み
︵la Pitié

︶﹂
を

感
じ
る
。わ

た
し
は
最
後
に
も
う
一
度
、
わ
た
し
を
突
き
刺
し
た
い
く
つ
か

の
イ
マ
ー
ジ
ュ
[
⋮
]
を
す
べ
て
思
い
浮
か
べ
て
み
た
。
そ
れ
ら

の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
ま
ち
が
い
な
く
わ
た
し
は
、

そ
こ
に
写
っ
て
い
る
も
の
の
非
現
実
を
越
え
、
狂
っ
た
よ
う
に
そ

の
情
景
、
そ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
な
か
へ
入
っ
て
い
き
、
既
に
死
ん

で
し
ま
っ
た
も
の
、
そ
し
て
死
に
ゆ
く
も
の
を
腕
に
抱
き
し
め
た

︵V
 883

︶

過
去
と
未
来
が
圧
縮
さ
れ
た
母
の
狂
気
の
写
真
が
、
バ
ル
ト
を
忘
我
の

状
態
に
誘
う
。
こ
う
し
た
働
き
を
彼
は
、
第
二
部
最
終
章
で
﹁
写
真
の
エ

ク
ス
タ
シ
ー
︵extase photographique

︶﹂︵V
 885

︶
と
呼
ん
で
い
る
22
。

« extase »

と
は
、
語
源
的
に
﹁
自
ら
の
外
に
立
つ
こ
と
、
恐
怖
、
茫
然
自

失
、
狂
気
、
忘
我
23
﹂
を
意
味
す
る
。
い
わ
ば
そ
れ
は
、
肉
体
か
ら
離
れ
、

魂
と
な
る
よ
う
な
神
秘
的
な
移
送
、
あ
る
い
は
脱
自
体
験
で
あ
る
。
母
の

明
る
い
眼
差
し
を
見
つ
め
、
憐
憫
を
感
じ
る
と
き
、
バ
ル
ト
は
今
・
こ
こ

と
い
う
現
実
か
ら
時
空
を
超
え
て
、
死
が
光
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

写
真
の

世
界
へ
入
り
込
ん
で
い
く
の
で
あ
っ
た
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、﹃
明
る
い
部
屋
﹄
の
な
か
で
バ
ル
ト
は
、
写
真
全
般

で
は
な
く
、
自
ら
が
特
権
化
し
た
﹁
温
室
の
写
真
﹂
を
常
に
見
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
決
し
て
写
真
論

4

4

4

に
な
り
得
な
い
。﹃
明
る

い
部
屋
﹄
は
、
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
も
、

死
者
の
世
界
ま
で
母
を
追
う
、
バ
ル
ト
の
痛
ま
し
く
も
愛
に
溢
れ
た
探
求

の
物
語
な
の
だ
。

　

死
へ
と
向
か
う
バ
ル
ト
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
し
て
み
た

い
。
彼
は
第
二
九
章
で
、
母
を
探
す
自
ら
の
道
の
り
を
以
下
の
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
は
、
あ
と
ず
さ
り
し
な
が
ら
︿
死
﹀
へ
と
入
っ

て
い
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
彼
ら
の
目
前
に
あ
っ
た
の
は
、
彼
ら

の
過
去
で
あ
っ
た
。
同
様
に
し
て
、
わ
た
し
は
、
ひ
と
つ
の
人
生

を
、
わ
た
し
の
そ
れ
で
は
な
く
、
愛
す
る
母
の
一
生
を
遡
っ
て
い

っ
た
︵V

 847；

原
文
大
文
字
に
よ
る
強
調
は
山
括
弧
に
入
れ
た
︶。
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母
を
探
す
そ
の
道
程
を
ギ
リ
シ
ア
の
死
の
儀
礼
に
喩
え
て
い
る
こ
の
文
章

か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
バ
ル
ト
が
そ
れ
を
事4

後
的
に

4

4

4

語
っ
て
い
る
こ

と
だ
。
ま
る
で
、
写
真
と
対
峙
す
る
バ
ル
ト
と
、
異
な
る
時
間
軸
か
ら
そ

れ
を
記
述
す
る
も
う
一
人
の
バ
ル
ト
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
だ
。
思
え
ば
、

こ
う
し
た
二
つ
の
時
間
軸
を
示
す
語
は
﹃
明
る
い
部
屋
﹄
に
散
見
さ
れ
る
。

そ
の
例
を
ひ
と
つ
挙
げ
て
み
よ
う
。
第
一
部
第
三
章
の
書
き
出
し
﹁
そ
の

と
き
わ
た
し
は
こ
う
思
っ
た
︵Je m

e dis alors que

[
⋮
]︶﹂︵V
 794

︶
と

い
う
文
に
お
け
る« alors »

と
い
う
副
詞
は
、
あ
る
時
点
か
ら
過
去
の
異

な
る
点
を
振
り
返
る
際
に
使
用
さ
れ
る
語
だ
。
こ
れ
は
バ
ル
ト
が
二
つ
の

時
間
軸
に
い
る
こ
と
を
示
す
明
白
な
し
る
し
と
言
え
よ
う
。
実
際
、
バ
ル

ト
と
友
人
だ
っ
た
エ
リ
ッ
ク
・
マ
ル
テ
ィ
は
自
身
の
論
文
で
﹃
明
る
い
部

屋
﹄
に
、
バ
ル
ト
は
二
人
存
在
す
る
と
断
言
し
て
い
る
24
。
一
方
は
﹁
対

象
と
し
て
の
わ
た
し
︵je objet

︶﹂
で
、
写
真
を
観
察
し
、
驚
い
た
り
、
恐

怖
を
覚
え
た
り
、
写
真
を
経
験
す
る
バ
ル
ト
を
指
す
。
も
う
一
方
は
、
そ

の
探
求
の
顛
末
を
知
っ
て
い
て
、
事
後
的
に
こ
の
﹁
対
象
と
し
て
の
わ
た

し
﹂
を
眺
め
、
そ
れ
を
書
き
記
す
﹁
主
体
と
し
て
の
わ
た
し
︵je sujet
︶﹂

で
あ
る
と
い
う
25
。
過
日
の
分
身
を
現
在
に
お
い
て
振
り
返
る
と
い
う

テ
ク
ス
ト
の
構
造
は
、
写
真
的
で
あ
り
、
バ
ル
ト
の
言
葉
を
借
り
れ
ば

﹁
自
己
像
幻
視
︵héautoscopie

︶﹂︵V
 798

︶
的
な
テ
ク
ス
ト
だ
と
言
え
よ

う
26
。
こ
の« héautoscopie »

と
い
う
語
は
、﹁
自
分
自
身
を
観
察
す
る

こ
と
﹂、
ま
た
﹁
外
部
か
ら
自
分
を
見
る
こ
と
﹂
を
意
味
す
る
。
こ
れ
を
踏

ま
え
て
、
再
び
﹁
前パ

リ

ノ

ー

ド

言
取
り
消
し
﹂
を
引
用
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
写
真
か
ら
写
真
へ
と
道
を
辿
っ
て
い
く
と
︵
と
い
っ

て
も
、
実
の
と
こ
ろ
、
今
ま
で
見
て
き
た
の
は
、
い
ず
れ
も
公
表

さ
れ
た
写
真
ば
か
り
で
あ
る
が
︶、
な
る
ほ
ど
自
分
の
欲
望
が
ど

の
よ
う
に
働
く
の
か
理
解
し
た
が
、
し
か
し
わ
た
し
は
、︿
写
真
﹀

の
本
性
︵
エ
イ
ド
ス

4

4

4

4

︶
を
発
見
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
[
⋮
]
わ

た
し
は
自
分
自
身
の
な
か
に
さ
ら
に
深
く
降
り
て
い
っ
て
、﹁
写
真
﹂

の
明
証
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
[
⋮
]︵V

 836；

傍

点
に
よ
る
強
調
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
︶。

こ
こ
に
引
用
し
た
テ
ク
ス
ト
で
、﹁
今
ま
で
︵jusqu’à présent

︶﹂
と
い
う

表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
マ
ル
テ
ィ
の
言
う
︿
対
象

バ
ル
ト
﹀
が
語
っ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
い
う
の
も
、

も
し
こ
れ
が
︿
主
体
バ
ル
ト
﹀
に
よ
る
事
後
の
視
点
か
ら
の
語
り
だ
と
し

た
ら
、﹁
今
ま
で
﹂
で
は
な
く
﹁
そ
の
時
点
ま
で
︵jusqu’à ce m

om
ent

︶﹂

と
い
っ
た
語
句
が
使
用
さ
れ
た
は
ず
だ
か
ら
だ
。
と
こ
ろ
で
、
バ
ル
ト
の

母
親
の
命
日
は
十
月
二
五
日
で
あ
り
、
石
川
は
バ
ル
ト
に
と
っ
て
二
五
と

い
う
数
字
は
死
を
意
味
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
27
。
こ
こ
に
引
用
し
た
第

二
四
章
で
は
、
そ
れ
ま
で
続
け
て
き
た
記
号
論
的
見
地
か
ら
の
写
真
の
分

析
が
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
告
げ
て
い
た
。
そ
し
て
第
二
部
冒
頭
の

第
二
五
章
で
は
突
如
、
母
の
死
後
の
時
間
へ
と
移
行
し
て
い
た
。
こ
れ

に
鑑
み
る
と
、
第
二
四
章
に
お
け
る
︿
対
象
バ
ル
ト
﹀
は
母
を
失
う
直
前

に
あ
り
、
そ
こ
か
ら
第
二
五
章

︱
つ
ま
り
死
の
世
界
へ
と
入
ろ
う
と

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
外
在
す
る
視
点
︿
主
体
﹀
バ
ル
ト
で
は
な
く
、
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あ
え
て
︿
対
象
バ
ル
ト
﹀
の
視
点
か
ら
断
章
﹁
前パ

リ

ノ

ー

ド

言
取
り
消
し
﹂
が
語
ら
れ

る
こ
と
で
、
こ
こ
か
ら
写
真
と
死
を
め
ぐ
る
物
語
が
始
ま
る
こ
と
を
ま
さ

し
く
示
し
た
の
だ
。

　

さ
て
こ
う
し
た
バ
ル
ト
の
姿
は
、
死
ん
だ
妻
を
取
り
戻
そ
う
と
冥
府
へ

降く
だ

る
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
28
。
先
に
引
用
し
た
通
り
、
バ

ル
ト
は
自
身
の
探
求
が
、
ギ
リ
シ
ア
の
死
者
の
世
界
に
差
し
向
け
ら
れ
る

と
述
べ
て
い
た
。
そ
れ
に
加
え
、
我
々
が
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
第
二

四
章
の
章
題
に
、  « palinodie »

と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

ま
た
無
視
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、﹁
前
言
取
り
消
し
﹂
だ
け
で
な
く
、
ギ

リ
シ
ア
で
生
ま
れ
た
﹁
改
詠
詩
︵παλινῳ

δία

︶﹂
を
あ
ら
わ
す
言
葉
も
で
あ

る
。
愛
し
て
い
な
が
ら
も
死
に
よ
っ
て
妻
と
引
き
裂
か
れ
た
オ
ル
フ
ェ
ウ

ス
は
、
冥
府
ま
で
彼
女
を
探
し
に
い
く
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
な
お
、
再

び
エ
ウ
リ
ュ
デ
ィ
ケ
を
失
い
、
二
重
の
別
離
を
経
験
し
た
こ
の
吟
遊
詩
人

に
バ
ル
ト
が
自
ら
を
重
ね
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
最
愛
の
母
ア
ン

リ
エ
ッ
ト
を
求
め
、
写
真
と
い
う
死
者
の
世
界
へ
と
降
っ
て
い
く
こ
の
物

語
を
、
我
々
は
バ
ル
ト
流
の
冥カ
タ
バ
シ
ス

府
降
り
︵katabasis

︶
と
読
む
こ
と
が
で

き
よ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、﹃
明
る
い
部
屋
﹄
の
二
部
構
成
は
、
母
と

の
別
離
を
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
レ
ベ
ル
で
提
示
す
る
裂
け
目
と
し
て
機
能

し
、
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
死
の
世
界
と
の
境
界
線
と
見
る
こ
と
も
で
き
る

と
考
え
る
。

終
わ
り
に
か
え
て
―
―
導
き
手
ア
ン
リ
エ
ッ
ト

　

バ
ル
ト
は
、﹃
明
る
い
部
屋
﹄
を
執
筆
し
た
の
ち
、
小
説
を
書
く
こ
と

を
希
求
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
構
想
の
着
想
源
に
は
、
イ
タ
リ
ア
の
詩

人
ダ
ン
テ
・
ア
リ
ギ
エ
ー
リ
が
執
筆
し
た
﹃
新
生
﹄︵La Vita N

uova

︶
が

あ
っ
た
29
。
と
い
う
の
も
、
ダ
ン
テ
も
ま
た
、
愛
し
た
女
性
ベ
ア
ト
リ
ー

チ
ェ
に
先
立
た
れ
、
そ
の
弔
い
の
歌
と
し
て
こ
の
詩
篇
を
上
梓
し
た
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
バ
ル
ト
の
小
説
の
構
想
は
、﹃
新

生
﹄
よ
り
も
、
ダ
ン
テ
の
最
も
有
名
な
作
品
で
あ
る
﹃
神
曲
﹄︵La D

ivina 
com

m
edia

︶
に
よ
り
近
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
作
者
で
あ
り
登
場
人
物
で

も
あ
る
ダ
ン
テ
は
、
こ
の
作
品
の
冒
頭
で
、
死
者
の
世
界
へ
足
を
踏
み
入

れ
る
様
子
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

人
生
と
い
う
歩
み
の
半
ば

気
が
つ
け
ば
、
わ
た
し
は
正
し
き
道
の
失
わ
れ
た

暗
闇
の
森
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た

あ
あ
、
そ
こ
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
語
る
に
は

な
ん
と
辛
い
こ
と
か
、
恐
ろ
し
く
険
し
い
荒
れ
た
森
を

思
い
返
す
と
恐
怖
が
蘇
る
30
。

4冥
府
へ
と
降お

り
る
直
前
を
詠
っ
た
こ
の
一
節
は
、﹃
明
る
い
部
屋
﹄
の

﹁
前パ

リ

ノ

ー

ド

言
取
り
消
し
﹂
に
も
共
通
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
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今
の
と
こ
ろ
、
バ
ル
ト
が
﹃
神
曲
﹄
を
﹃
明
る
い
部
屋
﹄
の
下
絵
に
し
た
こ

と
を
示
す
資
料
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
31
。
最
晩
年
の
バ
ル
ト
の
思
索
と

こ
の
イ
タ
リ
ア
の
詩
人
の
作
品
が
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は

確
か
だ
が
、
ダ
ン
テ
の
色
濃
い
影
は
、
い
ず
れ
も
﹃
明
る
い
部
屋
﹄
の
執

筆
後
に
現
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
者
を
拙
速
に
結
び
つ
け
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
ダ
ン
テ
と
バ
ル
ト
に
か
ん
し
て
、
こ
こ
に
挙
げ
た
類
似
点
は
偶

然
の
産
物
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
﹃
明
る
い
部
屋
﹄

に
お
い
て
既
に
バ
ル
ト
が
冥カ
タ
バ
シ
ス

府
降
り
を
想
起
さ
せ
る
語
り
と
構
成
を
展
開

し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
後
の
小
説
の
テ
ー
マ
に
お
い
て
﹃
神
曲
﹄
が
大
き

な
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ

の
如
き
久
遠
の
女
性
ア
ン
リ
エ
ッ
ト
が
、
そ
の
死
で
も
っ
て
、
バ
ル
ト
を

叙
事
詩
的
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
へ
と
導
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

本
研
究
は
日
本
学
術
振
興
会
科
研
費
︵
特
別
研
究
員
奨
励
費
、
課
題
番

号
二
〇
Ｊ
二
〇
一
一
七
︶
の
助
成
を
受
け
た
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。

註＊
本
稿
で
引
用
す
る
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
は
、
基
本
的
に
は

二
〇
〇
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
ス
イ
ユ
社
版
﹃
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
全
集
﹄

︵Œ
uvres C

om
plètes

︶
全
五
巻
に
準
拠
し
た
。
本
文
中
で
引
用
す
る
際

は
、
引
用
文
の
後
に
巻
数
と
頁
数
を
示
す
。
な
お
、
註
に
お
い
て
は
、

O
.C

.

と
略
記
し
た
の
ち
、
同
様
に
巻
数
と
頁
数
を
示
し
、
出
版
年
と

出
版
社
は
省
略
す
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
仏
・
英
・
伊
語
の
テ
ク

ス
ト
の
訳
に
つ
い
て
は
、
註
に
挙
げ
た
既
存
の
邦
訳
書
を
参
照
の
う
え
、

文
脈
に
応
じ
て
訳
語
を
変
更
し
た
。

1 
R

oland B
arthes, « Le M

essage photographique », O
. C

., t. I, 
p. 1120‒ 1133.

2 
« R

hétorique de l’im
age », O

. C
. , t. II, p. 573‒ 588.

3 
Roland Barthes par Roland Barthes, O

.C
., t. IV, p. 575‒ 771.

4 
L’Em

pire des signes, O
.C

., t. III, p. 347‒ 444 (

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
﹃
記

号
の
国
﹄、
石
川
美
子
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
四
年).

5 
La C

ham
bre claire, O

.C
., t. V, p.  785‒ 892 (

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
﹃
明

る
い
部
屋
﹄、
花
輪
光
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
三
年
[
初
版
一
九
八

五
年
]).

6 

代
表
的
な
研
究
は
以
下
の
通
り
。
桑
田
光
平
﹁﹃
明
る
い
部
屋
﹄
あ
る

い
は
真
実
に
向
か
う
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
﹂、﹃
日
本
フ
ラ
ン
ス
フ
ラ
ン
ス

文
学
会
関
東
支
部
論
集
﹄、
日
本
フ
ラ
ン
ス
フ
ラ
ン
ス
文
学
会
関
東
支
部
、

第
十
二
巻
、
二
〇
〇
三
年
一
九
九
︱
二
一
七
頁；

川
島
建
太
郎
﹁
ロ
ラ

ン
・
バ
ル
ト
の
哀
悼
:﹃
明
る
い
部
屋
﹄
に
お
け
る
写
真
論
と
自
伝
の
相

互
作
用
に
つ
い
て
﹂、﹃
藝
文
研
究
﹄、
慶
應
義
塾
大
学
藝
文
学
会
、
第

八
六
号
、
二
〇
〇
四
年
、
六
八
︱
八
五
頁；

石
川
美
子
﹁
プ
ル
ー
ス
ト

的
︿
小
説
﹀
の
夢

︱
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
﹂、﹃
言
語
文
化
﹄、
明
治
学
院

大
学
言
語
文
化
研
究
所
、
第
三
二
号
、
二
〇
一
五
年
、
一
六
七
︱
一
八

〇
頁；
滝
沢
明
子
﹁
バ
ル
ト
に
お
け
る
写
真
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
﹂、﹃
日

本
フ
ラ
ン
ス
語
フ
ラ
ン
ス
文
学
会
関
東
支
部
論
集
﹄、
日
本
フ
ラ
ン
ス
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語
フ
ラ
ン
ス
文
学
会
関
東
支
部
、
第
一
四
巻
、
二
〇
〇
五
年
、
二
八
一

︱
二
九
二
頁
。

7 
É

ric M
arty, « M

arcel Proust dans la cham
bre claire », L’E

sprit 
C

réateur, T
he Johns H

opkins U
niversity Press, vol. 46, nº

 4, 
W

inter 2006, p. 125‒ 133 ; G
uillaum

e B
ellon, « Barthes et l’ 

“hésitation” proustienne ou le chem
inem

ent des deux côtés de La 
C

ham
bre claire », G

enesis : Proust, 1913, Presses universitaires de 
Pris Sorbonne et Société internationale de génétique artistique 
littéraire et scientifique, 2013, p.  165‒ 177.

8 

︿
細
部
﹀
の
概
念
は
、
こ
の
他
に
も
、
バ
ル
ト
が
一
九
七
一
年
に
執

筆
し
た
﹃
サ
ド
、
フ
ー
リ
エ
、
ロ
ヨ
ラ
﹄
の
序
文
に
も
登
場
す
る
。cf. 

O
.C

., t. III, p. 701‒ 707.

9 
Ibid., p. 25‒ 32 (

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
﹁
現
実
効
果
﹂、﹃
言
語
の
ざ
わ
め

き
﹄、
花
輪
光
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
[
初
版
一
九
八
七
年
]

一
八
四
︱
一
九
五
頁).

10 
G

ustave Flaubert, U
n cœur sim

ple, présentation et notes de 
M

arie-France A
zém

a, Librairie G
énérale Française, « Le livre de 

poche », 1994 (

フ
ラ
ン
ス
で
の
初
版
は
一
八
七
七
年
:
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
﹃
純
な
心
﹄、
中
島
太
郎
訳
、
大
学
書
林
語
学
文
庫
、
二

〇
一
八
年). 

訳
は
邦
訳
書
を
参
照
の
う
え
、
筆
者
に
よ
る
。

11 

こ
の
他
に
も
バ
ル
ト
は
ミ
シ
ュ
レ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
例
も
挙
げ

て
い
る
。
こ
の
点
に
か
ん
す
る
分
析
は
、
次
の
論
文
の
第
二
章
第
四
節

が
詳
し
い
。
金
谷
壮
太
、﹃
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
に
お
け
る
提
喩
的
意
味

作
用
﹄、
筑
波
大
学
、
博
士
学
位
請
求
論
文
、
二
〇
一
六
年
、
八
六
︱

九
六
頁
。

12 

文
学
に
お
け
る
現
実
︵
効
果
︶
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

細
貝
健
司
、﹁
文
学
と
現
実
:
バ
タ
イ
ユ
、
バ
ル
ト
、
イ
ェ
ル
ム
ス
レ
ウ
、

あ
る
い
は
言
語
の
限
界
と
し
て
の
死
﹂、﹃
立
命
館
経
済
学
﹄、
立
命
館

大
学
経
済
学
会
、
第
五
七
巻
、
第
三
号
、
二
〇
〇
八
年
、
四
七
頁
。

13 

す
で
に
複
数
の
研
究
者
が
﹁
温
室
の
写
真
﹂
の
解
明
を
試
み
て
い
る
。

オ
リ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
写
真
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た

カ
フ
カ
の
写
真
に
着
想
を
得
た
創
作
だ
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
滝
沢
は
、

バ
ル
ト
の
友
人
で
あ
っ
た
マ
ル
テ
ィ
が
二
〇
〇
七
年
に
パ
リ
第
七
大
学

で
の
講
義
内
で
、
こ
の
写
真
が
テ
ク
ス
ト
に
収
録
さ
れ
た
﹁
一
族
﹂
と

題
さ
れ
た
写
真
で
あ
る
と
明
言
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
研
究
を
踏
ま
え
、
さ
ら
な
る
調
査
を
行
っ
た
田
中
は
、
最
終

的
に
﹁
温
室
の
写
真
﹂
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
は
複
数
存
在
す
る
と
指
摘

し
て
い
る
。cf. M

argaret O
lin, “Touching Photographs: Roland 

Barthes’s “M
istaken” Identification”, Representations, nº

 80, Autum
n 

2002, p. 99‒ 118 ; 

滝
沢
明
子
﹁﹃
喪
の
日
記
﹄
か
ら
﹃
明
る
い
部
屋
﹄
へ　

﹁
温
室
の
写
真
﹂
を
め
ぐ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂、﹃
仏
語
仏
文
学
研
究
﹄、

東
京
大
学
仏
語
仏
文
学
研
究
会
、
二
〇
一
三
年
、
九
七
︱
一
二
一
頁；

田
中
純
﹃
過
去
に
触
れ
る

︱
歴
史
経
験
・
写
真
・
サ
ス
ペ
ン
ス
﹄、
羽

鳥
書
店
、
三
二
三
︱
三
二
八
頁
。

14 

こ
れ
以
外
に
も
、﹃
明
る
い
部
屋
﹄
で
は
、
精
神
分
析
に
か
ん
す
る

記
述
を
複
数
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
一
六
章
で
は
チ
ャ

ー
ル
ズ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
が
撮
影
し
た
古
い
家
屋
﹁
ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
﹂
に

つ
い
て
、
フ
ロ
イ
ト
の
論
文
﹁
不
気
味
な
も
の
﹂︵„D

as U
nheim

liche”, 
1919

︶で
提
唱
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
﹁
故
郷
の
よ
う
な
も
の︵heim

lich

︶﹂

と
い
う
語
を
使
用
し
て
い
る
。

15 

こ
の
テ
ク
ス
ト
で
バ
ル
ト
は
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
の
﹃
遊
ぶ
こ
と
と
現

実
﹄
に
依
拠
し
て
い
る
。cf. D

onald W
oods W

innicott, Playing and 
Reality, Tavistoch Publications, 1971(

﹃
遊
ぶ
こ
と
と
現
実
﹄、
橋
本

雅
雄
・
大
矢
泰
士
訳
、
岩
崎
学
術
出
版
社
、
二
〇
一
五
年).
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16 
cf. Tiphaine Sam

oyault, Roland Barthes, Seuil, 2015, p. 658.
17 

D
onald W

oods W
innicott, « La crainte de l’effondrem

ent », 
C

liniques, nº 18, 2019, p. 16‒ 28 (

英
題 “Fear of Breakdow

n”

、 

初
出

はTh
e International Journal of Psychanalysis, 1974；

フ
ラ
ン
ス
で
の

初
出
は « La crainte de l’effondrem

ent », N
ouvelle revue française de 

psychanalyse, nº
 11, 1975).

18 
Ibid., p. 20‒21.

19 
Ibid., p. 21.

20 
V

ladim
ir Jankélévich, Penser la m

ort ?, Éditions Liana Levi, 1994, 
p. 16 (

ヴ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
﹃
死
と
は
な
に
か
﹄、

青
弓
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
四
頁).

21 

傍
点
に
よ
る
強
調
は
原
文
イ
タ
リ
ッ
ク
。M
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