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は
じ
め
に
（
本
稿
の
目
的
・
方
法
）

　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
生
前
最
後
の
絵
画
は
、
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
の
た

め
に
描
い
た
未
完
の
挿
画
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
が
残
し
た
自
筆
の
資

料
な
ど
か
ら
そ
の
思
想
・
信
条
に
照
ら
し
て
み
る
な
ら
ば
、
彼
は
ダ
ン
テ
を
思

想
家
お
よ
び
詩
人
と
し
て
尊
敬
す
る
も
の
の
、
そ
の
神
学
理
論
に
同
意
し
て
は

い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
ブ
レ
イ
ク
は
『
神
曲
』
の
挿
画
を
、
単
な

る
挿
絵
と
し
て
で
は
な
く
、『
神
曲
』
の
テ
キ
ス
ト
を
自
分
の
思
想
に
応
じ
て

〈
修
正
〉
す
る
た
め
に
描
い
た
、
と
い
う
の
が
こ
の
論
文
に
お
け
る
筆
者
の
主

張
で
あ
る
。
ミ
ル
ト
ン
の
『
失
楽
園
』
や
旧
約
聖
書
『
ヨ
ブ
記
』
に
お
い
て
も

ブ
レ
イ
ク
は
同
様
の
試
み
を
行
い
、
著
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
修
正
し
、
自
分
の

意
図
す
る
内
容
を
付
け
加
え
た
こ
と
が
、
信
頼
で
き
る
研
究
の
も
と
に
明
ら
か

と
な
っ
て
い
る
。『
ヨ
ブ
記
』
の
挿
画
の
場
合
、
ブ
レ
イ
ク
は
テ
キ
ス
ト
に
は

何
ら
の
付
加
も
行
わ
な
い
ま
ま
、
視
覚
的
・
図
像
学
的
手
段
に
よ
っ
て
の
み
こ

う
し
た
再
解
釈
を
試
み
た
。
筆
者
は
『
神
曲
』
の
挿
画
も
同
様
の
目
的
の
た
め

に
描
か
れ
た
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、『
神
曲　

地
獄
篇
』
第
２
歌
の
水
彩
挿
画
の
一
つ
の

要
素
を
厳
密
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
筆
者
は
、
ブ
レ
イ
ク
が
、
ダ
ン

テ
の
道
徳
観
を
分
析
・
批
評
す
る
た
め
に
絵
画
的
手
段
を
ど
の
よ
う
に
用
い
た

か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
ブ
レ
イ
ク
が
用
い
た
視
覚
的
象
徴
の
例
示
と
そ
の

考
察
が
、
先
行
す
る
研
究
よ
り
も
更
に
広
い
視
点
か
ら
ブ
レ
イ
ク
『
神
曲
』
挿

画
シ
リ
ー
ズ
が
解
釈
さ
れ
る
一
助
と
な
ら
ん
こ
と
を
希
望
す
る
。

ブ
レ
イ
ク
と
『
神
曲
』

　
『
ヨ
ブ
記
』
の
銅
版
画
シ
リ
ー
ズ
21
枚
の
完
成
後
間
も
な
い
１
８
４
２
年
、

ブ
レ
イ
ク
は
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
の
た
め
に
同
様
の
挿
画
シ
リ
ー
ズ
を
作
成

す
る
よ
う
依
頼
さ
れ
た

0

。
依
頼
主
は
芸
術
家
仲
間
の
ジ
ョ
ン
・
リ
ネ
ルJohn 

　

中
庸
に
逆
ら
っ
て

　
　

―
ウ
ィ
リ
ア
ム・ブ
レ
イ
ク
に
よ
る
ダ
ン
テ『
神
曲
』地
獄
篇
第
２
歌
の
た
め
の
挿
画
に
関
す
る
考
察
―

PY
LE, Eric A

llan
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Linnell

で
、
彼
は
こ
の
仕
事
を
ブ
レ
イ
ク
に
依
頼
す
る
際
に
図
像
学
的
な
基

準
を
押
し
付
け
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
即
座
に
商
業
的
成
功
を
収
め
る
こ
と
も

期
待
し
な
か
っ
た
た
め
、
ブ
レ
イ
ク
が
ダ
ン
テ
の
物
語
を
解
釈
す
る
自
由
に
対

し
て
の
制
約
や
圧
力
は
皆
無
だ
っ
た
。

　

尊
重
し
て
い
た
文
学
作
品
に
対
す
る
ブ
レ
イ
ク
の
取
り
組
み
は
、
決
し
て
単

純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
１
８
０
４
年
か
ら
１
８
１
０
年
の
間
に
ブ
レ
イ
ク

は
、
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
の
『
失
楽
園
』
の
書
き
換
え
と
〈
修
正
〉
を
目
指
し
、

彩
飾
画
入
り
の
長
編
詩
を
完
成
さ
せ
た
。
ブ
レ
イ
ク
は
ミ
ル
ト
ン
の
詩
作
に
お

け
る
業
績
を
尊
重
し
て
い
た
が
、
こ
の
過
去
の
詩
人
が
神
学
的
に
見
て
い
か
に

誤
っ
て
い
る
か
を
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
も
感
じ
て
い
た
。『
ミ
ル
ト
ン
』

は
、
作
品
の
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
詩
人
の
大
地
へ
の
精
神
的
回
帰
と
、『
失

楽
園
』
に
述
べ
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
の
誤
り
に
関
し
て
ミ
ル
ト
ン
自
身
が
ブ
レ
イ

ク
に
与
え
た
助
言
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る

1

。『
失
楽
園
』
を
読
み
、『
ミ

ル
ト
ン
』
を
読
ん
だ
読
者
は
、
前
者
だ
け
で
受
け
取
っ
た
物
と
は
異
な
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
ブ
レ
イ
ク
に
よ
っ
て
授
か
る
事
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
『
ミ
ル
ト
ン
』
完
成
の
11
年
後
、
ブ
レ
イ
ク
は
旧
約
聖
書
『
ヨ
ブ
記
」
の
挿

画
シ
リ
ー
ズ
の
製
作
を
依
頼
さ
れ
た

2

。
こ
の
場
合
も
ま
た
、ブ
レ
イ
ク
は
単
に
、

偉
大
な
古
典
に
同
調
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
再
解
釈
し
、
修
正
す
る
こ
と

を
選
ん
だ
が
、
元
の
テ
キ
ス
ト
に
は
一
言
一
句
ペ
ン
を
加
え
な
か
っ
た
。
ブ
レ

イ
ク
自
身
の
宗
教
観
に
合
わ
せ
て
ヨ
ブ
の
物
語
を
改
作
す
る
試
み
は
、
専
ら
挿

画
に
お
い
て
、
聖
書
の
様
々
な
箇
所
か
ら
取
ら
れ
た
詩
句
の
並
置
と
、
絵
画
的
・

図
像
学
的
方
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た

3

。
ブ
レ
イ
ク
は
『
神
曲
』
の
挿
画
シ
リ
ー

ズ
完
結
前
に
人
生
を
終
え
た
が
、
十
分
な
枚
数
の
挿
絵
が
完
成
し
て
お
り
、『
神

曲
』
に
お
い
て
も
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
同
様
の
解
釈
手
法
が
用
い
ら
れ
た
で

あ
ろ
う
と
確
信
で
き
る
。
今
日
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
連
し
た
様
々
な
段

階
の
作
品
が
百
枚
余
り
残
さ
れ
て
い
る

4

。
そ
の
中
に
は
、
鉛
筆
に
よ
る
下
書
き

や
、
完
成
作
品
な
み
に
描
か
れ
た
銅
版
画
の
た
め
の
水
彩
の
習
作
が
含
ま
れ
て

い
る
。
銅
版
画
は
７
枚
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
ブ
レ
イ
ク
の
意
図
し
た
最
終

段
階
の
も
の
か
否
か
は
不
明
で
あ
る

5

。

　
『
ミ
ル
ト
ン
』と『
ヨ
ブ
記
』で
ブ
レ
イ
ク
が
何
を
意
図
し
た
か
に
つ
い
て
は
、

多
く
の
研
究
者
が
詳
細
か
つ
説
得
力
の
あ
る
論
証
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て『
神
曲
』の
一
連
の
挿
画
に
つ
い
て
は
、恐
ら
く
そ
れ
が
未
完
で
あ
る
た
め
、

じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
決
定
的
な
分
析
は
ま
だ

行
わ
れ
て
い
な
い
。『
神
曲
』
シ
リ
ー
ズ
に
関
す
る
唯
一
の
本
格
的
論
文
は
50

年
以
上
前
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

6

。
ア
ル
バ
ー
ト
・
Ｓ
・
ロ
ー A

lbert S. 

R
oe

に
よ
る
こ
の
論
文
は
、『
神
曲
』
の
挿
画
を
ブ
レ
イ
ク
の
再
解
釈
の
結
果

と
正
確
に
捉
え
て
お
り
、
ダ
ン
テ
『
神
曲
』
と
の
意
味
の
違
い
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、
管
見
で
は
、
ロ
ー
は
ブ
レ
イ
ク
の
思
想
の
一

面
の
み
を
も
っ
て
『
神
曲
』
シ
リ
ー
ズ
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
分
析
し
よ
う
と
し

て
お
り
、
そ
の
た
め
に
彼
の
議
論
は
制
限
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

ブ
レ
イ
ク
固
有
の
宇
宙
論
に
よ
れ
ば
、
世
界
は
４
段
階
か
ら
な
っ
て
い
る
。

ロ
ー
が
こ
れ
を
認
識
し
て
ダ
ン
テ
の
宇
宙
論
と
明
確
に
違
う
と
み
な
し
て
い
る
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点
は
正
し
い
。
し
か
し
、
ロ
ー
は
こ
の
４
段
階
シ
ス
テ
ム
へ
の
言
及
に
よ
っ
て

の
み
『
神
曲
』
挿
画
を
分
析
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
確
か
に
そ
れ
は
有
益
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
作
品
シ
リ
ー
ズ
を
全
方
位
的
に
分
析
す
る
に
は
、
あ
ま

り
に
も
限
定
さ
れ
た
も
の
だ
。

　

筆
者
の
考
え
で
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
ブ
レ
イ
ク
自
身
が
創
造
し
た

の
だ
と
し
て
も
、彼
が
そ
れ
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。『
神
曲
』シ
リ
ー

ズ
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
が
そ
れ
に
認
め
た
意
味
よ
り
も
多
様
な
意
味
を
自
由
に

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
詩
の
翻
訳
と
挿
画
を
と
も
に
検
証
し
て
い

き
た
い
と
思
う
。

　
　
『
神
曲　

地
獄
篇
』
第
１
歌
お
よ
び
第
２
歌

　

以
下
に
掲
げ
る
の
は
、
地
獄
篇
第
１
歌
の
冒
頭
数
行
の
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ラ
ン

シ
ス
・
ケ
リ
ー H

enry Francis Cary

に
よ
る
英
訳
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
は

挿
画
に
１
８
１
４
年
版
の
こ
の
ケ
リ
ー
訳
版
を
用
い
た
の
で
、
本
稿
で
も
本
訳

を
底
本
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
と
す
る

7

。
ケ
リ
ー
の
翻
訳
は
冒
頭
の
詩
か
ら
始

ま
る
。

　
　

In the m
idw

ay of this our m
ortal life,

　
　

I found m
e in a gloom

y w
ood, astray

　
　

Gone from
 the path direct: and e'en to tell

　
　

It w
ere no easy task, how

 savage w
ild

　
　

T
hat forest, how

 robust and rough its grow
th,

　
　

W
hich to rem

em
ber only, m

y dism
ay

　
　

Renew
s, in bitterness not far from

 death.

　
　

人
生
の
道
の
半
ば
で

　
　

正
道
を
踏
み
は
ず
し
た
私
が

　
　

目
を
さ
ま
し
た
時
は
暗
い
森
の
中
に
い
た
。

　
　

そ
の
苛
烈
で
荒
涼
と
し
た
峻
厳
な
森
が

　
　

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
口
に
す
る
の
も
辛
い
、

　
　

思
い
か
え
し
た
だ
け
で
も
ぞ
っ
と
す
る
、

　
　

そ
の
苦
し
さ
に
も
う
死
な
ん
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

 
 

（
―
日
本
語
訳
：
平
川
祐
弘

8

）

　

有
名
な
『
神
曲
』
の
冒
頭
で
、
暗
い
森
に
迷
い
込
ん
だ
ダ
ン
テ
の
姿
が
描
か

れ
て
い
る
こ
と
は
、
改
め
て
読
者
に
説
明
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
場
面
は

早
朝
で
あ
る
が
、
ダ
ン
テ
が
い
る
谷
間
は
余
り
に
深
く
、
日
の
光
が
射
し
込
む

こ
と
は
な
い
。
ダ
ン
テ
は
朝
日
を
浴
び
た
頂
上
を
目
指
し
て
山
を
登
ろ
う
と
す

る
が
、
彼
の
企
て
は
豹
・
獅
子
・
牝
狼
と
い
う
３
匹
の
獣
に
よ
り
阻
ま
れ
る
。



藝術研究 第 23号 2010

18

　

こ
れ
ら
３
匹
の
動
物
の
象
徴
的
意
味
の
説
明
は
何
世
紀
に
も
わ
た
り
変
化
し

て
き
た

9

。
マ
ル
テ
ィ
ネ
スM

artinez

と
ダ
ル
リ
ン
グD

urling

は
、
地
獄
篇

の
注
釈
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
動
物
が
そ
れ
ぞ
れ
地
獄
の
主
な
領
域
を
表
わ
す
と

解
釈
す
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
と
結
論
付
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え

れ
ば
、牝
狼
は
「
異
常
な
欲
求
」
を
、獅
子
は
「
暴
力
」
を
、そ
し
て
豹
は
「
欺

瞞
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
な
る

A

。
牝
狼
が
「
貪
婪
」
す
な
わ
ち
世
俗
的
事
物
に

対
す
る
過
剰
な
欲
求
を
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
評
論

家
の
意
見
は
一
致
し
て
い
る
。
ダ
ン
テ
は
「
煉
獄
篇
第
２
歌
」
の
10
―
12
行
で

こ
の
解
釈
を
認
め
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
貪
欲
な
魂
を
浄
化
す
る
煉
獄
に
つ
い

て
説
明
し
な
が
ら
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

 
A
ccurst be thou!

 
Inveterate w

olf! w
hose gorge ingluts m

ore prey,

 
T
han every beast beside, yet is not fill'd!

 
So bottom

less thy m
aw

!

 

呪
わ
れ
た
あ
れ
、
古
狼
（
こ
ろ
う
）
よ
、

 

お
ま
え
は
際
限
（
は
て
し
）
な
く
欲
が
深
く

 

あ
ら
ゆ
る
獣
に
も
ま
し
て
多
く
の
餌
に
喰（
く
ら
）い
つ
い
て
お
る
！

　

獣
の
た
め
に
下
に
降
り
ざ
る
を
得
ず
、
頂
上
に
達
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
た

時
、
ダ
ン
テ
は
ロ
ー
マ
の
詩
人
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
影
と
出
会
う
。

 
W

hile to the low
er space w

ith backw
ard step

 
I fell, m

y ken discern'd the form
 of one,

 
W

hose voice seem
'd faint through long disuse of speech.

 
W

hen him
 in that great desert I espied,

 
"H

ave m
ercy on m

e!" cried I out aloud,

 
"Spirit! or living m

an! w
hat e'er thou be!"

 
H
e answ

er'd: "N
ow

 not m
an, m

an once I w
as

…

 

私
が
谷
底
（
た
に
ぞ
こ
）
の
方
へ
逃
げ
る
途
中
、

 

目
の
前
に
一
人
の
人
が
現
わ
れ
た
、

 
 

長
い
こ
と
口
を
利
（
き
）
い
た
こ
と
が
な
い
ら
し
く
声
が
か
す
れ
て

い
る
。

 
 

こ
の
人
気
（
ひ
と
け
）
の
な
い
場
所
で
こ
の
人
を
見
か
け
た
私
は
大

声
で
叫
ん
だ
、

 
 「

お
助
け
く
だ
さ
い
、
人
で
あ
れ
影
で
あ
れ
、
こ
の
私
を
お
助
け
く

だ
さ
い
」

 

彼
が
答
え
た
、「
い
ま
は
人
で
は
な
い
が
か
つ
て
は
人
だ
っ
た
。」

　

第
２
歌
で
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
は
暗
い
森
か
ら
ダ
ン
テ
を
救
い
、
地
界
を
案
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内
す
る
た
め
に
辺
獄
か
ら
呼
び
出
さ
れ
た
の
だ
と
説
明
す
る
。
二
人
は
森
を
更

に
奥
深
く
分
け
入
り
、
第
３
歌
の
冒
頭
で
地
獄
の
入
口
に
到
着
す
る
。

　
　

ブ
レ
イ
ク
の
挿
画
の
説
明

　

第
１
歌

　

右
に
英
語
訳
・
日
本
語
訳
の
双
方
を
提
出
し
説
明
を
加
え
た
冒
頭
の
詩
は
、

そ
れ
に
挿
絵
と
し
て
ブ
レ
イ
ク
の
描
い
た
挿
画
が
銅
版
画
と
し
て
完
成
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
第
１
歌
の
た
め
の
水
彩
画
は
完
成
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
し
か
し
、
次
の
二
つ
の
絵
の
骨
格
は
で
き
て
い
る
が
、
細
部
は
大
半
に
お

い
て
未
完
成
で
あ
る
。

　

ケ
リ
ー
訳
の
憂
鬱
な
テ
キ
ス
ト
と
ブ
レ
イ
ク
の
色
彩
豊
か
な
挿
画
の
雰
囲

気
の
差
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
る
﹇
図
版
１
﹈。
ケ
リ
ー
訳
に
お
い
て
ダ
ン

テ
は
森
を
「
暗
いgloom

y

」「
苛
烈savage

」「
荒
涼w

ild

」「
乱
暴rough

」

と
形
容
す
る
が
、
ブ
レ
イ
ク
の
挿
絵
は
一
帯
を
極
め
て
心
地
よ
さ
そ
う
な
空
間

と
し
て
描
い
て
い
る
。
地
面
に
大
き
な
い
ば
ら
が
あ
る
が
、
森
は
特
別
暗
く
も

恐
ろ
し
く
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
、
背
景
は
、
生
命
を
脅
か
す
「
荒
野
」

と
い
う
よ
り
も
、
英
国
の
「
緑
な
す
心
地
良
き
大
地
」
に
極
め
て
近
い
。
ダ
ン

テ
と
３
匹
の
動
物
は
空
地
に
お
り
、
そ
こ
か
ら
は
す
ぐ
に
海
が
開
け
、
太
陽
が

昇
っ
て
い
る
。

　

３
匹
の
獣
は
、ダ
ン
テ
が
示
し
た
順
序
に
従
っ
て
上
下
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

ダ
ン
テ
に
最
も
近
く
、
絵
の
一
番
下
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
ほ
と
ん
ど
の
訳

者
が
「
豹
」
と
呼
ん
で
い
る
動
物
で
あ
る
。
ケ
リ
ー
は
「panther

（
黒
豹
）」

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
動
物
に
は
斑
点
が
あ
る
と
も
述
べ
て

い
る
。
ブ
レ
イ
ク
は
斑
点
の
存
在
を
ほ
の
め
か
す
程
度
に
絵
の
具
を
軽
く
塗
っ

て
い
る
も
の
の
、
豹
の
斑
点
と
し
て
は
明
瞭
に
描
い
て
い
な
い
。
豹
の
上
に
は

獅
子
が
お
り
、
そ
の
上
に
牝
狼
が
い
る
。
背
景
が
危
険
な
場
所
と
い
う
よ
り
は

公
園
の
よ
う
に
見
え
る
と
す
れ
ば
、こ
れ
ら
の
動
物
も
獰
猛
さ
と
は
ほ
ど
遠
い
。

実
際
、
こ
れ
ら
の
動
物
は
む
し
ろ
可
愛
ら
し
く
見
え
る
。
ダ
ン
テ
は
赤
い
ロ
ー

ブ
を
身
に
ま
と
い
、
左
手
に
向
か
っ
て
画
面
の
外
へ
と
逃
げ
よ
う
と
す
る
が
、

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
出
現
に
よ
っ
て
行
く
手
を
遮
ら
れ
て
い
る
。
ブ
レ
イ
ク
は

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
を
裸
足
で
、
白
い
衣
を
身
に
つ
け
、
空
中
を
漂
う
羽
の
な
い

天
使
の
よ
う
な
姿
で
描
い
て
い
る
。

　

第
２
歌

　

こ
の
一
枚
目
の
挿
画
の
雰
囲
気
は
、
冒
頭
の
数
行
に
見
ら
れ
る
「
暗
い
苛
烈

で
荒
涼
と
し
た
峻
厳
な
森
」
の
持
つ
「
思
い
か
え
し
た
だ
け
で
も
ぞ
っ
と
す
る
」

恐
怖
と
は
概
ね
相
容
れ
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ブ
レ
イ
ク
は
、
こ
こ

で
は
詩
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
要
素
に
対
し
て
の
大
幅
な
追
加
や
削
除
は
行
っ
て

い
な
い
。
し
か
し
、
２
番
目
の
水
彩
画
は
そ
う
で
は
な
い

B

[

図
版
２]

。 

こ
の

絵
に
は
鉛
筆
で
「
地
獄
篇
第
２
歌
」
と
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
ダ
ン
テ
の

詩
の
ど
こ
に
も
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
複
雑
な
象
徴
性
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
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こ
で
ブ
レ
イ
ク
は
彼
自
身
の
図
像
学
的
言
語
と
ダ
ン
テ
の
物
語
と
を
結
び
つ

け
、『
神
曲
』
を
「
修
正
さ
れ
た
」
共
同
作
品
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ

う
だ
。
た
だ
し
、
こ
の
絵
が
未
完
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ブ
レ
イ
ク
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
解
釈
す
る
こ
と
が
、
完
成
し
た
そ
れ
以
上
に
難
し
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の

絵
の
下
半
分
は
概
ね
完
成
し
て
い
る
が
、
上
半
分
の
細
部
は
鉛
筆
で
大
ま
か
に

描
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
の
絵
は
多
く
の
人
物
が
描
か
れ
、
鉛
筆
で
言
葉
が
書
き
込
ま
れ
、
ま
た
細

部
は
未
完
の
ま
ま
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
よ
り
完
成
に
近
い
こ
の
絵
の
下
半

分
の
み
を
検
討
し
、
こ
の
作
品
に
対
す
る
筆
者
の
独
自
の
解
釈
と
見
解
を
示
し

た
い
。

　

こ
の
ブ
レ
イ
ク
に
よ
る
水
彩
画
の
下
半
分
に
は
、
座
っ
て
い
る
２
人
の
巨
人

の
間
に
ダ
ン
テ
と
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
が
描
か
れ
て
い
る
。
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
は

既
に
巨
人
の
間
を
通
り
抜
け
て
お
り
、
ダ
ン
テ
の
方
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
第

１
歌
で
現
わ
れ
た
３
匹
の
獣
が
左
側
の
巨
人
の
後
ろ
か
ら
、
頭
部
だ
け
を
み
せ

て
覗
い
て
い
る
。
ダ
ン
テ
は
獣
の
出
現
に
ひ
る
み
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
が
彼
を

待
つ
所
ま
で
行
く
の
は
気
が
進
ま
な
い
よ
う
に
見
え
る
。左
側
の
巨
人
は
痩
せ
、

幽
霊
の
よ
う
で
、
禿
頭
で
あ
る
。
こ
の
巨
人
は
青
い
炎
の
よ
う
な
も
の
に
包
ま

れ
て
お
り
、
絶
望
的
な
表
情
で
上
を
見
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
右

側
の
巨
人
は
若
く
、
巻
き
毛
で
、
筋
肉
質
の
身
体
を
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
の
表

情
は
よ
り
情
感
豊
か
で
、
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
と
ま
だ
格
闘
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
身
体
を
折
り
曲
げ
る
よ
う
に
し
て
地
面
に
手
を
つ
き
、
手
首
は
縛

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
身
体
は
、
湿
疹
な
ど
の
皮
膚
病
が
あ
る
か
の
よ
う

に
ま
だ
ら
に
描
か
れ
、
赤
い
炎
が
彼
を
包
ん
で
い
る
。

　

ロ
ー
は
こ
れ
ら
二
人
と
巨
人
を
「
囚
わ
れ
た
人
間
」
の
象
徴
と
見
な
し

C

、
彼

等
を
「
ウ
ル
ロ
に
住
む
魂
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ウ
ル
ロ
は
、
先
述
し
た
ブ
レ
イ

ク
の
宇
宙
論
の
４
段
階
の
う
ち
最
悪
の
段
階
で
あ
る
。
そ
れ
は
制
約
と
絶
望
の

世
界
で
あ
り
、
ブ
レ
イ
ク
が
信
じ
る
全
て
を
赦
す
神
が
許
容
し
得
る
、
地
獄
に

最
も
近
い
状
態
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
あ
る
魂
は
実
際
、
迷
い
、
あ
る
い
は
苦

悶
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
は
、
ブ
レ
イ
ク
の
４
段
階
宇
宙
論
の
視

点
か
ら
『
神
曲
』
の
挿
画
全
体
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
ロ
ー
の
方
法
論
が
誤
謬

を
招
い
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
巨
人
が
ウ
ル
ロ
に
い
る
こ
と
を
視
覚
的

に
示
唆
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。
更
に
、『
神
曲
』
の
こ
の
時
点
で
ダ
ン
テ
は

ま
だ
地
獄
に
は
お
ら
ず
、
ブ
レ
イ
ク
が
「
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼
ぶ
我
々

の
実
世
界
に
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ロ
ー
の
解
釈
で
あ
る
ウ
ル
ロ
説
を
否
定

し
、
筆
者
の
解
釈
を
示
し
た
い
と
考
え
る
が
、
そ
の
前
に
、
管
見
を
述
べ
る
た

め
に
、
ま
ず
ダ
ン
テ
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
的
方
法
、
特
に
『
ニ
コ
マ
コ

ス
倫
理
学
』
に
述
べ
ら
れ
た
道
徳
観
に
依
拠
し
て
い
た
事
実
に
つ
い
て
説
明
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
倫
理
学
的
中
庸

　

13
世
紀
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
が
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
新
た
に
ラ
テ
ン
語
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に
翻
訳
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
よ
り
正
確
な
新
訳
版
は
、
当
時
の
思
想
に
重
要
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
。
実
際
、
聖
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
翻
訳
は
、
主
に
ギ
リ

シ
ア
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
を
融
合
し
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る

D

。
な

か
で
も
ダ
ン
テ
は
、
ア
ク
イ
ナ
ス
の
観
点
に
沿
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
最

も
優
れ
た
道
徳
思
想
家
と
見
な
し
て
い
た
。
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ボ
イ
ド Patrick 

B
oyde

は
、『
ダ
ン
テ
の
「
神
曲
」
に
お
け
る
人
間
の
悪
徳
と
価
値
』
の
中
で

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
ダ
ン
テ
は
、
ほ
と
ん
ど
狂
信
的
な
畏
敬
の
念
と
と
も
に
哲
学
者
と
し
て
広

く
知
ら
れ
て
い
る
こ
の
人
物
を
崇
拝
し
た
。
ダ
ン
テ
に
よ
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
『
信
頼
と
服
従
に
最
も
値
す
る
』
人
物
で
あ
り
、『
我
々
の
理
性
の
主
』

で
あ
っ
て
、『
我
々
の
人
生
の
主
』
な
の
で
あ
る

E
」。

　

ダ
ン
テ
の
地
獄
が
旧
約
聖
書
の
律
法
に
依
拠
し
て
作
ら
れ
て
い
る
と
想
像
す

る
読
者
は
、『
神
曲
』
の
倫
理
観
全
体
が
異
教
徒
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に

由
来
す
る
と
知
っ
て
驚
く
だ
ろ
う
。
特
に
ダ
ン
テ
は
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』

か
ら
、
道
徳
的
生
活
と
は
中
庸
を
重
ん
じ
た
自
制
の
道
で
あ
る
と
い
う
考
え
を

導
き
出
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
は
以
下

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

 

徳
は
情
念
と
行
為
に
か
か
わ
る
が
、
こ
れ
ら
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
過
超

な
ら
び
に
不
足
は
過
つ
に
反
し
て
「
中
」
は
賞
讃
さ
れ
、
た
だ
し
き
を
失

わ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
し
か
る
に
、
い
ず
れ
も

徳
の
特
色
に
属
す
る
こ
と
が
ら
な
の
で
あ
る
。
徳
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
何

ら
か
中
庸
（
メ
ソ
テ
ー
ス
）
と
も
い
う
べ
き
も
の
│
ま
さ
し
く
「
中
」（
メ

ソ
ン
）
を
目
指
す
も
の
と
し
て
―
に
ほ
か
な
ら
な
い

F

。

　

こ
の
よ
う
な
定
義
は
、
例
え
ば
「
大
食
」
の
場
合
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
過
食
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
不
十
分
な
食
事
も
人
の

健
康
に
有
害
で
あ
る
。
最
も
良
い
の
は
適
度
な
食
事
で
あ
る
。
ダ
ン
テ
の
地
獄

の
第
四
圏
は
こ
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
吝
嗇
家
と
浪
費

家
は
同
じ
罰
を
受
け
る
が
、彼
等
は
永
久
に
正
反
対
の
方
向
に
旋
回
し
て
い
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
中
庸
」
の
選
択
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、

こ
の
原
理
が
あ
ら
ゆ
る
真
の
美
徳
に
い
か
に
あ
て
は
ま
る
か
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。
例
え
ば
「
怒
り
」
の
場
合
に
は
、
過
剰
な
怒
り
に
か
ら
れ
て
い
る
人
は

容
易
に
見
分
け
ら
れ
る
。
怒
り
方
が
不
十
分
な
場
合
、
最
初
は
そ
れ
が
美
徳
に

欠
け
る
状
態
と
は
見
え
な
い
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、『
ニ
コ
マ
コ
ス

倫
理
学
』
第
２
巻
の
第
５
章
に
お
い
て
、「
適
切
な
事
物
に
対
し
て
、
適
切
な

や
り
方
で
」
怒
り
を
示
さ
な
い
と
人
は
「
卑
屈
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
人

が
怒
り
を
感
じ
る
べ
き
事
物
が
幾
つ
か
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
怒
り
を
示
さ
な

い
の
は
、
非
倫
理
的
な
無
関
心
を
意
味
す
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
も
よ
い
で
あ

ろ
う
。

　
「
も
し
美
徳
が
常
に
、
望
ま
し
か
ら
ざ
る
二
つ
の
極
端
の
中
間
を
選
択
す
る

固
定
し
た
傾
向
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ダ
ン
テ
が
明
白
に
述
べ
て
い
る
と
お
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り
、美
徳
に
は
そ
れ
ぞ
れ「
過
剰
」と「
欠
乏
」と
い
う「
二
つ
の
敵
」が
あ
る
。
従
っ

て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
悪
徳
は
、
悪
を
選
択
す
る
意
志
の
固

定
し
た
傾
向
で
は
な
く
（
全
宇
宙
の
い
か
な
る
も
の
も
、
絶
対
的
な
意
味
で
悪

を
選
択
す
る
こ
と
は
な
い
）、
特
定
の
善
き
も
の
を
過
剰
に
追
求
す
る
か
、
あ
る

い
は
十
分
に
追
求
し
な
い
固
定
し
た
傾
向
な
の
で
あ
る
（Con. IV

, xvii, 7

）。

G

」

　

こ
の
よ
う
に
、
ダ
ン
テ
の
倫
理
観
は
法
律
や
規
則
違
反
を
扱
う
も
の
で
は
な

く
、我
々
現
代
人
が
心
理
的
不
適
応
の
シ
ス
テ
ム
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ダ
ン
テ
は
神
を
「
究
極
の
善
」
で
あ
り
か
つ
「
あ
ら
ゆ
る
欲
望
の
究
極
の
目
標
」

と
み
な
し
て
い
る
。
動
物
的
本
能
を
抑
制
で
き
な
い
人
、
あ
る
い
は
短
期
的
目

標
の
方
が
良
い
と
考
え
て
自
ら
を
欺
い
て
い
る
人
は
、
破
戒
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
欲
望
の
極
め
て
安
易
な
或
い
は
誤
っ
た
目
標
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

罪
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
庸
を
退
け
る
ブ
レ
イ
ク
の
熱
狂
主
義
と
対
極
概
念
に
つ
い
て

　

ブ
レ
イ
ク
の
思
想
を
最
も
よ
く
示
す
「
天
国
と
地
獄
の
結
婚
」
か
ら
幾
つ
か

の
格
言
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
中
庸
的
合
理
主
義
に
対
す
る
ブ
レ
イ
ク
の
反
応
が

想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　

過
剰
の
道
は
知
恵
の
宮
殿
へ
と
至
る
。

　
　

慎
重
さ
は
無
能
に
言
い
寄
ら
れ
た
金
持
ち
の
醜
い
老
嬢
。

　
　

欲
望
を
い
だ
き
な
が
ら
実
行
し
な
い
者
は
悪
疫
を
生
む
。

　
　

―
天
国
と
地
獄
の
結
婚
、
７

H

　
　

 

欲
望
を
抑
え
る
者
は
、
彼
ら
の
欲
望
が
抑
え
ら
れ
る
程
に
弱
い
の
で
そ
れ

を
抑
え
る
の
だ
。
こ
う
し
て
抑
制
す
る
理
性
は
、
欲
望
の
立
場
を
奪
い
、

屈
服
さ
れ
た
欲
望
を
支
配
す
る
。

　
　
　
　

―
天
国
と
地
獄
の
結
婚
、
５[E34]

　
　

水
槽
は
水
を
湛
え
、
泉
は
溢
れ
る

　
　
　
　

―
天
国
と
地
獄
の
結
婚
、
８[E36]

　

こ
の
よ
う
に
、
欲
望
の
豊
か
な
過
剰
さ
を
尊
重
す
る
の
が
ブ
レ
イ
ク
で
あ
っ

て
み
れ
ば
、
自
己
充
足
と
合
理
的
選
択
を
支
持
す
る
ダ
ン
テ
の
道
徳
観
が
彼
に

は
許
し
難
い
も
の
と
見
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　

熱
狂
主
義

　

ダ
ン
テ
が
地
獄
へ
向
か
う
道
の
両
側
に
２
人
の
巨
人
を
描
い
た
理
由
は
、
以

上
の
よ
う
な
ブ
レ
イ
ク
の
思
想
に
依
拠
す
る
か
ら
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

巨
人
は
、
ロ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
ウ
ル
ロ
に
迷
っ
た
魂
を
表
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
道
徳
的
に
生
き
る
た
め
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
ダ
ン
テ
が
共
に
避
け

る
べ
き
と
考
え
る
極
端
な
行
動
を
表
し
て
い
る
。筆
者
の
解
釈
が
正
し
け
れ
ば
、
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左
側
の
巨
人
を
囲
む
青
い
形
は
炎
で
は
な
く
氷
（
氷
筍
と
な
っ
て
い
る
）
を
表

し
て
い
る
。
巨
人
は
腕
と
足
を
し
っ
か
り
と
引
き
寄
せ
、
寒
さ
を
避
け
よ
う
と

空
し
い
努
力
を
し
て
い
る
。
左
側
の
萎
縮
し
、
凍
り
つ
い
た
極
端
な
姿
と
は
対

照
的
に
、
右
側
の
男
は
情
熱
に
身
を
焼
か
れ
て
い
る
。
火
と
氷
、
す
な
わ
ち
情

熱
と
不
動
心
は
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
中
の
美
徳
で
あ
る
中
庸
の
両
側
に

横
た
わ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
「
危
険
」
な
の
で
あ
る
。

　

ダ
ン
テ
は
２
人
の
間
を
た
め
ら
い
が
ち
に
歩
い
て
い
る
が
、
確
固
と
し
た
古

典
的
な
倫
理
的
価
値
観
の
持
ち
主
で
あ
り
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ

ス
は
、
ダ
ン
テ
に
先
へ
進
む
よ
う
に
促
し
て
い
る
。『
神
曲
』
第
２
歌
で
既
に

見
た
象
徴
的
動
物
で
あ
る
豹
・
獅
子
・
狼
か
ら
ダ
ン
テ
が
逃
げ
て
い
る
の
を
最

初
の
挿
画
で
描
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ブ
レ
イ
ク
は
こ
こ
で
も
彼
が
逃
げ
て

い
る
姿
を
描
い
て
い
る
。
３
匹
の
動
物
が
凍
り
つ
い
た
情
熱
の
な
い
巨
人
の
後

ろ
か
ら
覗
い
て
い
る
姿
を
ブ
レ
イ
ク
が
描
い
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ

こ
で
、
人
間
を
陥
れ
る
悪
徳
が
抑
制
或
い
は
無
関
心
の
悪
徳
で
あ
る
こ
と
を
ブ

レ
イ
ク
は
示
し
て
い
る
。
ダ
ン
テ
は
こ
の
よ
う
な
欲
望
を
人
間
へ
の
罠
と
見
て

い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ブ
レ
イ
ク
は
こ
れ
ら
の
動
物
を
愛
ら
し
い
外
見
で
描
い

て
い
る
。
こ
の
挿
画
で
こ
れ
ら
の
動
物
を
過
剰
の
悪
徳
で
は
な
く
欠
乏
の
悪
徳

と
関
連
付
け
て
い
る
こ
と
で
、
ブ
レ
イ
ク
は
そ
れ
ら
の
危
険
性
を
よ
り
小
さ
な

も
の
に
し
て
い
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
右
側
の
巨
人
は
縛
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ブ
レ
イ
ク
の

作
品
に
た
び
た
び
現
わ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
作
品
に
お
い
て
、

鉄
の
枷
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
抑
制
の
象
徴
で
あ
り
、
人
間
の
自
然
な
能
力
の
制
約
の

象
徴
で
あ
る

I

。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
右
側
の
巨
人
は
青
い
巨
人
の
真
反
対

の
姿
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
理
性
の
制
約
を
受
け
、
鎖
で
つ
な
が

れ
た
人
間
の
情
熱
の
象
徴
で
あ
り
、各
人
が
解
き
放
つ
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

『
神
曲
』
冒
頭
の
こ
の
段
階
で
は
、
ダ
ン
テ
は
ま
だ
こ
れ
を
理
解
し
て
い
な
い
。

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
は
ダ
ン
テ
が
こ
れ
ら
２
つ
の
極
端
さ
の
間
を
進
む
よ
う
に
促

し
て
お
り
、
我
々
は
ダ
ン
テ
が
そ
れ
に
従
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ

こ
で
ブ
レ
イ
ク
は
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
が
指
し
示
し
、
ダ
ン
テ
が
た
め
ら
い
が

ち
に
行
く
道
は
、
ブ
レ
イ
ク
自
身
が
勧
め
る
道
で
は
な
い
こ
と
を
我
々
に
知
ら

せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
純
粋
に
絵
画
的
手
法
を
用
い
て
、
ブ
レ
イ
ク
は
『
神

曲
』
の
持
つ
主
要
な
倫
理
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
対
す
る
異
論
を
表
明
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
に
と
っ
て
、
道
徳
性
と
は
極
端
さ
を
避
け
、
狭
い
道
を
慎

重
に
歩
く
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
二
人
の
巨
人
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る

「
対
極
」
は
統
合
に
向
か
っ
て
必
死
に
闘
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　

対
極
概
念

　

初
期
の
彩
色
作
品
で
あ
る
『
天
国
と
地
獄
の
結
婚
』
お
よ
び
『
無
垢
と
経
験

の
歌
』以
降
、ブ
レ
イ
ク
は「
対
極
」の
概
念
を
重
視
し
て
い
る
。
彼
は
、「
無
垢
」

と
「
経
験
」、ま
た
は
「
正
義
」
と
「
慈
悲
」
と
い
っ
た
正
反
対
の
概
念
を
、「
対

極
」
と
し
て
定
義
し
て
い
る
。
両
方
と
も
が
必
要
で
あ
り
、
い
か
な
る
場
合
に

お
い
て
も
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
推
奨
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
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ブ
レ
イ
ク
が
「
否
定
」
と
呼
ぶ
も
の
と
「
対
極
」
を
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
。

「
否
定
」
を
提
唱
す
る
者
は
、「
対
極
」
を
完
全
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
た
と

え
ば
、
子
供
を
常
に
「
無
垢
」
な
状
態
に
保
と
う
と
し
、
子
供
た
ち
の
「
経
験
」

を
許
さ
な
い
な
ら
、「
経
験
」
の
「
否
定
」
が
提
唱
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ブ

レ
イ
ク
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
否
定
は
抑
圧
で
あ
り
、
暴
虐
で
あ
る
。
彼
に

と
っ
て
は
、
対
極
に
あ
る
も
の
同
士
は
「
等
し
く
真
実
で
あ
り
、
互
い
に
と
っ

て
不
可
欠
で
あ
る

J

」。デ
イ
モ
ンD

am
on

は
、『
ブ
レ
イ
ク
事
典
』に
お
い
て
、「
正

義
」
と
「
慈
悲
」
を
ブ
レ
イ
ク
の
言
う
「
対
極
」
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る

K

。

あ
る
時
点
で
我
々
は
対
極
に
あ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
を
支
持
す
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
両
方
共
に
重
要
で
あ
り
、
他
を
犠
牲
に
し
て
一
方
を
常
に
強

調
す
る
と
、不
均
衡
に
陥
る
危
険
性
が
あ
る
。「
残
酷
さ
」
は
「
慈
悲
」
の
「
否

定
」
で
あ
る
が
、「
慈
悲
」
と
「
正
義
」
は
互
い
に
「
対
極
」
に
あ
り
、
各
々

が
他
方
に
と
っ
て
不
可
欠
な
の
で
両
者
は
最
終
的
に
統
合
さ
れ
る
と
デ
イ
モ
ン

は
述
べ
て
い
る

L

。
互
い
に
必
要
な
対
極
の
も
う
一
つ
の
例
は「
自
由
」と「
社
会
」

で
あ
る
。
文
明
は
両
者
の
均
衡
を
必
要
と
す
る
の
で
、個
人
の
「
自
由
」
と
「
社

会
」
の
必
要
性
は
共
に
不
可
欠
と
み
な
さ
れ
る
。
歴
史
的
必
然
は
両
者
の
持
続

的
弁
証
法
を
必
要
と
し
、
い
ず
れ
か
一
方
を
選
択
す
る
こ
と
で
最
終
的
解
決
に

は
至
ら
な
い
。「
否
定
」
は
い
ず
れ
か
一
方
を
排
除
す
る
試
み
で
あ
り
、「
自
由
」

の
否
定
は
「
不
寛
容
」
と
な
る
。

　

図
版
２
の
下
半
分
に
登
場
し
て
い
る
二
人
の
巨
人
は
、
こ
う
し
た
対
極
を
表

わ
し
て
い
る
。
拘
束
さ
れ
て
惨
め
な
彼
ら
の
境
遇
は
、
両
巨
人
が
対
極
間
に
必

要
な
弁
証
法
に
堪
え
ら
れ
な
い
不
自
由
な
世
界
に
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
二
人
の
巨
人
の
上
方
、
つ
ま
り
図
版
２
の
上
半
分
で
、
ブ
レ
イ
ク
は
、
エ

ホ
バ
の
よ
う
な
髭
を
生
や
し
た
人
物
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
人
物
の
右
腕
の
す

ぐ
上
の
と
こ
ろ
に
、鉛
筆
で「
こ
の
世
の
怒
れ
る
神
」[E688]

と
記
さ
れ
て
い
る
。

  

こ
の
連
作
中
、
後
ろ
の
方
に
出
て
く
る
挿
図
で
、
ブ
レ
イ
ク
は
「
キ
リ
ス
ト

は
、
人
々
に
永
劫
の
罪
を
宣
告
す
る
こ
と
は
絶
対
に
な
か
っ
た
」
と
記
し
、
天

の
神
は
「
決
し
て
ダ
ン
テ
の
描
く
よ
う
な
地
獄
を
打
ち
立
て
た
訳
で
も
、
牧
師

が
説
明
す
る
よ
う
な
仕
方
で
聖
書
に
描
か
れ
る
地
獄
を
作
り
上
げ
た
訳
で
も
な

い
。
地
獄
は
、
本
来
、
悪
魔
自
身
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
に
相
違
な
く
、
そ

し
て
、
そ
の
よ
う
に
私
は
理
解
し
て
き
た
」[E690]

と
書
い
て
い
る
。

　

怒
れ
る
神
の
姿
の
描
写
意
図
を
よ
く
よ
く
確
か
め
て
み
る
と
、ブ
レ
イ
ク
は
、

こ
の
人
物
の
左
足
を
特
徴
的
に
描
い
て
い
る
。
こ
の
足
は
、
人
間
の
も
の
で
は

な
く
、
蹄
が
割
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
で
は
、
悪
魔
と
結
び

つ
け
ら
れ
る
印
な
の
で
あ
る

N

。
こ
の
怒
れ
る
神
が
支
配
す
る
世
界
で
は
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
的
な
道
徳
が
広
ま
っ
て
い
る
。
向
か
っ
て
左
側
の
対
極
、
つ
ま
り

過
小
の
極
は
、
氷
と
い
う
抑
制
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
右
側
の
過
剰
の
極
は
、
鉄

の
檻
に
繋
が
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
巨
人
も
ブ
レ
イ
ク
が
必
要
と
認
め
る
対
極

の
弁
証
法
を
自
由
に
行
使
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
ダ
ン
テ
を
示
す
人
物
は
、

両
極
を
共
に
避
け
て
い
る
。

　

水
彩
挿
画
に
描
か
れ
た
二
つ
の
対
極
の
中
間
を
慎
重
に
通
り
抜
け
る
こ
と

で
、
画
中
の
ダ
ン
テ
は
い
ず
れ
の
極
端
さ
に
も
近
づ
く
の
を
避
け
よ
う
と
し
て



中庸に逆らって

25

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
臆
病
さ
に
ブ
レ
イ
ク
は
反
対
す

る
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
ブ
レ
イ
ク
は
、
別
の
「
地
獄
の
格
言
」
の
中
で
「
過
剰

の
道
は
知
恵
の
宮
殿
へ
と
至
る
」
と
書
い
て
い
る[E35]

。
お
ず
お
ず
と
バ
ラ

ン
ス
を
保
つ
の
は
、
ブ
レ
イ
ク
の
取
る
道
で
は
な
い
。
対
極
に
あ
る
両
者
は
取

り
込
ま
れ
、
用
い
ら
れ
、
対
処
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ブ
レ
イ
ク
に
と
っ

て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
中
道
は
熱
狂
の
回
避
で
あ
り
、
情
熱
の
忌
避
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
誤
っ
た
倫
理
観
な
の
で
あ
る
。

結
論

　

ブ
レ
イ
ク
は
、
同
時
代
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
キ
リ
ス
ト

教
の
意
味
を
誤
解
し
、
自
分
だ
け
が
そ
れ
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
と
信
じ
て

い
た
。
ま
た
、
そ
れ
を
示
す
た
め
の
彼
独
自
の
幻
視
的
知
識
に
自
信
を
持
っ
て

い
た
。
そ
の
た
め
に
『
失
楽
園
』
と
『
ヨ
ブ
記
』
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
修
正
す
る

こ
と
に
取
り
組
ん
だ
。
従
っ
て
、
ブ
レ
イ
ク
が
自
身
の
視
覚
的
手
段
に
よ
っ
て

ダ
ン
テ
の
道
徳
観
を
修
正
す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
な
か
っ
た
の
は
驚
く
べ
き
こ

と
で
は
な
い
。『
神
曲
』
第
２
歌
の
た
め
に
ブ
レ
イ
ク
が
描
い
た
挿
画
の
象
徴

性
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ダ
ン
テ
が
引
き
出
し
た
中
庸
と
い
う
主
要
な
倫

理
的
規
範
（
ブ
レ
イ
ク
は
こ
れ
に
対
す
る
異
論
を
生
涯
に
わ
た
り
表
明
し
た
）

に
対
す
る
ブ
レ
イ
ク
の
反
論
を
劇
的
に
示
し
て
い
る
。
ブ
レ
イ
ク
が
書
い
て
い

る
よ
う
に
、「
熱
狂
は
美
で
あ
る
」[E38]

の
な
ら
ば
、
い
ず
れ
の
「
対
極
」
に

も
関
わ
る
こ
と
な
し
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
中
庸
に
従
う
臆
病
さ
こ
そ
が
地

獄
へ
と
向
か
う
道
な
の
で
あ
る
。
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少
な
い
。「O

nce O
nly Im

agined: A
n Interview

 w
ith M

orris 
Eaves, Robert N

. Essick, and Joseph V
iscom

i

」
と
題
す
る
記
事
の
中
で
、

こ
れ
ら
の
最
も
著
名
な
ブ
レ
イ
ク
研
究
者
は
、
神
曲
の
挿
画
が
未
完
成
で
あ
る

こ
と
で
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
を
確
か
め
る
方
法
は
な
い
。
ブ
レ
イ
ク

の
各
作
品
で
は
そ
れ
ぞ
れ
独
特
の
視
覚
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
取
ら
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
田
園
詩
の
た
め
に
製
作
さ
れ
た
木
版
画
は
、
１
年
後
に

製
作
さ
れ
た
レ
リ
ー
フ
・
エ
ッ
チ
ン
グ
作
品
と
は
全
く
ス
タ
イ
ル
が
異
な
っ
て
い

る
。
実
際
、
ブ
レ
イ
ク
が
彼
自
身
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
掛
か
る
前
に
承
知
し

て
い
た
と
我
々
が
確
信
で
き
る
唯
一
の
完
全
な
挿
画
シ
リ
ー
ズ
は
、
ブ
レ
イ
ク
の

友
人
で
あ
っ
た
彫
刻
家
／
彫
版
師
のJohn Flaxm

an

が
手
掛
け
た
も
の
で
あ
る
。

Flaxm
an

の
作
品
は
ブ
レ
イ
ク
の
も
の
よ
り
も
更
に
線
形
的
で
、
陰
影
が
少
な
く
、

ブ
レ
イ
ク
は
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
が
『
神
曲
』
シ
リ
ー
ズ
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い

と
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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右
に
述
べ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
は
以
下
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
拠
っ
た
。。

　
　
　

http://w
w
w
.rc.um

d.edu/praxis/blake/blakeint1.htm
l

（
７
）　Roe, A

lbert S., Blake

’s Illustrations to the D
ivine Com

edy 

　
　
（Princeton U

niversity Press, Princeton, 1953

）

（
８
）　
（T

he V
ision: O

r H
ell, Purgatory A

nd Paradise O
f D

ante A
lighieri, 

translated by H
enry Francis Cary 

（K
essinger Publishing, W

hitefish, 
M

ontana, 2007
）
ブ
レ
イ
ク
はC

ary

訳
に
よ
る
１
８
１
４
年
版
の
『
神
曲
』
を

用
い
た
の
で
、
本
論
文
で
は
こ
の
翻
訳
版
を
用
い
る
。

（
９
）　

こ
の
論
文
中
の
日
本
語
訳
は
す
べ
て
『
神
曲
』
平
川 

祐
弘 

（
翻
訳
）（
河
出
書
房

新
社
、
東
京
、
１
９
９
２
）
に
拠
っ
た
。

（
10
）　T

he D
ante E

ncyclopedia, edited by R
ichard Lansing

（G
arland 

Publishing, Inc., N
ew

 Y
ork, 2000

）p. 85

（
11
）　Inferno, edited and translated by Robert M

. D
urling, introduction 

and notes by Ronald L. M
artinez and Robert M

. D
urling

（O
xford 

U
niversity Press, 1996

）

（
12
）　

最
初
の
３
枚
の
水
彩
画
の
順
序
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。R

oe

は

ダ
ン
テ
と
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
が
森
に
入
っ
て
行
く
と
こ
ろ
を
後
方
か
ら
描
い
た
こ

の
場
面
は
２
番
目
の
絵
で
あ
り
、
よ
り
精
緻
な
水
彩
画
を
３
番
目
の
絵
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
そ
の
他
の
研
究
者
は
こ
れ
ら
の
絵
の
順
序
は
逆
で
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

（
13
）　Roe, op. cit., p. 52

（
14
）　Colish, M

arsha L., M
edieval Foundations of the W

estern Intellectual 
T
radition 400 - 1400 （Y

ale U
niversity Press, N

ew
 Y

ork, 1997

）p. 296

（
15
）　B

oyde, Patrick, H
um

an V
ices and H

um
an W

orth in D
ante

’s 
Com

edy

（Cam
bridge U

niversity Press, 2000

）p. 78

（
16
）　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
（
上
）』
高
田 

三
郎
（
翻
訳
）、（
岩

波
書
店
、
東
京
、1971

）　p. 71

（
17
）　Boyde, op. cit., p. 92

（
18
）　Blake, W

illiam
, edited by D

avid V
. Erdm

an, T
he Com

plete Poetry 
and Prose of W

illiam
 Blake 

（A
nchor Books, N

ew
 Y

ork, 1988

） p.660 

本

論
文
を
通
じ
て
、
ブ
レ
イ
ク
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
『
全
詩
文
』
の
こ
の
版
か
ら

の
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
「
Ｅ
ペ
ー
ジ
ナ
ン
バ
ー
」
で
記
さ
れ
る
。
ま
た
、
英
表

記
に
お
い
て
は
、
ブ
レ
イ
ク
独
特
の
綴
り
と
句
読
点
は
原
文
の
ま
ま
引
用
し
た
。

（
19
）　 Erdm

an, D
avid V

., T
he Illum

inated Blake 

（D
over Publications, 

N
ew

 Y
ork, 1974

） p. 204

（
20
）　D

am
on, Foster S., A

 Blake D
ictionary 

（Sham
bala Publications, 

Boulder, 1979

） p. 343

（
21
）　ibid., p. 227

（
22
）　ibid., p. 269

（
23
）　M

itchell, W
.J.T

., Blake

’s Com
posite A

rt, 

（Princeton U
niversity 

Press, 1978

） p. 70

（
24
）　

ブ
レ
イ
ク
に
よ
る
『
ヨ
ブ
記
挿
図
』
の
第
11
図
版
に
は
、
同
じ
く
蹄
の
割
れ
た

人
物
が
現
れ
る
。
リ
ン
ド
バ
ー
グ
に
拠
れ
ば
、こ
の
人
物
は
神
を
装
う
悪
魔
で
あ
る
。

　
　
　

Plate 11 in Blake

’s illustrations for the Book of Job show
 the sam

e 
figure, w

ith the sam
e cloven hoof. Lindberg w

rites that this figure 
is Satan disguised as God. Lindberg, Bo. W

illiam
 Blake's Illustrations 

to the Book of Job 

（A
cta A

cadem
iae A

boensis, A
bo, Finland: A

bo 
A
kedem

i, 1973

） p. 267

 （
パ
イ
ル
・
エ
リ
ッ
ク
・
ア
ラ
ン
／
広
島
大
学
大
学
院
総
合
科
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
）
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