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ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
「
声
」
と
作
品
創
造

高
　
田
　
志
　
保

序
　
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
に
登
場
す
る
三
人
の
架
空
の
芸
術
家
、
画

家
の
エ
ル
ス
チ
ー
ル
、
音
楽
家
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
イ
ユ
、
作
家
の
ベ
ル
ゴ
ッ
ト

の
う
ち
、
そ
の
手
法
と
美
点
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
や
セ
ヴ
ィ
ニ
エ
夫
人

に
比
さ
れ
る
の
は
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
で
は
な
く
エ
ル
ス
チ
ー
ル
で
あ
る
1
。

物
語
の
結
論
部
で
述
べ
ら
れ
る
芸
術
理
論
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
「
隠
喩
」
の

美
学
2
は
、
エ
ル
ス
チ
ー
ル
に
よ
っ
て
画
布
の
な
か
で
実
践
さ
れ
る
3
。

「
作
家
に
と
っ
て
の
文
体
は
画
家
に
と
っ
て
の
色
彩
と
同
じ
く
、
技
術
で

は
な
く
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
問
題
」（R

T
P
 IV, 474

）
で
あ
る
と
す
る
プ
ル
ー

ス
ト
に
お
い
て
、
作
家
の
仕
事
の
な
か
で
視
覚
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る

の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

他
方
で
、
作
家
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
を
描
く
際
に
プ
ル
ー
ス
ト
が
読
者
を
引
き

つ
け
よ
う
と
す
る
は
、
聴
覚
に
訴
え
る
そ
の
「
声
」
の
特
徴
で
あ
る
。
ベ

ル
ゴ
ッ
ト
は
少
年
期
の
語
り
手
が
敬
愛
す
る
作
家
で
あ
る
が
、
本
人
と

の
出
会
い
で
は
予
想
を
裏
切
る
作
家
の
容
姿
に
大
い
に
幻
滅
し
（「
わ
た
し

自
身
が
、
彼
の
著
作
の
透
明
な
美
で
も
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
丁
寧
に
、
鍾
乳
洞
を

作
る
よ
う
に
一
滴
一
滴
と
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
あ
の
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
す
べ
て
は
、

カ
タ
ツ
ム
リ
の
鼻
を
残
し
、
黒
い
ヤ
ギ
髭
を
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

以
上
、
一
挙
に
用
の
無
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」（R

T
P
 I, 538

））、
そ
の

後
の
親
し
い
付
き
合
い
の
な
か
で
も
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
に
対
す
る
主
人
公
の

熱
は
冷
め
て
い
く
（「
も
は
や
以
前
ほ
ど
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
を
崇
拝
し
て
い
な
か
っ

た
」（R

T
P
 I, 538

））。
社
交
界
の
文
学
通
だ
け
で
な
く
、
生
前
の
う
ち
に

広
く
一
般
に
も
知
ら
れ
る
大
作
家
と
な
り
、
語
り
手
の
少
年
期
か
ら
最
終

巻
に
至
る
ま
で
の
物
語
の
長
い
時
間
の
な
か
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
ベ
ル

ゴ
ッ
ト
の
描
写
で
は
、
理
想
の
作
家
の
肖
像
と
い
う
よ
り
も
、
才
能
を
枯



56

渇
さ
せ
衰
え
て
ゆ
く
姿
が
強
調
さ
れ
る
が
、
こ
の
作
家
の
「
声
」
に
ま
つ

わ
る
挿
話
は
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
天
賦
の
才
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
い
て
作
家
の
本
分
と
い
う
も
の
が
声
と
密
接
に
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

最
終
篇
「
見
出
さ
れ
た
時
」
の
語
り
手
は
、「
じ
っ
さ
い
、
ひ
と
り
一
人

の
読
者
は
、
本
を
読
ん
で
い
る
と
き
、
自
分
自
身
の
読
者
な
の
で
あ
る
」

（R
T

P
 IV, 489

）
と
言
う
。
文
学
を
志
し
、
ま
さ
に
仕
事
を
始
め
ん
と
し

て
い
る
彼
に
と
っ
て
の
理
想
的
な
文
学
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
が
自
分

を
う
つ
す
鏡
の
よ
う
に
読
む
こ
と
の
で
き
る
作
品
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
と
、
作
家
の
本
分
に
か
か
わ
る
「
声
」
と
の
間
に
は
ど
の
よ
う
な
つ
な

が
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
論
で
は
、「
花
咲
く
乙
女
た
ち
の
か
げ
に
I
：
ス
ワ
ン
夫
人
を
め
ぐ

っ
て
」
の
な
か
に
あ
る
「
わ
た
し
」
と
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
出
会
い
の
場
面
と
、

そ
れ
に
つ
づ
く
作
家
の
声
の
描
写
と
文
体
に
関
す
る
注
釈
が
展
開
さ
れ
て

い
る
部
分
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
箇
所
で
は
、
声
と
文
体
、
つ
ま
り
「
話

さ
れ
た
言
葉
」
と
「
書
か
れ
た
言
葉
」
の
対
比
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
両
者
の
明
確
な
対
比
は
と
き
に
崩
さ
れ
、
ま
た
別
の
対
比
や
主
題

を
含
み
な
が
ら
、
そ
の
構
図
は
語
り
手
の
思
考
の
進
展
と
と
も
に
変
化
し

て
い
く
。
明
言
し
つ
つ
も
断
定
す
る
こ
と
か
ら
は
逃
れ
て
い
く
プ
ル
ー
ス

ト
の
手
法
4
を
ふ
ま
え
て
、
ひ
と
つ
の
結
論
に
収
斂
さ
れ
な
い
、
作
品
創

造
と
声
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

—

　

ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
声
と
文
体
に
つ
い
て
は
す
で
に
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て

言
及
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
て
き
た
5
。
彼
ら
は
こ
の
二
者
の
対
比
を
、「
会

話
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル la co

n
versatio

n
 et l’écritu

re

」、「
声
と
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル la vo

ix et l’écritu
re

」「
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
（
言

語
活
動
） lan

gage p
arlé et lan

gage écrit

」、「
発
話
と
書
か
れ
た
言

葉 la p
aro

le et l’écrit

」「
口
述
と
記
述l’o

ral et l’écrit

」
な
ど
の
表

現
を
使
い
な
が
ら
、
た
と
え
ば
文
体
論
、
あ
る
い
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
サ
ン

ト
＝
ブ
ー
ヴ
批
判
に
つ
な
が
る
「
会
話
」
の
問
題
6
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の

主
題
に
ひ
き
つ
け
て
論
を
展
開
し
て
い
る
。

　

ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
独
創
性
を
テ
ー
マ

に
し
た
短
い
論
考
の
な
か
で
、
こ
れ
か
ら
検
討
す
る
お
な
じ
場
面
の
一
部

を
取
り
上
げ
、
語
り
手
の
描
写
の
仕
方
に
キ
ア
ス
ム
（
交
錯
配
列
）7
の

特
徴
を
指
摘
し
て
い
る
が
8
、
本
論
で
は
よ
り
広
い
範
囲
を
対
象
に
対
比

関
係
の
変
化
の
妙
を
検
討
し
て
い
く
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
こ
の
場
面
で

の
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
声
の
描
写
、
そ
し
て
声
と
文
体
に
つ
い
て
の
注
釈
は
、

単
語
レ
ベ
ル
で
の
厳
密
な
交
錯
配
列
で
は
な
い
と
は
い
え
、
対
比
さ
れ
る

内
容
と
二
者
の
関
係
が
少
し
ず
つ
ず
ら
さ
れ
、
更
新
さ
れ
な
が
ら
話
が
進

ん
で
い
く
た
め
、
そ
の
つ
ど
対
比
を
示
す
言
葉
は
変
化
す
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
ま
ず
は
大
づ
か
み
に
で
は
あ
る
が
、
語
り
手
で
あ
り
主
人
公
の

「
わ
た
し
」
が
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
に
出
会
っ
て
直
接
耳
に
す
る
「
話
さ
れ
た
言
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葉
：
声
」
と
、
か
ね
て
よ
り
彼
の
著
作
に
よ
っ
て
親
し
ん
で
き
た
「
書
か

れ
た
言
葉
：
文
体
」
の
対
比
を
大
前
提
と
し
て
お
さ
え
て
お
き
た
い
9
。

１　
「
仮
面
」
の
発
す
る
声
と
「
あ
り
の
ま
ま
の
顔
」
の
声

　

ス
ワ
ン
夫
人
の
昼
食
会
に
招
か
れ
た
「
わ
た
し
」
が
憧
れ
の
ベ
ル
ゴ
ッ

ト
と
の
対
面
で
味
わ
っ
た
幻
滅
を
引
き
ず
っ
た
ま
ま
テ
ー
ブ
ル
に
着
く
と
、

近
く
の
席
か
ら
作
家
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
語
り
手
は
こ
の
と
き
受
け

た
印
象
と
考
え
の
変
化
を
時
間
経
過
の
幅
を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
。

彼
は
じ
っ
さ
い
、
奇
妙
な
器
官
を
そ
な
え
て
い
た
。
考
え
て
い
る
こ

と
を
抑
制
す
る
こ
と
ほ
ど
、
声
そ
の
も
の
の
性
質
を
損
な
う
も
の
は

な
い
。
二
重
母
音
の
響
き
や
唇
音
の
勢
い
は
そ
の
影
響
を
う
け
る
。

話
し
方
も
そ
う
で
あ
る
。
わ
た
し
に
は
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
話
し
方
は

完
全
に
彼
の
書
き
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
し
、
彼
が
言

う
こ
と
も
、
本
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
と
は
ま
る
で
違
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
た
。
声
は
顔
を
覆
う
仮
面
か
ら
出
て
い
て
、
そ
の
仮
面

の
下
で
は
、
声
は
わ
た
し
た
ち
が
文
体
の
な
か
で
そ
の
ま
ま
に
見
て

い
た
顔
を
す
ぐ
に
認
め
さ
せ
る
に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
ゴ
ッ

ト
に
は
、
ノ
ル
ポ
ワ
で
な
く
と
も
気
取
っ
て
い
て
不
愉
快
な
も
の
と

し
か
思
わ
れ
な
い
話
し
方
で
話
し
始
め
る
癖
が
あ
っ
た
が
、
わ
た
し

は
そ
ん
な
会
話
の
は
し
ば
し
に
、
彼
の
著
作
の
な
か
で
と
て
も
詩
的

で
音
楽
的
な
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
部
分
と
の
正
確
な
一
致
が
あ
る

こ
と
に
気
が
つ
く
ま
で
時
間
が
か
か
っ
た
。（R

T
P
 I, 540

）

　

ひ
と
ま
ず
前
提
と
し
た
「
声
／
文
体
」
と
い
う
対
比
は
、「
話
し
方
／

書
き
方　

la d
ictio

n
 / sa m

an
ière d

’écrire

」、「
彼
が
言
う
こ
と

／
本
を
満
た
し
て
い
る
も
の les ch

o
ses q

u
'il d

isait / celles[les 

ch
o
ses] q

u
i rem

p
lissen

t ses o
u
vrages

」
あ
る
い
は
「
会
話
／
著
作 

la co
n
versatio

n
 / ses livres

」
と
言
い
換
え
ら
れ
、
よ
り
細
か
く
区

別
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
声
を
初
め
て
耳
に
し
た
時
点

で
は
、
目
の
前
に
し
て
い
る
肉
体
を
も
っ
た
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
に
よ
っ
て
「
話

さ
れ
た
言
葉
」
と
書
物
の
な
か
の
「
書
か
れ
た
言
葉
」
を
比
べ
て
い
る
こ

と
に
か
わ
り
は
な
く
、
ま
た
そ
の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。

　

書
物
の
な
か
の
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
に
慣
れ
て
い
る
主
人
公
に
と
っ
て
は
、
目

で
見
て
い
る
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
顔
は
「
仮
面
」
で
あ
り
、
そ
の
下
に
「
あ
り

の
ま
ま
の
顔
10
」
が
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
ジ
ャ
ン
・
ミ
イ
が
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、「
奥
深
く
の
わ
た
し
（le m

o
i p

ro
fo

n
d

）
の
仮
面
が
生
身

の
顔
で
あ
り
、
そ
の
わ
た
し
と
い
う
の
は
反
対
に
、
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が

あ
ら
わ
に
す
る
11
」
も
の
な
の
だ
。
こ
こ
に
は
「
口
述
（l’o

ral

）」
に
対
し

「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
」
を
優
位
に
置
く
「
わ
た
し
」
の
判
断
が
あ
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
12
。
の
ち
に
語
り
手
は
、
会
話
に
お
け
る
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
「
気

取
っ
た
不
愉
快
な
」
話
し
方
の
な
か
に
、
著
作
に
お
け
る
「
詩
的
で
音
楽

的
な
」
部
分
と
の
一
致
を
見
出
す
わ
け
だ
が
、
仮
面
の
た
と
え
で
は
、「
奇

妙
な
器
官
」
で
発
せ
ら
れ
る
声
、
仮
面
を
通
し
て
出
て
く
る
声
は
、
仮
面

の
下
に
あ
る
あ
り
の
ま
ま
の
、
そ
の
時
の
主
人
公
に
と
っ
て
は
「
真
の
顔
」
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が
持
つ
声
の
、
い
わ
ば
「
偽
の
声
」
で
し
か
な
い
。
で
は
、
あ
と
か
ら
気

づ
く
会
話
と
著
作
の
な
か
の
部
分
の
「
正
確
な
一
致
」
と
は
、
な
に
を
意

味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
両
者
の
優
劣
と
そ
の
対
比
の
関
係
の
解
消
を
意
味

す
る
の
か
と
思
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。

2

「
話
し
言
葉
」
と
「
書
き
言
葉
」
の
不
一
致
と
接
合

　

続
け
て
語
ら
れ
る
の
は
、「
話
さ
れ
る
言
葉
」
と
「
書
か
れ
る
言
葉
」
の

あ
ら
わ
れ
か
た
の
違
い
と
、
そ
の
背
後
に
あ
る
両
者
に
共
通
し
た
力
、
そ

し
て
話
さ
れ
る
こ
と
ば
の
も
つ
意
味
と
イ
メ
ー
ジ
の
微
妙
な
関
係
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
は
自
分
が
話
す
こ
と
の
な
か
に

文
章
の
も
つ
意
味
と
は
独
立
し
た
造
形
上
の
美
が
あ
る
と
み
て
い
た

が
、
人
の
話
す
こ
と
ば
は
魂
と
関
係
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
文
体
が
す

る
よ
う
に
は
表
現
す
る
こ
と
が
な
い
。
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
は
ほ
と
ん
ど
反

対
の
意
味
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
あ
る
種
の
こ
と
ば

を
詩
編
を
読
む
よ
う
に
一
本
調
子
で
語
っ
た
り
、
そ
う
い
っ
た
こ
と

ば
の
裏
に
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
追
い
か
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の

言
葉
を
ひ
と
つ
の
同
じ
音
の
よ
う
に
切
れ
目
な
く
、
う
ん
ざ
り
す
る

よ
う
な
単
調
さ
で
長
く
引
き
伸
ば
し
て
発
音
し
た
。
そ
の
よ
う
な
わ

け
で
、
気
取
っ
て
い
て
大
げ
さ
で
単
調
な
話
し
方
と
い
う
の
は
彼
の

発
言
の
美
的
な
性
質
の
し
る
し
で
あ
り
、
そ
し
て
彼
の
本
の
な
か
で

一
連
の
イ
メ
ー
ジ
と
諧
調
を
生
み
だ
し
て
い
る
の
と
同
じ
力
が
、
会

話
の
な
か
で
あ
ら
わ
れ
た
そ
の
結
果
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
が
当
初
な

か
な
か
こ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
は
、
彼
の
言
う
こ
と
が
ま

さ
し
く
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
言
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
ら
し

く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。（R

T
P
 I, 540

）

　
「
話
さ
れ
る
言
葉
／
書
か
れ
る
言
葉
」
の
対
比
は
、
内
容
で
は
な
く
、

「
話
し
方
／
書
き
方
」
の
対
比
へ
と
移
行
し
て
い
る
。
人
の
発
言
が
心
の

う
ち
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
文
章
に
書
か
れ
る
と

き
の
よ
う
に
は
表
現
さ
れ
な
い
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の

発
言
は
話
し
言
葉
ら
し
か
ら
ぬ
「
気
取
っ
て
い
て
大
げ
さ
で
単
調
な
」
調

子
を
持
っ
て
い
る
。
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
ベ
ル

ゴ
ッ
ト
特
有
の
話
し
方
が
い
く
ら
「
詩
編
を
読
む
よ
う
な
一
本
調
で
語
る

p
salm

o
d
ier

」
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
13
、
そ
れ
が
彼
の
文
体
が
持
つ

抑
揚
の
調
子
の
ほ
う
に
一
致
し
て
い
る
と
受
け
取
る
の
は
あ
や
ま
り
で
あ

り
、
ま
た
語
り
手
の
言
う
「
一
致
」
は
「
話
し
方
／
書
き
方
」
の
一
致
を
指

し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
さ
き
ほ
ど
ま
で
「
仮
面
の
顔
」
と
し
て

エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
見
せ
て
く
れ
る
顔
の
下
位
に
お
か
れ
て
い
た
生
身
の

ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
顔
か
ら
発
せ
ら
れ
る
声
は
、
や
が
て
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
著
作

の
な
か
で
響
い
て
い
る
声
と
対
等
に
な
る
。
語
り
手
が
時
間
を
経
て
気
づ

い
た
の
は
、「
彼
の
言
う
こ
と
が
ま
さ
し
く
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
言
で
あ
っ
た

が
た
め
に
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
ら
し
く
な
か
っ
た
」
と
い
う
一
節
が
示
す
よ
う

に
、「
話
し
方
／
書
き
方
」
の
あ
い
だ
の
合
致
で
は
な
く
、
こ
の
作
家
が

心
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
頭
の
中
に
あ
る
考
え
が
そ
れ
ぞ
れ
の
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声
と
な
っ
て
表
に
出
る
と
き
に
働
く
共
通
し
た
力
な
の
で
あ
る
。

　

“p
salm

o
d
ier”

と
い
う
動
詞
は
、『
フ
ラ
ン
ス
語
宝
典
』
に
よ
れ
ば
、

ミ
サ
で
聖
書
の
詩
篇 

（la p
salm

o
d
ie

） 

を
朗
誦
す
る
と
き
の
仕
方
か
ら

来
て
い
る
語
で
、
単
調
で
ゆ
っ
く
り
と
し
た
リ
ズ
ム
で
「
話
し
て
い
る
こ

と
や
く
り
返
し
て
い
る
こ
と
に
何
の
関
心
も
示
さ
ず
に
」
話
し
た
り
朗
読

す
る
こ
と
を
指
す
14
。
そ
の
よ
う
な
、
自
分
が
話
し
て
い
る
内
容
、
意
味

す
る
と
こ
ろ
に
関
心
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う
な
、
抑
揚
の
な
い
単
調
な

話
し
方
の
せ
い
で
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
は
「
ほ
と
ん
ど
反
対
の
意
味
の
こ
と
を

話
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
」
見
え
て
し
ま
う
の
だ
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、

話
し
て
い
る
こ
と
ば
が
持
つ
そ
の
ま
ま
の
意
味
と
、
そ
の
こ
と
ば
が
作
家

の
声
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
と
き
に
も
つ
イ
メ
ー
ジ
が
乖
離
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
語
り
手
は
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
単
調
な
話
し
方
の
原
因
を
、
話
を
し

な
が
ら
「
こ
と
ば
の
裏
に
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
追
い
か
け
て
い
る
」
と

き
に
出
て
し
ま
う
発
音
の
仕
方
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
彼
の
発

言
の
美
的
な
性
質
の
し
る
し
」
と
は
、
彼
が
も
の
を
書
く
と
き
に
も
同
じ

よ
う
に
お
こ
な
っ
て
い
る
「
イ
メ
ー
ジ
の
追
究
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
本
人
が
、
自
分
が
話
す
こ
と
の
な
か
に
あ
る
と
考
え

て
い
る
「
文
章
が
も
つ
意
味
と
は
独
立
し
た
造
形
上
の
美

0

0

0

0

0

」
と
は
、
語
の

持
つ
本
来
の
意
味
に
縛
ら
れ
な
い
独
自
の
イ
メ
ー
ジ
の
か
た
ち
で
あ
り
、

ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
場
合
、
そ
れ
は
こ
と
ば
の
選
択
だ
け
で
な
く
「
声
」
の
も

つ
調
子
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

話
し
言
葉
の
な
か
へ
の
書
き
言
葉
の
混
入
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
を
す
る

こ
と
に
た
い
す
る
違
和
感
に
つ
い
て
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
別
の
箇
所
で
も

書
い
て
い
る
。
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
が
窓
の
外
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
物
売
り

の
声
に
触
発
さ
れ
て
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を
ほ
し
が
る
場
面
で
は
、
彼
女
が

「
書
き
表
さ
れ
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
話
し
言
葉
の
な
か
で
性
急
に
使
う

の
を
見
て
」、
語
り
手
は
同
棲
し
て
い
る
自
分
た
ち
二
人
の
未
来
が
「
同

じ
も
の
に
な
る
は
ず
が
な
い
」
と
い
う
予
感
を
抱
く
。
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ

の
少
し
背
伸
び
し
た
た
わ
い
な
い
言
葉
遣
い
が
、
恋
愛
関
係
に
ひ
び
が

入
る
ほ
ど
の
行
為
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
の
は
、
語
り
手
に
と
っ
て
は

そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
「
も
っ
と
神
聖
な
使
い
方
の
た
め
に
と
っ
て
お

く
」
も
の
だ
か
ら
だ
15
。
ほ
か
に
も
、
書
き
言
葉
の
ほ
う
に
話
し
言
葉
を

混
ぜ
た
例
と
し
て
は
、
野
心
家
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
、
モ
レ
ル
が
、
仲

違
い
し
た
シ
ャ
ル
リ
ュ
ス
男
爵
を
こ
き
下
ろ
す
た
め
に
書
い
た
時
評
記
事

が
あ
る
。
そ
れ
は
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
を
真
似
て
書
か
れ
て
い
て
、
な
か
な
か

「
巧
み
な
」
出
来
で
は
あ
る
が
、
文
体
は
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
書
き
言
葉
で
は

な
く
「
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
流
の
会
話
」
を
「
書
き
言
葉
か
ら
話
し
言
葉
へ
の
置

き
換
え
を
経
る
こ
と
な
く
」
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
語

り
手
は
そ
れ
を
見
抜
い
て
「
こ
の
口
述
の
受
精
は
と
て
も
め
ず
ら
し
い
の

で
こ
こ
で
言
及
し
て
お
き
た
か
っ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
不
毛
な
花
し
か
生

ま
な
い
」
と
結
ぶ
16
。「
口
述
の
受
精 féco

n
d
atio

n
 o

rale

」
と
い
う
の

は
、
話
し
言
葉
を
書
き
言
葉
の
な
か
に
掛
け
合
わ
せ
る
と
い
う
意
味
に
取

れ
る
が
17
、
そ
れ
が
「
不
毛
な
花
し
か
生
ま
な
い
」、
つ
ま
り
実
を
結
ぶ

よ
う
な
書
き
も
の
を
生
む
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
評
価
は
、
話
し
言

葉
と
書
き
言
葉
が
そ
の
ま
ま
で
は
一
致
し
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
反
対
に
い
う
と
、「
置
き
換
えtran

sp
o
sitio

n

」
が
あ
れ
ば
、
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話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
接
合
は
実
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。

3　
“D

oux C
hantre 

穏
や
か
な
詩
人
”
ベ
ル
ゴ
ッ
ト

　
「
置
き
換
え
」
に
つ
い
て
は
、
件
の
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
声
に
つ
い
て
語
る

場
面
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
語
り
手
に
と
っ
て
、
慣
れ
親
し
ん
だ
書
物

の
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
と
目
の
前
で
声
を
発
す
る
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
「
書
か
れ
た
言

葉
／
話
さ
れ
た
言
葉
」
は
「
別
の
次
元
」
に
あ
る
か
の
よ
う
に
異
な
っ
て

い
た
が
、
置
き
換
え
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
は
同
じ
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の

発
す
る
言
葉
と
な
る
（「（
仮
面
か
ら
発
せ
ら
れ
た
、
誰
の
も
の
か
判
然
と
し
な

い
）
言
葉
は
、
本
の
こ
と
ば
と
は
別
の
次
元
に
あ
っ
て
、
置
き
換
え
を
必
要
と

す
る
。﹇
…
﹈
置
き
換
え
の
お
か
げ
で
彼
の
話
し
言
葉
の
中
に
書
き
言
葉
の
文
体

の
骨
組
み
を
見
つ
け
た
﹇
…
﹈」（R

T
P
 I, 542–543

））。
こ
の
「
置
き
換
え
」

が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
は
、
モ
レ
ル
の
時
評
記
事
の
箇
所
と
同
様
、

具
体
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
「
別
の
次
元
」
に
あ
る
と
さ

れ
た
声
と
文
体
は
、
徐
々
に
そ
の
違
い
よ
り
も
つ
な
が
り
の
方
に
話
が
傾

い
て
く
る
。

　

当
然
な
が
ら
文
体
に
も
音
の
要
素
は
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
18
、
書
か

れ
た
文
章
の
な
か
に
も
調
子
や
抑
揚
が
あ
る
。
少
し
前
に
「
書
物
の
な
か

で
響
い
て
い
る
声
」
と
い
う
表
現
を
も
ち
い
た
が
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
と
い
う

作
家
は
、「
そ
の
発
言
よ
り
も
本
の
な
か
で
の
ほ
う
が
、
よ
り
い
っ
そ
う

多
く
の
抑
揚
や
口
調
が
あ
り
」（R

T
P

 I, 543

）、「
声
／
文
体
」
の
区
別
を

「
話
し
て
い
る
と
き
の
声
／
書
い
て
い
る
と
き
の
声
」
と
言
い
換
え
て
も

よ
い
ほ
ど
に
、
書
き
言
葉
と
声
の
つ
な
が
り
の
深
い
作
家
で
あ
る
。
語
り

手
が
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
こ
と
を
「
穏
や
か
な
詩
人d

o
u
x C

h
an

tre

」（R
T

P
 

I, 541

）
と
呼
ぶ
の
も
そ
の
た
め
だ
ろ
う
。
詩
人
を
指
す“ch

an
tre”

と
は
、

も
と
も
と
聖
歌
隊
を
司
る
長
の
こ
と
で
、「
歌
う
人
」
を
意
味
す
る
19
。

ま
た
第
一
巻
「
ス
ワ
ン
家
の
ほ
う
へ
」
で
の
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
に
出
会
う
前

の
少
年
時
代
の
語
り
手
に
と
っ
て
は
、
ま
だ
見
ぬ
あ
こ
が
れ
の
ベ
ル
ゴ
ッ

ト
は
「
失
意
の
老
人
」
で
あ
り
、
彼
の
見
せ
て
く
れ
る
イ
メ
ー
ジ
や
思
想

と
と
も
に
重
要
な
の
は
、
文
章
の
も
つ
抑
揚
や
口
調
で
あ
っ
た
こ
と
も
思

い
出
さ
れ
る
（「
わ
た
し
は
そ
の
著
作
か
ら
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
こ
と
を
、
子
供

を
亡
く
し
、
つ
い
に
立
ち
直
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
弱
々
し
い
失
意
の
老
人

の
よ
う
に
想
像
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
お
そ
ら
く
実
際
書
い
て
あ
る
以
上
に
ド

ル
チ
ェ
で
、
よ
り
レ
ン
ト
に
心
の
な
か
で
彼
の
散
文
を
読
み
、
歌
っ
て
い
た
の

で
、
も
っ
と
も
単
純
な
文
章
も
ほ
ろ
り
と
さ
せ
る
よ
う
な
抑
揚
で
わ
た
し
に
う

っ
た
え
か
け
て
き
た
。」（R

T
P
 I, 95–96

）
／
「﹇
…
﹈
デ
ュ
・
ブ
ル
ボ
ン
博
士

が
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
本
の
な
か
で
と
り
わ
け
好
き
だ
っ
た
の
は
、
わ
た
し
と
同
じ

で
、
こ
の
同
一
の
メ
ロ
デ
ィ
を
奏
で
る
文
の
流
れ
で
あ
り
、﹇
…
﹈
悲
し
い
箇
所

で
の
、
な
に
か
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
感
じ
や
ほ
と
ん
ど
し
わ
が
れ
た
よ
う
な
口
調

だ
っ
た
。」（R

T
P
 I, 93–94

））。

　

声
と
文
体
の
つ
な
が
り
を
示
唆
す
る
「
置
き
換
え
」
の
は
な
し
の
後
で
、

付
け
足
し
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
は
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
話
し
言
葉
と
散
文

の
な
か
の
言
葉
に
お
け
る
「
音
」
の
一
致
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

は
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
声
の
特
徴
ば
か
り
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
こ
ん
ど
は
文

体
の
特
徴
も
具
体
的
に
説
明
さ
れ
る
。
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よ
り
副
次
的
な
こ
と
で
言
え
ば
、
彼
が
会
話
の
な
か
で
頻
繁
に
出

て
く
る
あ
る
種
の
言
葉
や
形
容
詞
、
音
節
を
際
立
た
せ
、
最
後
の
音

節
を
歌
う
よ
う
に
し
て
な
に
か
し
ら
強
調
せ
ず
に
は
口
に
し
な
い
そ

れ
ら
の
語（
た
と
え
ば
彼
は
、「
顔
」と
言
う
と
き
は
い
つ
も“fi

gu
re”

で
は
な
く“visage”
を
使
い
、
何
度
も
く
り
返
さ
れ
る
ｖ
や
ｓ
や
ｇ

の
音
は
、
発
音
さ
れ
る
と
き
、
広
げ
た
手
か
ら
音
を
立
て
て
破
裂
し

て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
）
を
発
音
す
る
と
き
の
、
い
さ
さ
か
念
入

り
で
は
げ
し
い
、
風
変
わ
り
な
仕
方
は
、
散
文
の
な
か
で
彼
が
好
み

の
語
に
光
を
あ
て
て
い
る
そ
の
見
事
な
場
所
に
ぴ
っ
た
り
と
一
致
し

て
い
た
。
散
文
で
の
そ
う
い
っ
た
言
葉
は
、
前
に
あ
る
種
の
余
白
を

も
う
け
て
文
章
全
体
の
諧
調
の
な
か
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
読

む
人
は
韻
律
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
な
が
ら
そ
れ
ら
の
語

の
「
音
の
長
さ
」
を
数
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
っ
た
。（R

T
P
 I, 

543

）

  

会
話
の
な
か
で
好
き
な
こ
と
ば
の
子
音
を
破
裂
さ
せ
る
よ
う
に
強
調
し

な
が
ら
発
音
す
る
そ
の
風
変
わ
り
な
「
仕
方
」
と
、
散
文
の
な
か
で
好
み

の
語
が
置
か
れ
て
い
る
「
場
所
」
が
一
致
す
る
と
い
う
の
は
少
し
奇
妙
に

聞
こ
え
る
が
、
た
と
え
ば“visage”

と
い
う
語
が
子
音
を
強
調
し
て
発

音
さ
れ
る
と
き
に
お
の
ず
と
う
ま
れ
る
抑
揚
と
語
の
音
の
長
さ
が
、
書
か

れ
た
文
章
の
な
か
で
も
「（
語
の
）
前
に
あ
る
種
の
余
白
を
も
う
け
」
た
り
、

他
の
語
の
あ
い
だ
で
位
置
の
調
整
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
読
む
側
に
そ
の

抑
揚
を
声
と
し
て
再
現
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
直
後
に
「
と

は
い
え
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
話
し
言
葉
の
な
か
に
は
、
彼
の
本
や
ほ
か
の
作
家

た
ち
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
フ
レ
ー
ズ
の
な
か
の
語
の
外
観
を
変
え
て
し

ま
う
照
明
の
よ
う
な
も
の
が
見
出
せ
な
か
っ
た
」
と
つ
づ
け
て
お
り
、
話

し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
「
声
の
一
致
」
と
も
取
れ
る
書
き
言
葉
の
口
調
を

「
置
き
換
え
」
の
結
果
で
あ
る
と
言
い
切
る
こ
と
に
は
疑
問
符
が
つ
く
が
、

次
の
箇
所
を
読
む
と
、
少
な
く
と
も
こ
の
置
き
換
え
は
語
り
手
が
気
づ
い

た
こ
と
で
あ
っ
て
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
本
人
の
意
識
的
な
操
作
で
は
な
い
こ
と

が
わ
か
る
。

﹇
…
﹈
文
体
の
美
と
は
独
立
し
た
口
調
に
、
作
者
自
身
も
お
そ
ら
く

気
づ
い
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
口
調
が
彼
の
一
番
深
い

と
こ
ろ
に
あ
る
個
性
と
不
可
分
だ
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
が
著

作
の
な
か
で
す
っ
か
り
自
然
な
状
態
に
あ
る
と
き
に
、
彼
の
書
く
ま

っ
た
く
無
意
味
な
こ
と
ば
に
リ
ズ
ム
を
つ
け
る
の
は
こ
の
口
調
だ
っ

た
。
こ
の
口
調
は
文
章
の
な
か
で
印
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
そ
れ
を
指
し
示
す
も
の
は
な
に
も
な
い
が
、
そ
れ
で
も
お
の

ず
と
フ
レ
ー
ズ
に
付
け
加
わ
っ
て
い
て
、
読
み
手
は
そ
れ
を
ほ
か
の

仕
方
で
よ
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
口
調
は
作
家
の
な
か
に
あ
る

も
っ
と
も
は
か
な
い
も
の
で
あ
り
、
な
お
か
つ
も
っ
と
も
深
い
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
作
家
の
本
質
を
証
言
す
る
も
の
な
の

だ
﹇
…
﹈（R

T
P
 I, 543

）

　

書
き
言
葉
の
口
調
は
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
自
身
に
と
っ
て
も
頭
で
考
え
て
手
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を
加
え
る
よ
う
な
作
業
の
結
果
で
は
な
く
、
も
と
も
と
備
わ
っ
て
い
る

「
一
番
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
個
性sa p

erso
n
n
alité la p

lu
s in

tim
e

」

や
「
本
質sa n

atu
re

」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。「〈
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
流
〉

の
イ
メ
ー
ジ
や
考
え
で
﹇
…
﹈
み
ず
か
ら
の
文
章
を
飾
り
立
て
て
い
る
平

凡
な
模
倣
家
た
ち
」（R

T
P

 I, 540–541

）
に
は
決
し
て
真
似
で
き
な
い
口

調
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
文
体
論
の
な
か
で
賛
辞
を
送
っ
て

い
る
彼
の
「
咽
頭
か
ら
放
た
れ
た
文
章
20
」
の
も
つ
リ
ズ
ム
よ
う
に
、
誰

に
も
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
作
家
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た

そ
の
よ
う
な
口
調
が
ま
さ
に
作
家
の
「
本
質
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
書
き
言
葉
の
声
と
そ
の
人
に
備
わ
っ
た
個
性
と
の
関
係
は
、

『
サ
ン
ト
＝
ブ
ー
ヴ
に
反
論
す
る
』
の
結
論
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
文
学

と
批
評
を
め
ぐ
る
覚
書
」
の
は
じ
め
に
書
か
れ
て
い
る
、
少
年
に
た
と
え

ら
れ
た
二
つ
の
「
資
質le d

o
n

」
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
ひ
と
つ
は
、
あ

る
作
家
の
文
章
を
読
む
と
き
に
ほ
か
の
作
家
と
は
違
う
そ
の
作
家
な
ら
で

は
の
「
歌
の
節
」（C

SB
, 303

）
を
す
ぐ
に
聴
き
分
け
て
し
ま
う
能
力
の
こ

と
だ
が
、
興
味
深
い
の
は
、
も
う
ひ
と
つ
が
最
初
に
す
こ
し
だ
け
触
れ
た

プ
ル
ー
ス
ト
の
「
隠
喩
の
美
学
」
を
思
わ
せ
る
資
質
で
あ
り
、
こ
の
二
つ

が
同
列
に
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

わ
た
し
は
﹇
…
﹈
物
を
書
く
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
ほ
か
の
人

よ
り
も
繊
細
で
正
確
な
耳
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た

﹇
…
﹈。
こ
の
資
質
が
、
二
つ
の
考
え
や
二
つ
の
感
覚
の
あ
い
だ
に
深

い
つ
な
が
り
を
見
出
す
資
質
の
よ
う
に
、﹇
…
﹈
い
つ
も
自
分
の
な

か
に
息
づ
い
て
い
る
の
を
感
じ
て
い
た
。

　
﹇
…
﹈
病
気
が
こ
の
上
な
く
重
く
な
り
、
考
え
も
体
力
も
尽
き
て

い
る
よ
う
な
と
き
に
か
ぎ
っ
て
、
と
き
お
り
見
知
っ
て
い
る
も
う
ひ

と
り
の
わ
た
し
が
二
つ
の
考
え
の
あ
い
だ
に
つ
な
が
り
を
見
つ
け
る

﹇
…
﹈。
こ
う
し
て
す
っ
か
り
衰
え
た
わ
た
し
の
な
か
で
一
人
の
少
年

が
遊
ぶ
の
だ
が
、
彼
は
な
に
も
食
べ
る
必
要
が
な
い
、
た
だ
自
分
の

見
つ
け
た
観
念
を
見
る
よ
ろ
こ
び
だ
け
で
栄
養
が
と
れ
る
の
だ
﹇
…
﹈。

　

わ
た
し
は
自
分
の
な
か
で
遊
ん
で
い
る
こ
の
少
年
が
、
二
つ
の

印
象
や
観
念
の
あ
い
だ
に
す
べ
て
の
ひ
と
が
感
じ
取
れ
る
わ
け
で

は
な
い
微
妙
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
と
ら
え
る
、
繊
細
で
正
確
な
耳
を

持
っ
て
い
る
者
と
同
じ
人
物
に
違
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。（C

SB
, 

303–304

）

  

こ
の
一
節
の
な
か
で
は
ま
だ
「
隠
喩
」
と
い
う
言
葉
は
見
ら
れ
な
い
が
、

そ
の
美
学
の
根
本
を
説
明
す
る
文
章
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
異
な

る
二
つ
の
対
象
を
取
り
上
げ
て
そ
れ
ら
の
関
係
を
定
め
、
隠
喩
の
な
か
で

結
び
つ
け
る
こ
と
で
新
た
な
物
の
見
方
を
提
示
す
る
21
と
い
う
、
小
説
で

は
画
家
エ
ル
ス
チ
ー
ル
を
通
し
て
示
さ
れ
る
芸
術
家
と
し
て
の
才
能
と
、

作
家
の
「
歌
の
節
」、
つ
ま
り
作
家
の
書
く
文
章
が
持
つ
口
調
を
聴
き
取

る
才
能
が
、
同
じ
「
わ
た
し
」
の
重
要
な
資
質
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
自
分
の
書
き
言
葉
の
声
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
資
質
で
は

な
く
、「
聴
き
取
る
」
能
力
の
こ
と
だ
け
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、「
ひ
と
つ

の
文
章
が
よ
く
書
け
て
い
る
と
わ
か
る
の
は
、
自
分
の
咽
喉
を
通
ら
せ
て
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か
ら
の
こ
と
だ
22
」
と
言
う
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
よ
う
に
、「
繊
細
で
正
確
な

耳
」
が
な
け
れ
ば
、
自
分
だ
け
の
口
調
、
書
き
言
葉
の
声
を
持
つ
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
や
は
り
、
引
用
し
た
断
章
の
最
後
に
書
か
れ

て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
少
年
は
「〈
個
別
〉
の
な
か
で
は
ま
た
た
く
間
に
死

ん
で
し
ま
い
、〈
普
遍
〉
に
お
い
て
は
直
ち
に
浮
か
び
上
が
っ
て
、
ふ
た

た
び
生
き
は
じ
め
る
」
存
在
で
あ
り
、「
わ
た
し
」
の
「
本
を
書
い
て
く
れ

る
の
は
彼
し
か
い
な
い
」
の
で
あ
る
23
。

4　
「
置
き
換
えtransposition

」
の
才
能
、「
個
」
か
ら
「
普
遍
」
へ

　

ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
書
き
言
葉
の
口
調
が
生
ま
れ
持
っ
た
資
質
で
あ
る
こ
と

は
、
ふ
た
た
び
話
す
と
き
の
声
の
特
徴
の
話
に
戻
っ
て
さ
ら
な
る
展
開
を

見
せ
る
。
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
話
し
言
葉
の
な
か
に
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
る

独
特
な
発
声
法
―
「
陽
気
な
フ
レ
ー
ズ
の
終
わ
り
の
数
語
に
出
て
く
る

な
に
か
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
で
し
ゃ
が
れ
た
声
や
、
悲
し
げ
な
文
句
の
終
わ
り

に
あ
る
弱
々
し
い
、
消
え
入
り
そ
う
な
話
し
方
24
」（R

T
P
 I, 544

）
―

は
、
彼
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
兄
弟
姉
妹
に
も
共
通
す
る
ベ
ル
ゴ

ッ
ト
家
の
発
声
法
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
が
（「
子
供
の
頃
の
〈
大
作

家
〉
を
知
る
ス
ワ
ン
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
頃
の
彼
に
は
、
兄
弟
姉
妹
と

同
様
に
、
は
げ
し
く
陽
気
な
叫
び
声
と
ゆ
っ
く
り
と
し
た
物
憂
げ
な
さ
さ
や
き

声
が
交
互
に
で
て
く
る
家
族
固
有
の
抑
揚
が
聞
か
れ
た
﹇
…
﹈」（R

T
P

 I, 544

））、

こ
の
発
声
法
が
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
散
文
の
声
へ
と
「
置
き
換
え
」
ら
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

ど
ん
な
に
特
殊
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
か
ら
漏
れ
出
る
こ
の
よ

う
な
音
は
は
か
な
い
も
の
で
、
人
間
よ
り
も
生
き
な
が
ら
え
る
こ
と

は
な
い
。
し
か
し
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
一
家
の
発
声
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

と
い
う
の
も﹇
…
﹈、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
は
歓
喜
の
喧
騒
で
く
り
返
さ
れ
た
り
、

悲
し
み
の
た
め
息
で
滴
り
落
ち
る
よ
う
な
言
葉
を
長
引
か
せ
る
こ
の

仕
方
を
、
自
分
の
散
文
の
な
か
に
移
し
替
え
、
定
着
さ
せ
た
か
ら
で

あ
る
。
彼
の
本
に
は
、
こ
の
よ
う
な
音
の
響
き
の
蓄
積
が
長
く
引
き

延
ば
さ
れ
る
文
章
の
終
わ
り
方
が
あ
り
、
そ
れ
は
指
揮
者
が
棒
を
置

く
ま
で
い
つ
ま
で
も
終
わ
ら
ず
、
何
度
も
末
尾
の
カ
デ
ン
ツ
ァ
を
繰

り
返
す
オ
ペ
ラ
の
序
曲
の
最
終
和
音
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に

わ
た
し
は
、
そ
の
な
か
に
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
家
の
発
声
の
金
管
楽
器
た
る

音
楽
的
な
等
価
物
を
見
出
し
た
。
し
か
し
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
は
そ
れ
を
本

の
な
か
に
移
す
と
、
無
意
識
に
発
言
の
な
か
で
は
使
う
の
を
や
め
て

し
ま
っ
た
。（R

T
P

 I, 544

）

　
「
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
家
の
発
声
の
金
管
楽
器
た
る
音
楽
的
な
等
価
物
」
と
い

う
表
現
が
し
め
す
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
「
話
し
言
葉
の
声
」

と
「
書
き
言
葉
の
声
」
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
「
置
き

換
え
」
を
介
し
て
共
存
し
て
い
た
「
話
し
言
葉
の
声
」
と
「
書
き
言
葉
の

声
」
は
い
ま
い
ち
ど
関
係
を
変
え
、
そ
の
発
声
の
方
法
、「
話
し
言
葉
の

声
」
は
本
の
な
か
へ
「
移
し
替
えtran

sp
o
ser

」
ら
れ
て
「
書
き
言
葉
の

声
」
に
な
っ
た
あ
と
、
ま
る
で
役
目
を
終
え
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ

る
。
ダ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヴ
ァ
ゴ
は
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
声
を
扱
っ
た
論
考
の
な
か
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で
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
〝accen

t 

抑
揚
、
口
調
〞
と
い
う
語
を
話
し
言
葉
の

口
調
か
ら
書
き
言
葉
の
口
調
へ
と
意
味
を
ず
ら
し
て
使
っ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
が
25
、
お
な
じ
よ
う
に
〝tran

sp
o
sitio

n
/ tran

sp
o
ser

置
き
換
え
／
移
し
替
え
る
〞
の
使
い
か
た
に
も
「
意
味
の
ず
ら
し
」
が
見

て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
は
じ
め
に
相
容
れ
な
い
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
た

「
声
／
文
体
」
の
対
比
は
、
い
く
つ
も
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
と
も
に
、
出
来

事
を
回
想
す
る
語
り
手
の
、
時
間
を
経
て
の
解
釈
も
ふ
く
み
な
が
ら
徐
々

に
関
係
を
変
え
て
、
両
者
の
つ
な
が
り
の
ほ
う
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
そ

の
過
程
で
出
て
き
た“tran

sp
o
sitio

n
/ tran

sp
o
ser”

と
い
う
語
は
、
ベ

ル
ゴ
ッ
ト
の
声
が
「
話
し
言
葉
」
と
「
書
き
言
葉
」、
二
つ
の
異
な
る
あ
ら

わ
れ
か
た
を
す
る
と
き
に
な
さ
れ
る
「
置
き
換
え
」
と
い
う
意
味
と
、「
話

し
言
葉
の
声
」
が
「
書
き
言
葉
の
声
」
へ
と
「
移
し
替
え
ら
れ
る
」
と
い
う

意
味
を
あ
わ
せ
て
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に

も
み
え
る
微
妙
な
「
ず
れ
」
は
し
か
し
な
が
ら
、
展
開
を
追
っ
て
い
く
と
、

芸
術
家
の
「
天
才
」
に
つ
い
て
の
話
の
な
か
に
響
い
て
い
る
。

　

ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
声
と
文
体
に
つ
い
て
の
語
り
手
の
注
釈
は
、
こ
の
大
作

家
を
例
に
「
天
才
」
の
何
た
る
か
を
語
る
あ
た
り
で
終
わ
り
を
迎
え
る
26

が
、
そ
の
要
点
と
も
い
え
る
二
つ
の
側
面
の
説
明
に
お
い
て
、「
置
き
換

え
」
の
意
味
の
ず
れ
が
「
声
」
と
「
芸
術
作
品
の
創
造
」
を
つ
な
ぐ
役
目
を

果
た
し
て
い
る
。
少
し
長
い
が
引
用
し
て
み
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
天
才
と
は
、
ま
た
並
は
ず
れ
た
才
能
で
さ
え
、
ほ

か
の
人
よ
り
優
れ
た
知
的
な
要
素
や
社
会
的
な
洗
練
と
い
う
も
の
か

ら
き
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
ら
を
変
形
し
、
置
き
換
え
る
能
力

か
ら
生
ま
れ
る
。
電
灯
で
液
体
を
温
め
る
た
め
に
は
、
で
き
る
だ
け

強
い
電
灯
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、
電
流
が
光
を
出
す
の
を
や
め
て

流
れ
を
変
え
、
光
の
代
わ
り
に
熱
を
出
す
よ
う
な
電
灯
を
使
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。﹇
…
﹈
同
様
に
、
天
才
的
な
作
品
を
生
み
出
す
人

た
ち
と
い
う
の
は
、
こ
の
上
な
く
洗
練
さ
れ
た
環
境
で
暮
ら
し
、
は

な
や
か
な
会
話
や
広
い
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
る
人
た
ち
で
は
な
く
、

突
然
自
分
の
た
め
に
生
き
る
の
を
や
め
て
、
自
分
の
人
格
を
鏡
の
よ

う
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
力
を
持
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。﹇
…
﹈
天

才
と
は
、
こ
の
映
し
出
す
力
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
映
し
出
さ
れ
た

光
景
に
内
在
す
る
美
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
。（R

T
P

 I, 544–545

）

　

ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
発
声
法
の
ほ
か
の
特
徴
は
、
も
は
や
家
族
の
面
々

で
は
な
く
、
同
時
代
の
他
の
作
家
た
ち
に
共
通
し
て
み
ら
れ
た
。
彼

よ
り
年
下
の
作
家
で
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
を
認
め
な
い
と
言
い
出
し
、
い

か
な
る
知
的
な
親
縁
関
係
も
な
い
と
主
張
す
る
者
で
も
、
彼
が
絶
え

ず
く
り
返
す
お
な
じ
副
詞
や
前
置
詞
を
使
い
、
お
な
じ
文
章
の
組

み
立
て
か
た
を
し
て
﹇
…
﹈
望
ま
ず
と
も
そ
の
血
縁
を
示
し
て
い
た
。

お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
若
い
作
家
た
ち
は
﹇
…
﹈
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
に
会
っ

た
こ
と
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
考
え
方
は
彼

ら
の
な
か
に
移
植
さ
れ
て
、
そ
の
統
辞
法
や
口
調
に
変
化
を
与
え
て

い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
口
調
と
い
う
の
が
知
的
独
創
性
と
必
然
的
な

関
係
に
あ
る
も
の
な
の
だ
。（R

T
P

 I, 545

）
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ひ
と
つ
目
の
引
用
で
天
才
の
能
力
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
「
変
形

し
、
置
き
換
え
る
能
力 la facu

lté d
e [les] tran

sfo
rm

er et d
e [les] 

tran
sp

o
ser

」
は
、「
話
し
言
葉
」
と
「
書
き
言
葉
」
を
つ
な
い
で
い
た
置

き
換
え
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
生
み
出
さ
れ
た
個
々

の
芸
術
作
品
が
も
つ
「
美
点q

u
alité

」
で
は
な
く
、
そ
れ
を
生
み
だ
す
に

至
っ
た
変
形
と
置
き
換
え
の
力
に
天
才
を
見
て
い
る
。「
自
分
の
人
格
を

鏡
の
よ
う
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
力le p

o
u
vo

ir [...] d
e ren

d
re leu

r 

p
erso

n
n
alité p

areille à u
n
 m

iro
ir

」
も
ま
た
同
じ
こ
と
で
、
鏡
に

何
が
映
る
の
か
、
映
す
の
か
は
こ
こ
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で

「
映
す
能
力
」
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
〝tran

sp
o
ser

置
き
換
え
る
〞
に
加
え
て
、
意
味
は
異
な
る
が
類
義
語

と
い
え
る
〝tran

sfo
rm

er

変
形
す
る
〞（
あ
る
い
は
〝ren

d
re 

…
を
〜
に

す
る
〞）
と
い
う
語
を
そ
ば
に
置
い
て
い
る
の
も
別
の
「
ず
ら
し
」
の
効
果

と
言
え
よ
う
。
ふ
た
つ
目
の
引
用
が
示
す
天
才
の
側
面
は
、
そ
れ
が
お
の

ず
と
ほ
か
の
人
た
ち
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
家
族
内
で
共
有
さ

れ
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
自
身
が
影
響
を
受
け
て
い
た
「
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
家
の
発
声

法
」
は
、
同
時
代
の
ほ
か
の
若
い
作
家
た
ち
に
も
影
響
し
て
い
く
。
ベ
ル

ゴ
ッ
ト
が
自
身
の
発
声
法
を
「
移
し
替
え
てtran

sp
o
ser

」
で
き
た
著
作

は
、
そ
れ
に
触
れ
た
若
い
作
家
た
ち
に
大
作
家
の
考
え
方
を
「
移
植
し
て

in
o
cu

ler

」、
彼
ら
の
統
辞
法
や
口
調
を
変
え
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
こ

ち
ら
は
さ
き
ほ
ど
ず
ら
さ
れ
た
意
味
と
し
て
指
摘
し
た
、
一
方
か
ら
他

方
へ
と
移
し
替
え
ら
れ
る
、
と
い
う
意
味
で
の“tran

sp
o
ser”

に
重
ね

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
、
別
の
類
義
語

〝in
o
cu

ler

移
植
す
る
、
接
種
す
る
〞
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
動
詞
は

医
学
用
語
と
し
て
な
じ
み
が
あ
る
が
、
も
と
は
〝greffer/ greffe en

 

écu
sso

n

接
木
す
る
／
芽
接
ぎ
〞
を
指
し
27
、
別
の
と
こ
ろ
に
新
た
な
芽

を
植
え
付
け
、
繁
殖
を
う
な
が
す
意
味
合
い
を
持
つ
28
。

　

ベ
ル
ゴ
ッ
ト
あ
る
い
は
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
家
の
個
性
が
一
人
な
ら
ず
の
若
い

世
代
の
作
家
た
ち
に
移
植
さ
れ
、
新
た
な
芽
を
吹
い
て
伝
播
し
て
い
く
様

子
に
は
、
先
に
言
及
し
た
論
考
で
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
が
ふ
た
つ
目
の
引
用

と
同
じ
箇
所
を
引
き
な
が
ら
指
摘
し
て
い
る
「
個
と
公le p

ro
p
re et le 

p
u
b
lic

」
の
関
係
の
理
論
29
、
ま
た
は
「
個
別le p

articu
lier

」
の
な
か

で
は
死
に
絶
え
、「
普
遍le gén

éral

」
の
な
か
で
息
を
吹
き
返
す
「
資
質
」

に
た
と
え
ら
れ
た
少
年
の
姿
を
重
ね
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
確

認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
芸
術
作
品
の
創
造
を
め
ぐ
る
個
か
ら
普
遍

へ
の
流
れ
に
お
い
て
、「
個
」
の
出
発
点
は
ひ
と
り
の
人
間
の
思
考
や
経

験
な
ど
で
は
な
く
、
意
味
や
内
容
か
ら
の
が
れ
た
「
声
」
そ
の
も
の
だ
と

い
う
こ
と
だ
。
引
用
の
最
後
に
あ
る
と
お
り
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
強
調
す
る

の
は
、「
知
的
独
創
性
と
必
然
的
な
関
係
に
あ
る
」
の
は
あ
く
ま
で
声
を

特
徴
づ
け
る
「
口
調l’accen

t

」
で
あ
り
、
そ
の
口
調
で
語
ら
れ
る
内
容

で
は
な
い
。
そ
し
て
さ
ら
に
言
え
ば
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
声
は
注
釈
を
か
さ

ね
、
細
か
に
解
説
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
ど
の

よ
う
な
声
で
ど
の
よ
う
な
口
調
な
の
か
、
読
者
が
み
な
一
致
し
て
想
像
で

き
る
ひ
と
つ
の
声
と
い
う
も
の
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
声

は
、
語
り
手
の
差
し
出
す
手
が
か
り
か
ら
読
者
が
想
像
し
て
つ
く
ら
れ
る

声
な
の
で
あ
る
。
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結
　

ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
声
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
仔
細
な
説
明

の
か
た
わ
ら
で
直
接
話
法
に
よ
る
口
調
の
再
現
と
い
う
も
の
が
行
わ
れ

て
い
な
い
。
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
声
と
文
体
に
ま
つ
わ
る
話
が
ひ
と
段
落
し

た
あ
と
、
彼
が
評
価
す
る
女
優
、
ラ
・
ベ
ル
マ
の
演
技
に
つ
い
て
語
る
直

接
話
法
の
せ
り
ふ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
に
つ
い
て
の
彼
の
広
い
知
識

を
垣
間
見
せ
る
役
目
も
果
た
し
て
お
り
、
口
調
よ
り
も
も
っ
ぱ
ら
内
容
に

重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
登
場
人
物
の
口
を
借
り
て
は
、
し
ば
し
ば
そ
の

奇
妙
な
口
調
を
再
現
し
て
み
せ
る
プ
ル
ー
ス
ト
が
（
例
え
ば
ゲ
ル
マ
ン
ト

公
爵
夫
人
が“cu

ltu
re”

を
発
音
す
る
と
き
の
「
ラ
・
ク
ク
ク
ク
ル
ト
ゥ

ー
ル la k

k
k
k
u
ltu

r

」
と
い
う
口
調
（R

T
P

 V
I, 583

）、
あ
る
い
は
マ
ル

サ
ン
ト
夫
人
が
「
光
栄h

o
n
n
eu

r

で
し
た
」
と
言
う
と
き
の
「
こ
う
ー
え

いh
o
n
–n

eu
r

で
し
た
わ
」（R

T
P
 II, 548

） 

と
い
う
発
音
な
ど
）、
声
を

主
題
と
し
て
い
る
場
面
で
そ
れ
を
お
こ
な
わ
な
い
の
は
意
図
的
で
あ
ろ
う
。

ど
の
読
者
も
が
お
よ
そ
こ
う
だ
ろ
う
と
想
像
し
う
る
何
か
を
提
示
し
な
い
、

あ
る
い
は
提
示
し
た
こ
と
に
し
な
い
、
と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
、
反
対
に

い
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
読
者
が
自
由
に
想
像
す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
声
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
言
葉
が
本
来

の
意
味
を
離
れ
て
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
話
に
は
先
ほ
ど

少
し
触
れ
た
。
エ
ル
ス
チ
ー
ル
に
お
い
て
は
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
が
問
題
と

な
る
の
に
対
し
て
、
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
書
く
も
の
、
話
す
こ
と
に
ま
つ
わ
る

視
覚
的
な
要
素
に
つ
い
て
は
、
こ
の
場
面
の
な
か
で
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い

う
言
葉
が
し
き
り
に
使
わ
れ
て
い
る
（「
彼
は
わ
け
て
も
、
あ
る
種
の
イ
メ

ー
ジ
だ
け
を
心
底
好
む
、
そ
う
い
っ
た
人
物
だ
っ
た
」（R

T
P
 I, 549

））。「
自

分
の
人
格
を
鏡
の
よ
う
に
変
え
て
し
ま
う
」
天
才
の
力
、
そ
し
て
「
読
者

が
自
分
自
身
を
読
む
」
こ
と
の
で
き
る
理
想
の
書
物
の
背
景
に
は
、
プ
ル

ー
ス
ト
が
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
に
お
け
る
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
言
葉
に
持
た
せ

て
い
る
意
味
、
そ
の
中
心
が
読
者
の
想
像
を
お
さ
め
る
た
め
に
空
白
に
な

っ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
「
イ
メ
ー
ジ
」
が
か
か
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
の
検
討
に
つ
い
て
は
次
の
展
開
と
し
た
い
。

註1 

「﹇
…
﹈
わ
た
し
は
バ
ル
ベ
ッ
ク
で
気
が
つ
い
た
が
、
彼
（
エ
ル
ス
チ

ー
ル
）
と
同
じ
仕
方
で
、
彼
女
（
セ
ヴ
ィ
ニ
エ
夫
人
）
は
わ
た
し
た
ち
に

も
の
ご
と
を
ま
ず
は
そ
の
原
因
か
ら
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
わ
た
し

た
ち
の
知
覚
の
順
序
に
な
ら
っ
て
提
示
す
る
。」、「﹇
…
﹈
彼
女
（
セ
ヴ

ィ
ニ
エ
夫
人
）
は
彼
（
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
）
が
人
物
の
性
格
を
描
い
た

の
と
同
じ
方
法
で
風
景
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
﹇
…
﹈」

（R
T

P
 II, p

. 14.

『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
か
ら
の
引
用
は
略
名R

T
P

を
用
い
て
巻
号
と
頁
数
を
記
し
、
一
箇
所
の
み
直
接
引
用
し
た
場
合

は
本
文
中
に
記
載
。
以
下
の
版
を
使
用
す
る
。M

arcel P
ro

u
st, À

 la
 

rech
erch

e d
u

 tem
ps perd

u
, éd

itio
n
 p

u
b
liée so

u
s la d

irectio
n
 

d
e Jean

–Y
ves Tad

ié, P
aris, G

allim
ard

, co
ll. ‹B

ib
lio

th
èq

u
e d

e 

la P
léiad

e›, 1987–1989, 4 vo
l. 

）

2 
「﹇
…
﹈
真
実
は
、
作
家
が
異
な
る
二
つ
の
も
の
を
取
り
上
げ
て
そ
の
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関
係
を
さ
だ
め
、﹇
…
﹈
そ
れ
ら
を
美
し
い
文
体
の
必
然
的
な
環
の
な
か

に
閉
じ
込
め
る
と
き
に
の
み
始
ま
る
。
ま
た
、
人
生
と
お
な
じ
で
、
二

つ
の
感
覚
に
共
通
し
た
性
質
を
比
較
し
て
、
時
間
の
偶
然
性
か
ら
守
る

た
め
に
、
そ
れ
ら
を
隠
喩
の
な
か
で
互
い
に
結
び
つ
け
て
そ
の
共
通
し

た
本
質
を
引
き
出
す
と
き
に
し
か
始
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。」（R

T
P
 IV, p

. 
468.)

3 
R

T
P
 II, p

. 191.

4 

こ
の
プ
ル
ー
ス
ト
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、「
模
作
」
を
テ
ー
マ
に
し
た

拙
稿
を
参
考
に
さ
れ
た
い
。「
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
け
る〝
言
表
の
二
重
化
〞

―
〈
模
作
〉
を
め
ぐ
る
言
の
周
辺
で
―
」、『
明
學
佛
文
論
叢
49
』、
明

治
学
院
大
学
文
学
会
、
二
〇
一
六
年
、
七
七
〜
一
〇
九
頁
。

5 

他
の
登
場
人
物
の
声
や
話
し
方
に
つ
い
て
の
論
考
も
数
多
く
あ
る
が
、

ベ
ル
ゴ
ッ
ト
に
言
及
さ
れ
て
い
る
主
要
な
も
の
と
し
て
以
下
を
挙
げ
て

お
く
。E

m
ily E

ells, « P
ro

u
st à sa m

an
ière », in

 Littéra
tu

re, n° 
4
6, 19

82
, p

p
. 105

–123. / Jean
 M

illy, La
 ph

ra
se d

e P
rou

st : 
d

es ph
ra

ses d
e B

ergotte a
u

x ph
ra

ses d
e V

in
teu

il , G
en

ève–

P
aris, Slatk

in
e rep

rin
ts, 19

83./ Serge G
au

b
ert, “C

ette erreu
r 

q
u

i est la
 vie” P

rou
st et la

 représen
ta

tion
, Lyo

n
, P

resses 

U
n
iversitaires d

e Lyo
n
, 2

0
0
0./ A

n
to

in
e C

o
m

p
ag

n
o
n
, « O

n
 

cro
it être o

rig
in

al, et o
n
 s’ap

erço
it q

u
’o

n
 a ju

ste été typ
iq

u
e 

», in
 O

rigin
a

lités d
e M

a
rcel P

rou
st , éd

. P
h
ilip

p
e C

h
ard

in
, 

P
aris, K

im
é, 2010. (h

ttp
://w

w
w

.co
llege–d

e–fran
ce.fr/m

ed
ia/

a
n
to

in
e
–
co

m
p

ag
n
o
n

/U
P
L1

8
8
0
7_16

_
A

.C
o
m

p
ag

n
o
n

_
O

n
_

cro
it_

_tre_o
rig

in
al.p

d
f) / P

ierre–M
arie H

éro
n
, «Littératu

re 

et co
n
versatio

n
 au

 X
X

e siècle : P
ro

u
st (en

co
re) », in

 R
evu

e 
d

’h
istoire littéra

ire d
e la

 F
ra

n
ce , P

resses U
n
iversitaires 

d
e
 F

ra
n
ce

, vo
l. 110

, 2
010

/1
, p

p
.9

3
–111

./ D
av

id
e
 V

ag
o
, 

«P
ro

u
st, fu

ir l’o
ralité p

o
u
r tro

u
ver u

n
 accen

t», in
 L’A

N
A

LISI 
L

IN
G

U
IS

T
IC

A
 E

 L
E

T
T

E
R

A
R

IA
, F

a
c
o

ltà
 d

i S
c
ie

n
z
e 

Lin
g
u
istich

e e Letteratu
re stran

iere, U
n
iversità C

atto
lica d

el 

Sacro
 C

u
o
re, A

n
n
o
 X

X
II, 1–2/2

014, p
p
. 39

–4
4.

6 
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
準
備
段
階
と
も
い
え
る
草
稿
を
ま
と
め

た
『
サ
ン
ト
＝
ブ
ー
ヴ
に
反
論
す
る
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
サ
ン
ト

＝
ブ
ー
ヴ
の
方
法
」
に
お
い
て
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
こ
の
批
評
家
が
孤
独

の
な
か
で
自
分
自
身
と
向
き
合
う
こ
と
で
成
さ
れ
る
「
文
学
」
の
仕
事

と
社
会
生
活
の
な
か
で
の
「
会
話
」
の
間
に
区
別
を
設
け
て
い
な
い
こ

と
を
批
判
し
て
い
る
。C

f. M
arcel P

ro
u
st, C

on
tre Sa

in
te–B

eu
ve 

précéd
é d

e P
a

stich
es et m

éla
n

ges et su
ivi d

e E
ssa

is et a
r-

ticles , éd
itio

n
 étab

lie p
ar P

ierre C
larac avec la co

llab
o
ratio

n
 

d
’Y

ves San
d
re, P

aris, G
allim

ard
, co

ll.‹B
ib

lio
th

èq
u
e d

e la 

P
léiad

e›, 1971

（
以
下C

SB

と
略
記
）, p

. 219 ssq
.

7 

言
語
表
現
に
お
け
る
同
じ
か
た
ち
、
も
し
く
は
パ
タ
ー
ン
の
繰
り
返

し
の
う
ち
、
反
転
し
た
も
の
（A

B
/B

’A
’

）（『
レ
ト
リ
ッ
ク
事
典
』、
佐
々

木
健
一
監
修
、
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
五
六
頁
参
照
）。
／

«[...] so
it q

u
atre élém

en
ts lin

gu
istiq

u
es, d

u
 n

iveau
 m

in
im

al 

d
e la lex

ie, q
u
i se su

iven
t, d

e typ
e 1

–2
–3

–4
, si 3

 =
 1

’ et 

4 =
 2’, o

n
 p

eu
t écrire la m

êm
e su

ccessio
n
 1 2 1’ 2’ —

 p
as d

e 

ch
iasm

e ; si o
n
 écrit la su

ccessio
n
 1 2 2’ 1’ , il y a ch

iasm
e.» 

(G
eo

rges M
o
lin

ié, É
lem

en
ts d

e stylistiqu
e fra

n
ça

ise , P
aris, 

P
resses U

n
iversitaires d

e Fran
ce, co

ll. ‹Lin
gu

istiq
u
e n

o
u
velle›, 

p
. 102–103.)

8 
A

n
to

in
e C

o
m

p
agn

o
n
, art. cit., p

. 5.

9 

「
書
か
れ
た
言
葉
＝
文
体
」
か
の
よ
う
な
表
現
は
少
々
乱
暴
で
は
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
文
体style

と
い
う
語
の
汎
用
性
に
拠
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る
。(« Style, stylistiq

u
e, [...] Style ro

m
an

, [...] style p
ro

u
stien

, 

[...] Q
u
estio

n
 d

e style [[...] .P
arle–t–o

n
 en

co
re d

e la m
êm

e 

ch
o
se ? C

ertain
em

en
t p

as, m
ais o

n
 u

tilise d
an

s to
u
s les cas 

le m
êm

e m
o
t. Le m

o
t style . » (É

ric B
o
rd

as, « Style» u
n

 m
ot et 

d
es d

iscou
rs , P

aris, K
IM

É
, 2008, p

. 9.))

10 
こ
の
表
現
に
該
当
す
る
引
用
内
の
原
文
は
以
下
の
箇
所
。
便
宜
上

短
い
か
た
ち
に
言
い
換
え
た
。« u

n
 visage q

u
e n

o
u
s avo

n
s vu

 à 

d
éco

u
vert d

an
s le style »

11 
Jean

 M
illy, op. cit. , p

. 40–41. 

12 
C
f. R

T
P

 I, p
. 1387, n

o
te 2.

13 

ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
単
調
な
話
し
方
へ
の
違
和
感
と
そ
の
文
体
と
の
つ
な

が
り
の
発
見
は
、
同
じ
篇
の
最
初
に
語
ら
れ
る
『
フ
ェ
ー
ド
ル
』
観
劇

の
場
面
の
ひ
と
つ
の
描
写
と
共
通
し
て
い
る
。「
わ
た
し
」
は
初
め
て
観

る
ラ
・
ベ
ル
マ
（
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
が
最
高
の
評
価
を
与
え
て
い
る
女
優 C

f. 
R

T
P
 I, p

. 96.

）
の
朗
唱
や
演
技
に
期
待
し
て
い
た
よ
う
な
抑
揚
や
美

し
い
仕
草
を
見
出
せ
ず
落
胆
し
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
そ
の
単
調
さ
が

意
図
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
気
づ
い
て
失
望
が
賞
賛
へ
と
変
わ
る
。C

f. 
R

T
P
 I, p

. 440–441.

14 
« P

arler, réciter su
r u

n
 to

n
 m

o
n
o
to

n
e, u

n
 ryth

m
e égal et 

len
t, en

 n
e m

o
n
tran

t au
cu

n
 in

térêt p
o
u
r ce q

u
e l’o

n
 d

it o
u
 

rép
ète. » (“p

salm
o
d
ier”, T

résor d
e la

 La
n

gu
e fra

n
ça

ise in
-

form
a

tisé, version
 en

 lign
e, (T

LFi)).

15 
R

T
P
 III, p

. 636. 

こ
の
先
に
は
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
が
地
形
や
風
景
に

見
立
て
て
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
魅
力
に
つ
い
て
語
る
セ
リ
フ
が
書
か
れ

て
お
り
、
語
り
手
は
そ
れ
を
「
い
さ
さ
か
上
手
く
言
い
す
ぎ
て
い
る
と

思
っ
た
」
と
言
う
。

16 
R

T
P
 IV, p

. 347. 
17 

« féco
n
d
atio

n
 »

は
、『
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
Ⅰ
』
の
は
じ
め
に
あ
る
シ

ャ
ル
リ
ュ
ス
と
ジ
ュ
ピ
ア
ン
の
出
会
い
の
場
面
で
、
同
性
愛
者
の
二
人

の
や
り
取
り
を
マ
ル
ハ
ナ
バ
チ
と
花
に
喩
え
て
描
写
す
る
と
き
に
象
徴

的
に
使
わ
れ
る
語
で
あ
る
が
、
植
物
の
受
精
に
つ
い
て
の
説
明
の
な
か

に
も
（
本
論
の
文
脈
と
は
直
接
関
わ
り
な
い
が
）
文
学
に
つ
い
て
の
言

及
が
あ
る
（「
わ
た
し
の
考
察
は
、
の
ち
に
描
く
こ
と
に
な
る
流
れ
を
た

ど
っ
て
、
花
々
の
明
ら
か
な
策
略
か
ら
、
文
学
作
品
に
お
け
る
無
意
識

の
領
域
に
つ
い
て
の
結
論
を
す
で
に
引
き
出
し
て
い
た
﹇
…
﹈」（R

T
P
 

III,  5.

））。

　
　

ま
た
、
こ
の
文
学
に
ま
つ
わ
る
「
受
精
」
の
比
喩
に
つ
い
て
は
、
エ

ミ
リ
ー
・
イ
ー
ル
ズ
が
同
じ
場
面
を
取
り
上
げ
て
プ
ル
ー
ス
ト
に
お

け
る
パ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
問
題
も
含
め
て
扱
っ
て
い
る
。C

f. E
m

ily 

E
ells, art. cit., p

. 114, sq
q
.

18 

「
し
た
が
っ
て
文
体
は
、
音
声
的
あ
る
い
は
書
字
的
な
質
量
の
「
形

相
的
」（
と
い
う
こ
と
は
事
実
上
物
理
的
な
）
レ
ベ
ル
、
直
接
的
な
外
示

関
係
の
言
語
的
レ
ベ
ル
、
間
接
的
な
外
示
の
文
彩
的
レ
ベ
ル
の
各
レ

ベ
ル
に
お
い
て
言
説
が
例
示
す
る
、
レ
ー
マ
的
な
所
属
性
の
総
体
に
あ

る
。」（
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
、『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
デ
ィ
ク
シ

ョ
ン　

ジ
ャ
ン
ル
・
物
語
・
文
体
』、
和
泉
涼
一
・
尾
河
直
哉 

訳
、
水

声
社
、
二
〇
〇
四
年
、
一
〇
五
頁
。
／G

érard
 G

en
ette, Fiction

 et 
d

iction
, précéd

é d
e In

trod
u

ction
 à

 l’a
rch

itexte , P
aris, Seu

il, 

co
ll. « P

o
in

ts E
ssais », 2004, p

. 203.

）

19 
C
f. Lexico

grap
h
ie et étym

o
lo

gie d
e “ch

an
tre”, T

LFi.

20 
C

SB
, p

. 594. 

プ
ル
ー
ス
ト
は
「
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
〈
文
体
〉
に
つ
い

て
」
の
な
か
で
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
副
詞
の
位
置
や
卑
俗
的
な
表
現
の
使

い
方
が
文
章
に
も
た
ら
す
重
さ
に
つ
い
て
触
れ
、
重
さ
が
生
み
だ
す

「
こ
の
執
拗
な
リ
ズ
ム
を
感
じ
取
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
幸
い
で
あ
る
」
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（Ibid
em

.

）
と
述
べ
て
い
る
。

 

　

ま
た
、「
咽
喉gu

eu
lo

ir

」
は
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
常
套
語
で
、
彼
が
大

声
で
原
稿
を
読
み
上
げ
な
が
ら
推
敲
を
し
た
と
い
う
逸
話
か
ら
き
て
い

る
。（
保
苅
瑞
穂
編
、『
プ
ル
ー
ス
ト
評
論
選
Ⅰ
』
文
学
篇
、
ち
く
ま
文

庫
、
二
〇
〇
二
、四
六
八
―
四
六
九
頁
、
註
三
二
、
参
照
。）
／C

f. « Il 

[F
lau

b
ert] écrivait p

o
u
r le lecteu

r q
u
i d

éclam
e, q

u
i lan

ce les 

p
h
rases à vo

ix h
au

te ; m
êm

e to
u
t so

n
 systèm

e d
e travail se 

tro
u
vait là. P

o
u
r ép

ro
u
ver ses p

h
rases, il les ‹g

u
eu

lait›, seu
l 

à sa tab
le, et il n

’en
 était co

n
ten

t q
u
e lo

rsq
u
’elles avaien

t 

p
assé p

ar so
n
 ‹g

u
eu

lo
ir›, avec la m

u
siq

u
e q

u
’il leu

r vo
u
lait. » 

(É
m

ile Z
o
la, « G

u
stave F

lau
b
ert, l’écrivain

 et l’h
o
m

m
e », in

 

D
id

ier P
h
ilip

p
o
t, F

la
u

b
ert , P

aris, P
resses P

aris So
rb

o
n
n
e, 

2
0
0
6, p

. 509.)

21 

本
論
の
註
1
、
2
の
拙
訳
を
参
照
の
こ
と
。

22 
P
au

l B
o
u
rget, « G

u
stave Flau

b
ert », in

 D
id

ier P
h
ilip

p
o
t, op. 

cit. , p
. 535.

23 
C

SB
, p

. 304.

24 

先
に
引
用
し
た
、「
ス
ワ
ン
家
の
ほ
う
へ
」
で
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
本
の
な

か
の
口
調
と
し
て
語
ら
れ
る
特
徴
と
も
一
致
し
て
い
る
。（「﹇
…
﹈デ
ュ
・

ブ
ル
ボ
ン
博
士
が
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
の
本
の
な
か
で
と
り
わ
け
好
き
だ
っ
た

の
は
﹇
…
﹈
悲
し
い
箇
所
で
の
、
な
に
か
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
感
じ
や
ほ

と
ん
ど
し
わ
が
れ
た
よ
う
な
口
調
だ
っ
た
。」（R

T
P
 I, 93–94

））

25 
D

avid
e V

ago
, art. cit., p

. 41.

26 

明
確
な
線
引
き
は
む
ず
か
し
い
が
、
こ
の
あ
と
は
大
作
家
の
世
俗
的

な
一
面
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
ベ
ル
ゴ
ッ
ト
に
よ
る
ラ
・
ベ
ル
マ
の
演

技
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
の
共
通
点
に
つ
い
て
の
持
論
の
披
露
が
つ
づ
き
、

声
と
文
体
の
話
か
ら
は
そ
れ
て
ゆ
く
。

27 
C

f. L
ex

ico
g
rap

h
ie e

t é
ty

m
o
lo

g
ie d

e “in
o
cu

le
r”, T

L
F

i. 
/ “in

o
c
u

la
re

”, W
a
lth

e
r v

o
n

 W
a
rtb

u
rg

, F
ra

n
z

ö
sisch

es 
E

tym
o

lo
gisch

es W
ö

rterb
u

ch
, B

â
le, e

tc., Z
b
in

d
e
n
, e

tc., 

1922
–20

02
, 25 vo

l. (F
E
W

) en
 lig

n
e, t. 4, p

. 701a.

28 

詳
細
な
検
討
が
必
要
だ
が
、
こ
れ
ら
の
「
意
味
の
ず
ら
し
」
や
類
義

語
で
の
言
い
換
え
が
話
の
展
開
を
牽
引
し
て
い
る
点
は
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト

が
論
じ
た
プ
ル
ー
ス
ト
の
換
喩
の
効
果
に
引
き
つ
け
て
考
え
る
こ
と
も

可
能
だ
ろ
う
。C

f. G
érard

 G
en

ette, « M
éto

n
ym

ie ch
ez P

ro
u
st », 

in
 Figu

re  III, P
aris, Seu

il, p
. 41–63.

29 
A

n
to

in
e C

o
m

p
agn

o
n
, art. cit., p

. 5.




