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大
江
健
三
郎
の
文
学
、
と
く
に
そ
の
「
方
法
と
し
て
の
引

用
」
が
生
成
す
る
に
際
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク

の
受
容
が
枢
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い

る
。
だ
が
、
先
行
研
究
は
大
江
自
身
の
、
そ
れ
自
体
が
方
法

的
な
自
己
言
及
を
祖
述
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
歴
史
的
な

背
景
や
同
時
代
的
な
意
味
は
ほ
と
ん
ど
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た

こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
大
江
の
ブ
レ
イ
ク

受
容
の
始
発
期
に
焦
点
を
あ
て
、
ま
ず
ブ
レ
イ
ク
受
容
に
際

し
て
大
江
が
参
照
し
た
テ
キ
ス
ト
を
追
尋
す
る
作
業
を
行
っ

た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
大
江
の
ブ
レ
イ
ク
受
容
は
か
な
り

限
定
的
な
文
献
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、
ブ
レ
イ
ク
自

身
の
そ
れ
よ
り
も
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
の
ブ
レ
イ
ク

論
が
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
さ
ら
に
、
文
芸
批
評
史
に
お
け
る
フ
ラ
イ
の
位
置

づ
け
を
も
参
照
し
て
考
察
を
加
え
、
フ
ラ
イ
の
ブ
レ
イ
ク
論

へ
の
大
江
の
関
心
が
「
想
像
力
」
論
へ
の
関
心
と
重
な
り
合

う
こ
と
、
大
江
が
フ
ラ
イ
を
介
し
て
ブ
レ
イ
ク
に
向
か
う
背

景
に
は
、「
科
学
」
に
対
抗
し
う
る
（「
科
学
的
」
な
）「
文
学
」

を
構
築
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
事
態
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
を

論
じ
た
。

一
、
は
じ
め
に
―
―
な
ぜ
ブ
レ
イ
ク
か

　

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
授
与
に
際
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ア
カ

デ
ミ
ー（

1
（

は
、
大
江
健
三
郎
の
文
学
を
、
詩
的
想
像
力
で
生
と

【
論
　
文
】

　
　

大
江
健
三
郎
に
お
け
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
受
容

　
　
　
　
―
―
フ
ラ
イ
に
よ
る
ブ
レ
イ
ク

服　
　

部　
　

訓　
　

和　
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神
話
の
凝
縮
し
た
虚
構
の
世
界
を
つ
く
り
出
し
、
現
代
の
人

間
が
置
か
れ
た
苦
悩
を
衝
撃
的
に
描
き
出
し
た
も
の
と
評
し

た
。
受
賞
理
由
は
さ
ら
に
、
四
国
の
谷
間
の
村
で
生
ま
れ
た

大
江
の
作
品
世
界
が
現
代
社
会
に
お
け
る
人
間
全
体
に
通
じ

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
基
底
に
は
ダ
ン
テ
、
ラ

ブ
レ
ー
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
、
ポ
オ
、
イ
ェ
イ
ツ
、
エ
リ
オ
ッ
ト
、

オ
ー
デ
ン
、
サ
ル
ト
ル
の
読
書
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。

　

大
江
文
学
に
お
け
る
読
書
行
為
―
―
「
読
む
こ
と
」
―
―

が
作
品
へ
の
影
響
と
い
う
範
疇
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
創
作
行
為
―
―
「
書
く
こ
と
」
―
―
に
重
な
り
合
う
意

識
的
な
方
法
で
あ
る
こ
と
は
、
作
家
自
身
が
繰
り
返
し
語
っ

て
き
た
事
柄
で
あ
る
。
大
江
が
読
み
、
引
用
し
て
き
た
書
物

は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
、
メ
ル
ヴ
ィ

ル
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
、
ガ
ル

シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
名
を
挙
げ
る
だ

け
で
誌
面
を
埋
め
尽
く
し
か
ね
な
い
ほ
ど
だ
。

　

わ
け
て
も
、『
個
人
的
な
体
験
』（
一
九
六
四
・
八
、
新
潮

社
、
書
き
下
ろ
し
）
の
頃
か
ら
大
江
が
読
み
続
け
て
き
た
ブ

レ
イ
ク
は
特
別
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

な
ぜ
な
ら
、
大
江
の
読
書
行
為
は
ブ
レ
イ
ク
を
起
点
と
す
る

こ
と
で
ダ
ン
テ
や
イ
ェ
イ
ツ
へ
と
拡
が
っ
て
い
っ
た
か
ら
で

あ
り（

2
（

、
よ
く
知
ら
れ
た
大
江
に
お
け
る
読
書
行
為
の
方
法
化
、

い
わ
ゆ
る
「
方
法
と
し
て
の
引
用（

（
（

」
が
、「
障
害
を
持
つ
子
」

の
主
題
と
重
な
り
合
い
な
が
ら
意
識
的
に
方
法
化
さ
れ
て
い

く
過
程
に
ブ
レ
イ
ク
を
読
む
行
為
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

　

だ
が
な
ぜ
ブ
レ
イ
ク
な
の
か
。
ブ
レ
イ
ク
が
偉
大
な
芸
術

家
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
柳
宋
悦
、
寿
岳
文
章
ら
に

よ
る
先
例
は
あ
る
に
し
て
も
、『
個
人
的
な
体
験
』、「
空
の

怪
物
ア
グ
イ
ー
」（『
新
潮
』
一
九
六
四
・
一
、
六
四
～
九
〇

頁
）
か
ら
、
全
作
品
が
ブ
レ
イ
ク
の
引
用
に
よ
っ
て
成
り
立

つ『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』（『
群
像
』『
新
潮
』『
文
藝
春
秋
』

『
文
学
界
』
一
九
八
二
・
七
～
一
九
八
三
・
六（

4
（

→
一
九
八
三
・

六
、
講
談
社
）
と
そ
の
後
の
長
編
作
品
、
並
行
し
て
書
か
れ

た
エ
ッ
セ
イ
に
至
る
ま
で
、
持
続
的
か
つ
大
規
模
に
行
わ
れ

た
ブ
レ
イ
ク
受
容
は
類
例
を
見
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
ブ
レ
イ

ク
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
自
ら
の
読
書
行
為
を
方
法
と
す
る
作
家
は
、

自
身
が
ど
の
よ
う
に
ブ
レ
イ
ク
に
出
会
い
、
い
か
に
読
ん
で

き
た
か
に
つ
い
て
は
饒
舌
な
ま
で
に
語
っ
て
い
る
。
た
と
え

ば
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
の
な
か
で
、
そ
の
出
会
い
は

以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る（

（
（

。

　

僕
が
こ
の
一
節
［
＊
ブ
レ
イ
ク
の
詩
句
］
を
、
そ
れ

も
全
体
か
ら
離
れ
て
読
ん
だ
の
は
、
大
学
の
教
養
学
部

の
、
最
初
の
学
年
の
時
の
こ
と
だ
。
自
分
が
頭
を
突
き

出
す
よ
う
に
し
て
読
ん
で
い
る
恰
好
と
、
そ
の
自
分
を

と
り
ま
く
背
景
ま
で
、
は
っ
き
り
思
い
出
さ
れ
る
。
そ

れ
は
大
学
に
入
っ
て
数
週
間
の
う
ち
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

躑
躅
を
多
様
に
集
め
て
い
る
こ
と
で
植
物
学
的
に
意
義

の
あ
る
場
所
な
の
ら
し
い
構
内
の
、
旧
一
高
以
来
の
図
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書
館
で
、
僕
は
た
ま
た
ま
そ
の
一
節
を
読
ん
だ
。
図
書

館
に
向
い
な
が
ら
、
僕
は
な
お
咲
い
た
ま
ま
で
あ
っ
た

躑
躅
の
、
す
べ
て
の
茂
み
に
向
け
て
い
ち
い
ち
、
―
―

お
ま
え
ら
は
躑
躅
で
は
な
い
、
本
当
の
躑
躅
は
、
僕
自

身
が
生
ま
れ
育
っ
た
谷
間
の
、
そ
こ
か
ら
屹
立
す
る
山

の
斜
面
に
咲
い
て
お
り
、
そ
い
つ
ら
の
根
が
崖
の
赤
土

を
保
護
し
て
も
い
る
の
だ
、
と
反
撥
す
る
よ
う
で
あ
っ

た
の
だ
が
。

　

僕
が
こ
の
詩
句
を
見
出
し
た
の
は
固
表
紙
の
大
判
の

本
で
、
僕
の
坐
っ
た
席
の
と
な
り
に
、
そ
れ
は
置
か
れ

て
い
た
。
当
の
本
の
脇
に
、
さ
ら
に
幾
冊
も
の
洋
書
を

く
る
ん
で
な
か
ば
ほ
ど
け
て
い
る
風
呂
敷
包
み
が
あ
り
、

前
の
椅
子
に
は
誰
も
坐
っ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
た
。

（『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
三
九
頁
）

　　
「
僕
」
は
そ
の
時
、
隣
の
椅
子
か
ら
「
開
か
れ
た
ペ
ー
ジ

を
覗
き
こ
み
」、「
自
分
の
生
に
つ
い
て
、
決
定
的
な
予
言
を

あ
た
え
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
」。
そ
し
て
時
は
過
ぎ
、
長

男
の
誕
生
の
直
前
に
、「
い
つ
か
は
誰
の
作
品
で
あ
る
か
確

か
め
る
だ
ろ
う
、
と
思
っ
た
と
お
り
に
」、
た
ま
た
ま
「
ブ

レ
イ
ク
の
長
詩
の
一
節
を
読
ん
で
、
こ
の
ス
タ
イ
ル
あ
る
い

は
言
葉
の
か
た
ち
と
情
念
こ
そ
が
、
か
つ
て
少
年
時
か
ら
青

年
時
へ
の
か
わ
り
め
の
一
日
、
あ
の
よ
う
に
激
し
く
自
分
を

撃
っ
た
詩
句
と
同
一
だ
と
確
信
し
た
」
の
だ
と
言
う
（
四
二

～
四
三
頁
）。

　

大
江
の
ブ
レ
イ
ク
受
容
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
専
ら
右

の
よ
う
な
、
作
家
自
身
が
紡
ぐ
物
語
を
祖
述
す
る
か
た
ち
で

ブ
レ
イ
ク
と
の
出
会
い
を
説
明
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
小
林

恵
子
「
大
江
健
三
郎
と
ブ
レ
イ
ク
（
一
）」（『
立
命
館
文
学
』

五
〇
六
、
一
九
八
八
・
五
、
四
七
～
五
九
頁（

（
（

）
は
、
大
江
自

身
が
語
る
ブ
レ
イ
ク
と
の
出
会
い
に
触
れ
た
う
え
で
、「
こ

の
詩
行
の
こ
と
ば
が
も
つ
魔
力
が
、
大
江
の
ナ
イ
ー
ヴ
な
感

性
を
捕
ら
え
、
彼
の
心
を
ゆ
さ
ぶ
っ
た
」（
四
八
頁
）
の
だ

と
述
べ
、「
こ
と
ば
と
い
う
も
の
を
、
耳
を
通
し
て
、
心
の

弦
に
響
か
せ
る
力
」、
大
江
の
「
こ
と
ば
に
対
す
る
生
得
的

な
感
性
」が
ブ
レ
イ
ク
と
結
び
つ
け
た
の
だ
と
説
明
す
る（
五

〇
頁
）。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
自
己
言
及
が
単
な
る
自
作
解
説
と
は

異
な
り
、
小
説
作
品
と
重
な
り
合
う
も
の
と
し
て
周
到
に
構

築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば

先
の
引
用
に
差
し
挟
ま
れ
た「
お
ま
え
ら
は
躑
躅
で
は
な
い
」

と
い
う
述
懐
（
二
重
傍
線
部
）
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
大
江

の
自
己
語
り
が
、
事
実
で
な
い
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
多
分

に
脚
色
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
文
脈
を
慎
重
に
読
み
解

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
一
文
は
、『
壊
れ
も
の
と
し
て
の
人
間
―
―
活
字
の
む

こ
う
の
暗
闇
―
―
』（『
群
像
』
一
九
六
九
・
七
～
一
二
→
一

九
七
〇
・
二
、
講
談
社
）
に
お
け
る
甘
藍
の
挿
話
―
―
「
ぼ

く
は
現
実
の
甘
藍
を
拒
否
し
、
架
空
の
キ
ャ
ベ
ツ
に
夢
想
の

核コ
ア

を
お
く
こ
と
を
選
ん
だ
」（
八
頁
）
―
―
と
同
一
の
趣
旨

の
も
の
で
あ
る
が
、
後
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
そ

う
し
た
「
谷
間
」
を
め
ぐ
る
自
己
物
語
そ
れ
自
体
が
、
一
九

— 10（（（） —



大江健三郎におけるウィリアム・ブレイク受容

総合文化研究第20巻第１号（2014. ６）

六
〇
年
代
の
後
半
か
ら
、
読
書
行
為
や
引
用
を
方
法
化
す
る

過
程
で
再
構
成
さ
れ
て
紡
が
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

ブ
レ
イ
ク
研
究
史
の
な
か
で
も
、
大
江
に
お
け
る
ブ
レ
イ

ク
受
容
は
大
き
な
出
来
事
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し

た
観
点
か
ら
論
及
す
る
場
合
も
大
江
の
事
後
的
な
自
己
言
及

に
依
拠
す
る
こ
と
が
多
い（

7
（

。
大
江
が
ブ
レ
イ
ク
を
ど
の
よ
う

に
読
み
、
語
っ
て
き
た
か
は
研
究
さ
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
ブ

レ
イ
ク
か
、
ブ
レ
イ
ク
を
引
用
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意

味
が
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
生
じ
た

の
か
と
い
っ
た
問
い
は
立
て
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
と
言

え
よ
う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
大
江
の
ブ
レ
イ
ク
受
容
の
始
発
期
に

焦
点
を
置
き
、
大
江
が
読
書
行
為
を
前
景
化
し
、
引
用
を
方

法
化
し
て
い
く
起
点
に
お
い
て
、
な
ぜ
ブ
レ
イ
ク
が
中
心
に

据
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
同

時
代
的
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
等
の
問
題
を
検
討
し
て
み

た
い
。
具
体
的
に
は
ま
ず
『
個
人
的
な
体
験
』、「
空
の
怪

物
ア
グ
イ
ー
」
を
中
心
に
、
大
江
が
ど
の
テ
キ
ス
ト
を
見

て
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
知
見
を
得
て
い
る
の
か
を
検
証

す
る
。
も
っ
て
大
江
の
読
ん
だ
ブ
レ
イ
ク
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
、
そ
こ
か
ら
開
け
る
展
望
に
お
い
て
大
江
の
ブ
レ
イ
ク
受

容
の
精
神
史
的
な
見
取
り
図
を
描
こ
う
と
い
う
目
論
見
で
あ

る
。
個
々
の
作
品
の
詳
細
な
読
解
は
ま
た
別
稿
で
の
課
題
と

な
る
が
、
本
稿
に
お
け
る
検
証
は
、
大
江
の
「
想
像
力
」
論

や
「
谷
間
の
村
」
の
物
語
、
ひ
い
て
は
大
江
文
学
の
世
界
的

普
遍
性
な
る
も
の
の
来
歴
を
照
射
す
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て

い
く
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

二
、『
ブ
レ
イ
ク
聖
書
画
集
』

　

大
江
の
ブ
レ
イ
ク
受
容
は
通
例
、『
個
人
的
な
体
験
』
の

次
の
場
面
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
長
男

が
「
脳
ヘ
ル
ニ
ア
」
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
た
主
人
公
鳥バ

ー
ドが

、

大
学
時
代
の
友
人
、
火
見
子
の
部
屋
に
逃
げ
込
ん
だ
場
面
で

あ
る
。①Sooner m

urder an infant in i

マ
マ

tʼs cradle than 
nurse unacted desires

…
…

「
ま
だ
動
き
は
じ
め
な
い
欲
望
を
育
て
あ
げ
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
よ
り
も
、
赤
ん
ぼ
う
は
揺
籠
の
な
か
で
殺

し
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
の
ね
」

「
し
か
し
、
す
べ
て
の
赤
ん
ぼ
う
を
揺
籠
の
な
か
で
殺

し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
よ
」
と
鳥バ

ー
ドは

い
っ
た
。

「
こ
れ
は
誰
の
詩
だ
い
？
」

「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
。
わ
た
し
は
ブ
レ
イ
ク
の

こ
と
を
卒
業
論
文
に
し
た
で
し
ょ
う
？
」

「
そ
う
だ
っ
た
、
き
み
は
ブ
レ
イ
ク
だ
っ
た
」
と
鳥バ

ー
ドは

い
う
と
頭
を
め
ぐ
ら
せ
て
探
し
、
居
間
と
寝
室
の
仕
切

り
の
板
壁
に
か
か
げ
ら
れ
た
②
ブ
レ
イ
ク
の
絵
の
複
製

を
見
つ
け
た
。

（『
大
江
健
三
郎
全
作
品
６
』
一
九
六
六
・
四
、
新
潮
社
、

二
四
七
～
二
四
八
頁（

8
（

）

— 10（（4） —



大江健三郎におけるウィリアム・ブレイク受容

総合文化研究第20巻第１号（2014. ６）

　

こ
こ
で
は
、
①
ブ
レ
イ
ク
『
天
国
と
地
獄
の
結
婚
』（
一

七
九
〇
～
一
七
九
三
頃
）
に
お
け
る
「
地
獄
の
こ
と
わ
ざ
」

の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
②
火
見
子
の
部
屋
に

は
ブ
レ
イ
ク
の
絵
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
右
引
用
に
続
く
場

面
で
は
、
鳥バ

ー
ドの

眼
を
介
し
た
「
ブ
レ
イ
ク
の
絵
の
複
製
」
の

イ
メ
ー
ジ
が
提
示
さ
れ
る
。
後
に
引
く
が
、
そ
こ
に
は
「
い

ち
め
ん
に
鱗
が
生
え
」、「
禍
禍
し
く
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ク
に
悲
痛

な
憂
い
に
み
ち
た
眼
」、「
鼻
も
め
り
こ
む
ほ
ど
に
深
く
窪
ん

だ
口
」
を
持
っ
た
、
悪
魔
と
も
神
と
も
つ
か
な
い
存
在
が
飛

翔
し
て
い
る
さ
ま
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
記
述
内
容
か
ら
、

こ
の
絵
が
ブ
レ
イ
ク
の
水
彩
画
「
ペ
ス
ト
―
―
長
子
た
ち
の

死
」（
一
八
〇
五
）
の
複
製
で
あ
る
と
わ
か
る
。

　

右
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
大
江
に
お
け
る
「
方
法
と
し
て

の
引
用
」
を
論
じ
た
杉
里
直
人（

（
（

が
、
火
見
子
の
ミ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
造
形
を
象
る
う
え
で
「
ま
た
と
な
い
小
道
具
」
と
な
っ

て
い
る
こ
と
、『
天
国
と
地
獄
の
結
婚
』
の
一
節
が
「
嬰
児

殺
し
と
い
う
『
個
人
的
な
体
験
』
の
主
題
と
ス
ト
レ
ー
ト
に

結
」
び
つ
き
、
結
末
近
く
に
な
っ
て
提
示
さ
れ
る
公
使
館
員

デ
ル
チ
ェ
フ
／
カ
フ
カ
的
な
も
の
―
―
「
子
供
に
対
し
て
親

の
で
き
る
こ
と
は
、
や
っ
て
く
る
赤
ん
ぼ
う
を
迎
え
て
や
る

こ
と
だ
け
で
す
」（『
個
人
的
な
体
験
』
三
三
四
頁
）
―
―
と

対
照
さ
れ
る
こ
と
で
、『
個
人
的
な
体
験
』
の
プ
ロ
ッ
ト
を

牽
引
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（
九
二
～
九
四
頁
）。
他
方
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
ブ
レ
イ
ク

の
引
用
、
読
解
が
未
だ
表
層
的
で
右
の
対
立
図
式
が
う
ま
く

構
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
結
末
に
お
け
る
鳥バ

ー
ドの

「
回

心
」
が
唐
突
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
批
判（

（（
（

、
そ
れ
に

関
連
し
て
、
右
引
用
文
中
の
マ
マ
書
き
の
箇
所
に
は
本
来
は

ア
ポ
ス
ト
ロ
フ
ィ
が
な
く
、
大
江
が
誤
っ
て
引
用
し
て
い
る

と
い
う
指
摘
も
あ
る（

（（
（

。

　

こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
作
者
も
ま
た
、
火
見
子
に
語
ら

せ
た
「
地
獄
の
こ
と
わ
ざ
」
の
訳
が
「
誤
読
」
で
あ
り
、「
実

行
さ
れ
な
い
欲
望
を
育
て
る
よ
り
は
い
っ
そ
揺
り
か
ご
の

な
か
の
お
さ
な
ご
を
殺
せ（

（（
（

」と
訳
す
べ
き
一
節
で
あ
っ
た
こ

と
を
語
っ
て
い
る
（『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
一
五
二
～

一
五
三
頁
）。
大
江
は
そ
れ
を
「
誤
読
」
と
認
め
た
う
え
で
、

そ
こ
に
自
ら
の
生
と
深
く
関
わ
っ
た
創
造
的
な
行
為
を
見
て

い
る
と
言
え
る
の
だ
が
、
繰
り
返
せ
ば
、
そ
う
し
た
見
方
は

あ
く
ま
で
後
年
に
な
っ
て
、『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
に

至
る
過
程
で
把
握
さ
れ
、
意
識
的
に
強
調
さ
れ
て
い
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
こ
で
の
関
心
は
む
し
ろ
、
大
江
が

何
を
見
て
、
ど
の
よ
う
に
「
誤
解
」
し
て
い
っ
た
の
か
を
追

尋
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

で
は
そ
も
そ
も
一
九
六
四
年
前
後
の
大
江
は
ど
の
文
献
を

見
た
の
か
。
後
の
大
江
は
、
ブ
レ
イ
ク
を
読
む
上
で
の
主
要

な
参
考
先
と
し
て
、
ブ
レ
イ
ク
研
究
史
に
お
い
て
も
画
期
を

な
し
た
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
Ｖ
・
ア
ー
ド
マ
ン
や
、
神
秘
主
義

者
と
し
て
の
ブ
レ
イ
ク
像
を
描
き
出
す
キ
ャ
ス
リ
ー
ン
・
レ

イ
ン
の
名
を
挙
げ
て
い
る
が（

（（
（

、
こ
の
時
点
で
こ
れ
ら
の
文
献

が
参
照
さ
れ
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
順
次
検
証
し
て
い

き
た
い
が
、
さ
し
あ
た
り
本
節
で
は
、
既
に
引
い
た
『
個
人

的
な
体
験
』
の
一
節
を
見
て
お
き
た
い
。
先
の
引
用
に
続
く
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場
面
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
鳥バ

ー
ドの

眼
を
介
し
た
「
ブ
レ
イ

ク
の
絵
の
複
製
」
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。

鳥バ
ー
ドは

こ
の
絵
を
、
た
び
た
び
見
て
い
た
が
、
と
く
に
注

意
し
て
そ
れ
を
眺
め
て
み
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
っ

た
。
し
か
し
、
い
ま
気
が
つ
い
て
み
る
と
そ
れ
は
い
か

に
も
奇
妙
な
絵
だ
。
石
版
風
の
効
果
を
あ
げ
て
い
る
が
、

①
そ
れ
は
じ
つ
は
水
彩
画
に
ち
が
い
な
い
。
②
原
画
に

は
色
彩
も
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
い
ま
部
厚
い
木
の
枠
に

は
め
こ
ま
れ
て
そ
こ
に
飾
ら
れ
て
い
る
版
は
い
ち
め
ん

に
淡
い
墨
色
だ
っ
た
。
③
中
東
風
の
建
物
に
か
こ
ま
れ

た
広
場
。
遠
景
に
様
式
化
さ
れ
た
一
対
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド

が
浮
び
あ
が
っ
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
エ
ジ
プ
ト
な

の
だ
ろ
う
。
夕
闇
か
夜
明
け
の
薄
明
り
が
画
面
を
領
し

て
い
る
。
広
場
に
は
腹
を
あ
け
ら
れ
た
魚
み
た
い
に
横

た
わ
っ
て
い
る
若
い
死
者
と
、
い
た
み
悲
し
む
母
親
を

囲
ん
で
、
燈
り
を
か
か
げ
た
老
人
や
嬰
児
を
抱
い
た
女

た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
最
も
重
要
な
の
は
、

そ
れ
ら
の
人
々
の
頭
上
に
両
腕
を
ひ
ろ
げ
跳
躍
し
て
、

広
場
を
横
切
ろ
う
と
し
て
い
る
巨
大
な
存
在
だ
。
そ
れ

は
人
間
だ
ろ
う
か
？　

美
し
い
筋
肉
質
の
体
に
は
い
ち

め
ん
に
鱗
が
生
え
て
い
る
。
禍
禍
し
く
フ
ァ
ナ
テ
ィ
ク

に
悲
痛
な
憂
い
に
み
ち
た
眼
、
鼻
も
め
り
こ
む
ほ
ど
に

深
く
窪
ん
だ
口
は
山
椒
魚
を
思
わ
せ
る
。
か
れ
は
悪
魔

な
の
か
、
神
か
？　

暗
く
乱
れ
る
夜
の
空
へ
男
は
鱗
の

炎
に
燃
え
た
ち
な
が
ら
飛
翔
し
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
…
…

「
か
れ
は
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
体
を
お
お
っ
て

い
る
の
は
鱗
じ
ゃ
な
く
て
中
世
の
兵
士
の
鎖
か
た
び
ら

か
な
あ
」

「
鱗
だ
と
思
う
わ
、
④
色
彩
版
の
こ
の
絵
で
は
緑
色
を

し
て
い
て
も
っ
と
鱗
ら
し
か
っ
た
わ
。
⑤
か
れ
は
エ
ジ

プ
ト
人
の
長
子
た
ち
を
み
な
殺
し
に
す
る
た
め
に
が
ん

ば
っ
て
い
る
ペ
ス
ト
な
の
よ
」

　

鳥バ
ー
ドは

聖
書
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
な
に
も
知
ら
な
か
っ

た
。⑥
出
エ
ジ
プ
ト
記
か
も
し
れ
な
い
、と
鳥バ

ー
ドは

考
え
た
。

（『
大
江
健
三
郎
全
作
品
６
』
二
四
八
頁
）

　

二
重
傍
線
部
に
着
目
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
記

述
は
鳥バ

ー
ドの

眼
を
介
し
た
「
ブ
レ
イ
ク
の
絵
の
複
製
」
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
①
か
ら
⑥
の
記
述
に
着
目
す
る
と
き
、

こ
の
描
写
が
依
拠
す
る
書
物
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

右
の
描
写
を
、
以
下
の
解
説
と
対
比
し
て
み
よ
う
。

1（
上　

ペ
ス
ト
―
―
長
子
た
ち
の
死

①
水
彩　

（0.（

×（4.（　

180（　

ボ
ス
ト
ン
美
術
館

　

⑥
〈
出
エ
ジ
プ
ト
記
〉
Ⅻ
、
2（
に
記
さ
れ
て
い
る
。

モ
イ
ゼ
の
預
言
ど
お
り
、
⑤
主
は
エ
ジ
プ
ト
人
の
長
子

た
ち
を
悉
く
殺
し
た
も
う
が
、
ブ
レ
イ
ク
は
異
常
な
空

想
力
を
発
揮
し
て
、
こ
の
場
面
を
、
②
④
緑
の
鱗
に
蔽

わ
れ
た
巨
大
な
ペ
ス
ト
の
化
身
が
両
腕
を
拡
げ
て
荒
れ

狂
い
、
死
気
を
辻
々
に
ま
き
散
ら
し
て
ゆ
く
独
特
の
構

— 10（（（） —
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図
に
仕
立
て
て
い
る
。

（
柳
宋
玄
編
『
ブ
レ
イ
ク
聖
書
画
集
』
一
九
五
八
・
一
二
、

み
す
ず
書
房
、
一
八
頁
）

　

柳
宋
玄
の
手
に
な
る『
ブ
レ
イ
ク
聖
書
画
集
』の
う
ち
、「
ペ

ス
ト
―
―
長
子
た
ち
の
死
」
の
解
説
部
分
で
あ
る
。『
ブ
レ

イ
ク
聖
書
画
集
』
に
は
、
八
枚
の
原
色
版
に
加
え
、
六
四
枚

の
モ
ノ
ク
ロ
版

0

0

0

0

0

、
グ
ラ
ヴ
ィ
ア
印
刷
に
よ
る
ブ
レ
イ
ク
の
聖

書
画
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
ペ
ス
ト
―
―
長
子
た
ち
の
死
」

は
後
者
の
一
枚
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
ク
の
専
門
家
で
あ
る
火
見

子
の
部
屋
に
飾
ら
れ
て
い
る
「
ブ
レ
イ
ク
の
絵
の
複
製
」
は

な
ぜ
か
「
色
彩
版
」
で
は
な
く
、「
い
ち
め
ん
に
淡
い
墨
色
」

（
②
）
で
あ
る
が
、
鳥バ

ー
ドに

よ
れ
ば
ど
う
や
ら
そ
の
絵
は
「
水

彩
画
」（
①
）で
あ
り
、「
出
エ
ジ
プ
ト
記
か
も
し
れ
な
い
」（
⑥
）

と
予
想
さ
れ
る
。
モ
ノ
ク
ロ
の
絵
か
ら
は「
ペ
ス
ト
の
化
身
」

の
表
皮
を
蔽
う
「
緑
の
鱗
」
は
判
別
で
き
な
い
が
、
火
見
子

が
そ
の
絵
の
色
彩
（
④
）
と
知
識
（
⑤
）
を
補
う
。
こ
の
場

面
は
、『
ブ
レ
イ
ク
聖
書
画
集
』
の
記
述
の
う
ち
、
図
版
を

見
る
眼
差
し
が
鳥バ

ー
ドに

、
解
説
の
記
述
が
火
見
子
に
割
り
振
ら

れ
る
か
た
ち
で
、
周
到
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
別

言
す
れ
ば
、
当
該
場
面
は
『
ブ
レ
イ
ク
聖
書
画
集
』
の
み
で

構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と
言
え
、
こ
の
時
期
の
ブ
レ
イ
ク
受

容
が
か
な
り
限
定
的
な
文
献
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
唆
す
る
。

　

一
方
、『
ブ
レ
イ
ク
聖
書
画
集
』
は
「
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
」

の
執
筆
に
際
し
て
も
参
照
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
障
害

を
持
つ
子
」
の
主
題
を
共
有
す
る
こ
の
小
説
で
は
、
鳥バ

ー
ドと

は

逆
の
決
断
を
し
て
「
赤
ん
ぼ
う
」
に
ミ
ル
ク
を
与
え
ず
殺
し

て
し
ま
っ
た
音
楽
家
Ｄ
な
る
人
物
が
登
場
す
る
。
彼
は
そ
の

出
来
事
以
来
、
現
実
世
界
を
生
き
る
こ
と
を
自
ら
止
め
、「
ア

グ
イ
ー
」
な
る
「
赤
ん
ぼ
う
の
幽
霊
」
を
幻
視
し
て
い
る
。

彼
の
見
る
空
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
人
生
に
お
い
て
喪
わ
れ
た

も
の
が
浮
游
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
世
界
を
象
る
も
の
と

し
て
ブ
レ
イ
ク
の
絵
の
イ
メ
ー
ジ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
詩
［
＊
中
原
中
也
の
詩
］
は
ぼ
く
の
見
て
い
る

死
ん
だ
赤
ん
ぼ
う
の
世
界
の
一
面
を
と
ら
え
て
い
る
と

思
う
よ
。
ま
た
、
き
み
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
の

絵
を
見
た
こ
と
が
あ
る
か
ね
？　

と
く
に
《
悪
魔
の
饗

応
を
拒
絶
し
た
も
う
キ
リ
ス
ト
》
と
い
う
絵
だ
。
ま
た

《
歌
い
和
す
る
暁
の
星
》
と
い
う
絵
だ
。
ど
ち
ら
に
も
、

地
上
の
人
間
と
お
な
じ
現
実
感
を
も
っ
た
、
空
中
の
人

間
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
ま
た
、
ぼ
く
の
見
る
も

う
ひ
と
つ
の
世
界
の
一
面
を
暗
示
し
て
い
る
と
感
じ
る

ん
だ
。

（『
大
江
健
三
郎
全
作
品
６
』
一
四
九
頁
）

　

こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
二
つ
の
絵
は
、
や
は
り
『
ブ
レ
イ
ク

聖
書
画
集
』
に
そ
れ
ぞ
れ
、
図
版
2（
「
歌
い
和
す
る
暁
の
星

（〈
ヨ
ブ
記
〉
挿
画
14
）」（
一
八
二
五
）、
図
版
41
「
悪
魔
の

饗
応
を
拒
絶
し
た
ま
う
キ
リ
ス
ト
」（
一
八
〇
七
ま
た
は
一

八
〇
八
）
と
し
て
、
仮
名
遣
い
の
揺
れ
を
除
き
、
ま
っ
た
く
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同
じ
邦
題
の
も
と
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
管
見
の
限
り
「
ヨ

ブ
記
」
の
挿
絵
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
前
者
と
個
人
像
の
水
彩
画

で
あ
る
後
者
を
双
方
と
も
載
せ
る
当
時
の
文
献
は
見
当
た
ら

ず
、
ブ
レ
イ
ク
の
絵
画
に
与
え
ら
れ
た
邦
題
は
文
献
ご
と
に

異
な
る
こ
と
か
ら
、
一
九
六
四
年
の
時
点
の
大
江
は
『
ブ
レ

イ
ク
聖
書
画
集
』
に
基
づ
い
て
二
つ
の
作
品
を
書
い
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
場
面
に
つ
い
て
は
後
に
あ
ら
た
め
て

触
れ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
当
時
の
大
江
は
『
天
国
と
地
獄
の

結
婚
』
の
一
節
に
の
み
着
想
し
て
物
語
を
作
り
上
げ
た
の
で

は
な
く
、
ブ
レ
イ
ク
の
描
い
た
イ
メ
ー
ジ
へ
の
関
心
に
基
づ

き
物
語
が
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

　

実
際
、
以
上
の
事
実
を
踏
ま
え
て
『
個
人
的
な
体
験
』
の

ブ
レ
イ
ク
の
複
製
画
の
場
面
を
考
え
る
と
き
、
そ
の
描
写
が

あ
く
ま
で
鳥バ

ー
ドの

眼
を
介
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
か
れ
る
こ

と
に
意
義
が
あ
っ
た
と
わ
か
る
。
以
下
に
辿
る
よ
う
に
、『
個

人
的
な
体
験
』
は
鳥バ

ー
ドの

眼
に
映
る
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
る
物
語

と
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
ブ
レ
イ
ク
の
イ
メ
ー
ジ
も
ま
た
き

わ
め
て
有
機
的
に
プ
ロ
ッ
ト
の
中
心
線
に
組
み
込
ま
れ
て
い

る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

物
語
の
冒
頭
、
息
子
の
誕
生
を
直
前
に
控
え
て
ア
フ
リ
カ

へ
の
冒
険
行
を
夢
想
す
る
鳥バ

ー
ドは

、
書
店
の
陳
列
棚
に
収
め
ら

れ
た
地
図
の
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
、「
腐
食
し
は
じ
め
て
い
る

死
ん
だ
頭
」、「
皮
膚
を
剥
い
で
毛
細
血
管
を
す
っ
か
り
あ
ら

わ
に
し
た
傷
ま
し
い
頭
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
る
（
二
〇
五
頁
）。

こ
の
象
徴
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
、「
脳
ヘ
ル
ニ
ア
」
の
「
赤
ん

ぼ
う
」
へ
と
連
な
り
、
物
語
全
体
を
駆
動
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
既
に
指
摘
が
あ
る
が（

（（
（

、
こ
う
し
た
鳥バ

ー
ドの

眼
差
し
は
以

後
の
プ
ロ
ッ
ト
に
お
い
て
も
意
図
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と

も
言
え
る
。
呼
び
出
さ
れ
て
行
っ
た
病
院
で
「
ま
ず
、
現
物

を
見
ま
す
か
？
」
と
言
わ
れ
た
鳥バ

ー
ドは

、
自
身
の
眼
で
息
子
を

見
る
こ
と
を
回
避
し
続
け
る
。
そ
の
あ
げ
く
偶
然
「
赤
ん
ぼ

う
の
繃
帯
で
ま
い
た
頭
を
見
」
た
と
き
に
は
、
そ
こ
に
存
在

す
る
「
異
様
な
大
き
い
も
の
」
か
ら
眼
を
逸
ら
す
の
み
な
ら

ず
、「
お
れ
の
息
子
は
戦
場
で
負
傷
し
た
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル
の

よ
う
に
頭
に
繃
帯
を
ま
い
て
い
る
」
と
考
え
、
次
の
よ
う
に

そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
身
を
委
ね
て
し
ま
う
。
鳥バ

ー
ドは

現
実
の
息
子

を
直
視
せ
ず
に
、
妄
想
に
近
い
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
逃
避
し

た
の
で
あ
る
。

　

唐
突
に
鳥バ

ー
ドは

涙
を
流
し
は
じ
め
た
。
ア
ポ
リ
ネ
ー
ル

の
よ
う
に
頭
に
繃
帯
を
ま
い
て
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

鳥バ
ー
ドの

感
情
を
一
挙
に
単
純
化
し
方
向
づ
け
て
い
た
。
鳥

バ
ー
ド

は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
で
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
の
自
分
が
許
容

さ
れ
正
当
化
さ
れ
る
の
を
感
じ
、
自
分
の
涙
に
甘
い
味

す
ら
見
出
し
た
。

（『
大
江
健
三
郎
全
作
品
６
』
二
三
〇
頁
）

　

以
後
の
鳥バ

ー
ドの

逃
避
行
は
、
か
か
る
イ
メ
ー
ジ
へ
の
逃
避
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
。
病
院
を
出
た
鳥バ

ー
ド

は
、
事
態
の
報
告
の

た
め
に
私
大
の
英
文
科
教
授
で
あ
る
義
父
の
も
と
に
向
か

う
。
鳥バ

ー
ドは

か
つ
て
大
学
院
で
研
究
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
む
生
活

を
送
っ
て
い
た
が
、「
数
週
間
も
理
由
な
く
飲
み
つ
づ
け
て

— 101（8） —



大江健三郎におけるウィリアム・ブレイク受容

総合文化研究第20巻第１号（2014. ６）

つ
い
に
大
学
院
を
去
っ
た
」
の
だ
っ
た
。
そ
の
義
父
が
、
報

告
を
終
え
て
帰
ろ
う
と
す
る
鳥バ

ー
ド

に
ウ
ィ
ス
キ
ー
「
ジ
ョ
ニ

イ
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
」
の
瓶
を
渡
す
。
鳥バ

ー
ド

は
、
小
説
の
な
か

の
「
憤
然
と
し
た
若
い
ア
メ
リ
カ
人
の
台
詞
」
―
―
「A

re 
you kidding m

e, kidding m
e?

」
―
―
を
思
い
浮
か
べ

な
が
ら
受
け
取
っ
た
後
、
今
日
と
い
う
日
の
「
こ
れ
か
ら
独

り
き
り
で
自
由
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
時
間
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
」
と
、「
ウ
ィ
ス
キ
ー
の
ラ
ベ
ル
に
描
か
れ
た
赤
い
上
着

を
着
て
大
股
に
歩
く
愉
快
そ
う
な
白
人
」
を
結
び
つ
け
な
が

ら
、
そ
れ
を
飲
む
た
め
に
火
見
子
の
部
屋
に
向
か
う
（
二
三

六
～
二
四
三
頁
）。
そ
し
て
彼
は
見
慣
れ
て
い
た
は
ず
の
ブ

レ
イ
ク
の
絵
に
惹
き
つ
け
ら
れ
、
そ
の
後
の
行
動
を
方
向
づ

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
個
人
的
な
体
験
』
の
主
要
な
プ
ロ
ッ
ト
は
、

鳥バ
ー
ドが

引
用
の
な
か
に
見
る
イ
メ
ー
ジ
の
連
な
り
に
よ
っ
て
構

築
さ
れ
て
お
り
、
ブ
レ
イ
ク
の
絵
の
場
面
は
、
そ
の
結
節
点

と
な
る
重
要
な
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
。『
個
人
的
な
体
験
』

は
、「
赤
ん
ぼ
う
」
の
現
実
か
ら
眼
を
逸
ら
し
、
閉
じ
ら
れ

た
イ
メ
ー
ジ
に
逃
避
し
た
鳥バ

ー
ドと

い
う
男
が
、
他
な
ら
ぬ
ブ
レ

イ
ク
の
イ
メ
ー
ジ
を
契
機
と
し
て
い
か
に
自
己
欺
瞞
な
く
現

実
に
向
き
合
う
か
を
追
求
し
た
あ
げ
く
、
そ
の
自
己
完
結
的

な
イ
メ
ー
ジ
を
放
棄
す
る
に
至
る
ま
で
の
物
語
と
し
て
捉
え

返
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
以
上
の
通
り
、『
ブ
レ
イ
ク
聖
書
画
集
』
と
大
江
作

品
と
を
照
合
す
る
こ
と
で
言
え
そ
う
な
の
は
、
現
実
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
未
来
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
か
と
い
う
問
題 

―
―
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
―
―
と
関
わ
っ
て
い
そ
う
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
『
ブ
レ
イ
ク
聖
書
画
集
』
は
、

『
天
国
と
地
獄
の
結
婚
』
の
直
接
的
な
引
用
以
上
に
、
作
品

に
本
質
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

「
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
」
に
お
い
て
も
、
音
楽
家
Ｄ
が
ブ
レ

イ
ク
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
て
語
る
世
界
は
、
彼
の
見
よ
う
と

す
る
世
界
像
、
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
た
ら
し
め
よ
う
と

す
る
世
界
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
特
徴
は
、
も

う
一
冊
の
プ
レ
・
テ
キ
ス
ト
の
特
徴
と
も
通
底
す
る
よ
う
で

あ
る
。

三
、『Fearful Sym

m
etry

』

　
『
個
人
的
な
体
験
』
に
お
け
る
『
天
国
と
地
獄
の
結
婚
』

か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
、
大
江
が
そ
れ
を
「
誤
訳
」
し
て
い

る
こ
と
に
触
れ
た
が
、
同
じ
引
用
に
つ
い
て
大
江
は
、「
最

後
に
ピ
リ
オ
ド
を
う
た
な
い
で
、
以
下
を
省
略
し
た
一
節
で

あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
い
る
の
は
、
僕
が
『
天
国
と
地
獄
の

結
婚
』
を
直
接
読
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

よ
う
」（『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
一
五
二
頁
）
と
も
述
べ

て
い
る
。
つ
ま
り
原
文
に
あ
た
っ
て
い
な
い
と
言
う
の
だ

が
、
で
は
当
時
の
大
江
は
ど
こ
か
ら
引
い
た
の
か
。
大
江
は

お
そ
ら
く
、「
ブ
レ
イ
ク
を
意
識
的
に
読
み
始
め
る
に
あ
た
っ

て
最
初
に
教
え
ら
れ
た
参
考
書
の
一
冊
」（『
私
と
い
う
小

説
の
作
り
方
』
七
九
頁（

（（
（

）、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
の
ブ

レ
イ
ク
論
『Fearful Sym

m
etry: A

 Study of W
illiam
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Blake

』（
一
九
四
七（

（（
（

）
か
ら
こ
れ
を
引
い
て
い
る
。

　

次
に
引
く
『Fearful Sym

m
etry

』
の
一
節
に
は
、『
天

国
と
地
獄
の
結
婚
』「
地
獄
の
こ
と
わ
ざ
」
の
一
節
が
、『
個

人
的
な
体
験
』
に
引
か
れ
た
通
り
に
、
前
後
を
欠
い
た
ま
ま

引
用
さ
れ
て
い
る
。

T
o the theologian all vice resolves itself 

into pride or self-w
ill, and in a w

ay this is 
also true of Blake, but perhaps such w

ords 
as the m

edieval 
“accid

ia,

” the E
lizabethan 

“melancholy

” or B
audelaireʼs 

“en
n

u
i

” are 
closer to Blakeʼs conception of negative evil. 
Blakeʼs ow

n w
ord for it is 

“jealousy.

” 

①By 
turning aw

ay from
 the w

orld to be perceived 
w

e develop an im
aginative idleness w

hich 
spreads a sickness and lassitude over the 
w

hole soul, and all vices spring from
 this. 

It does not m
atter w

hether the sickness is 
expressed inw

ardly or outw
ardly. 

②M
urder 

is obviously an expression of the sam
e death-

im
pulse that suicide is, and all evil acts are 

m
ore or less m

urderous. 

“Sooner m
urder 

an infant in its cradle than nurse unacted 
desires,

” says B
lake: 

③self-denial for no 
im

aginative reason is suicide in
 petto; slander 

is m
urdering a reputation w

hich is as vital to 

a m
an as his throat. 

④T
his death-im

pulse, this 
perverted w

ish to cut dow
n and restrict the 

scope of life, is the touchstone not only of all 
the obvious vices, but of m

any acts often not 
classified as such, like teasing, instilling fear 
or discouragem

ent, or exacting unthinking 
obedience.（『Fearful Sym

m
etry

』
五
五
～
五
六
頁
）

　

右
引
用
は
、
ブ
レ
イ
ク
が
拒
絶
し
た
「
悪
徳
」
に
つ
い
て

論
じ
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
フ
ラ
イ
は
、
ブ
レ
イ
ク
の
言

う
「
嫉
妬
」
を
「
想
像
の
怠
惰
」（
①
）
の
問
題
と
し
て
解

し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
過
程
で
「
地
獄
の
こ
と
わ
ざ
」
の

一
節
が
象
徴
的
に
引
か
れ
て
い
る
（
二
重
傍
線
部
）。

　

た
だ
し
引
用
の
前
後
を
見
る
と
、「
殺
人
は
自
殺
と
同
じ

死
へ
の
衝
動
の
現
れ
」（
②
）、「
想
像
的
理
性
に
よ
る
も
の

で
な
い
自
己
否
定
は
胸
に
秘
め
た
自
殺
で
あ
る
」（
③
）、「
こ

の
死
へ
の
衝
動
、
命
の
長
さ
を
断
ち
切
り
制
限
し
て
し
ま
お

う
と
い
う
倒
錯
し
た
欲
望
は
」（
④
）
な
ど
と
あ
っ
て
、
右

引
用
部
の
読
者
が
、「
地
獄
の
こ
と
わ
ざ
」
の
詩
句
を
、
赤

子
殺
し
に
力
点
が
あ
る
よ
う
に
誤
読
す
る
余
地
は
充
分
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
、『
天
国
と
地
獄
の
結
婚
』
が
本
来
「
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
に
満
ち
た
作
品
」で
あ
り
、「
地
獄
の
こ
と
わ
ざ
」

が
「
悪
魔
の
口
を
借
り
て
、
語
ら
れ
る
と
き
、
正
当
な
論
理

と
な
る
」、「
地
獄
世
界
で
〈
常
識
〉
と
さ
れ
る
論
理
を
提
示

し
て
い
る（

（（
（

」
も
の
で
あ
る
以
上
、
フ
ラ
イ
も
ま
た
原
文
の
文
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脈
を
捨
象
し
て
そ
の
一
節
を
ブ
レ
イ
ク
そ
の
人
に
接
続
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か
ら
大
江
が
引
い
た
の
だ
と
す
れ

ば
た
し
か
に
、
原
文
の
全
貌
を
把
握
す
る
こ
と
も
正
確
に
訳

す
こ
と
も
困
難
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
照
応
だ
け
で
フ
ラ
イ
の
ブ
レ
イ
ク

論
と
の
関
係
を
証
明
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
さ
し
あ
た

り
必
要
な
ら
ば
、
フ
ラ
イ
と
大
江
と
の
伝
記
的
な
つ
な
が
り

を
、
か
な
り
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
大

江
が
ブ
レ
イ
ク
を
読
み
進
め
る
文
献
を
問
い
合
わ
せ
た
の
は
、

大
学
以
来
の
畏
友
で
あ
る
、
英
文
学
者
山
内
久
明
だ
っ
た（

（（
（

。

フ
ラ
イ
の『
批
評
の
解
剖
』（
一
九
八
〇
・
六
、
法
政
大
学
出

版
局
、
原
著
一
九
五
七
、
海
老
根
宏
・
中
村
健
二
・
出
淵
博
・

山
内
久
明
訳
）の
翻
訳
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
山
内
は
、
一

九
六
三
年
一
〇
月
か
ら
お
よ
そ
一
年
間
、『
個
人
的
な
体
験
』

や「
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
」の
執
筆
と
重
な
り
合
う
時
期
に
、

フ
ラ
イ
の
出
講
す
る
ト
ロ
ン
ト
大
学
大
学
院
に
留
学
し
て
い

た
。『
批
評
の
解
剖
』の「
訳
者
あ
と
が
き
」に
は
、
一
九
六
四

年
に「
フ
ラ
イ
の
教
え
を
う
け
た
山
内
が
帰
国
し
、
た
ち
ま

ち
そ
の
フ
ラ
イ
熱
を
残
り
三
人
に
感
染
さ
せ
た
」（
五
二
八

頁
）こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
大
江
は
山
内
経
由
で
、
日
本

に
お
い
て
き
わ
め
て
早
い
時
期
に
フ
ラ
イ
に
ア
ク
セ
ス
し
得

た
の
で
あ
る
。

　

で
は
『Fearful Sym

m
etry

』
に
は
何
が
書
か
れ
て
い

る
の
か
。
以
下
同
書
の
う
ち
、『
個
人
的
な
体
験
』「
空
の
怪

物
ア
グ
イ
ー
」
と
の
直
接
的
な
関
わ
り
を
示
す
箇
所
を
参
照

し
て
い
く
こ
と
で
両
者
の
紐
帯
を
探
り
、
大
江
が
そ
こ
か
ら

何
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
か
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
い
。
あ

ら
か
じ
め
述
べ
て
お
け
ば
、『Fearful Sym

m
etry

』
に
は

『
個
人
的
な
体
験
』「
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
」
で
引
か
れ
る
、

も
し
く
は
踏
ま
え
ら
れ
る
ブ
レ
イ
ク
の
詩
句
の
す
べ
て
が
論

及
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
す
べ
て
の
箇
所
で
現
実
的
経
験
と
し

0

0

0

0

0

0

0

て
の

0

0

「
想
像
力
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
引
く
の
は
冒
頭
近
く
、
幻ヴ

ィ
ジ
ョ
ナ
リ

視
者
と
し
て
の
ブ
レ
イ
ク
、

お
よ
び
そ
の
一
見
奇
妙
で
神
秘
主
義
的
な
作
品
に
つ
い
て
論

じ
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
」

で
言
及
さ
れ
た
「
歌
い
和
す
る
暁
の
星
」
が
例
示
さ
れ
て
論

じ
ら
れ
て
い
る
（
二
重
傍
線
部
）。

①It is no use saying to B
lake that the 

com
pany of angels he sees surrounding the 

sun are not 

“there.

” N
ot w

here? N
ot in a 

gaseous blast furnace across ninety m
illion 

m
iles of nothing, perhaps; but the guinea-

sun is not 

“there

” either. 

②T
o prove that he 

sees them
 Blake w

ill not point to the sky but 
to, say, the fourteenth plate of the Job series 
illustrating the text: 

“When the m
orning stars 

sang together, and all the sons of God shouted 
for joy.

” T
hat is w

here the angels appear,  
in a w

orld form
ed and created by B

lakeʼs 
im

agination and entered into by everyone 
w

ho looks at the picture.

— （8（11） —
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（『Fearful Sym
m

etry

』
二
六
頁
）

　
「
歌
い
和
す
る
暁
の
星
」
に
は
空
に
浮
か
ぶ
天
使
が
、「
空

の
怪
物
ア
グ
イ
ー
」
の
音
楽
家
Ｄ
の
言
葉
を
借
り
て
言
え
ば
、

「
地
上
の
人
間
と
お
な
じ
現
実
感
を
も
っ
た
、
空
中
の
人
間

が
描
か
れ
て
い
る
」（
一
四
九
頁
）。
そ
の
図
像
を
例
に
と
っ

て
フ
ラ
イ
が
論
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ブ
レ
イ
ク
は
決
し

て
神
秘
主
義
的
な
幻
想
を
描
い
て
い
る
の
で
も
空
想
に
よ
っ

て
描
き
出
し
た
世
界
を
図
像
化
し
た
の
で
も
な
い
。
ブ
レ
イ

ク
は
空
想
の
天
使
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
く
（
①
）、
現

に
彼
が
「
想
像
力
」
に
よ
っ
て
見
て
い
る
現
実
の
も
の
を
詩

画
に
定
着
さ
せ
て
い
る
（
②
）。

　

こ
こ
で
説
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
現
実
を
そ
の
ま
ま
写
す

こ
と
も
、
現
実
か
ら
乖
離
し
た
空
想
や
幻
想
を
弄
す
る
こ
と

も
「
想
像
力
」
に
欠
け
た
も
の
と
み
な
し
、
見
る
こ
と
と
創

造
す
る
こ
と
を
一
致
さ
せ
た
ブ
レ
イ
ク
の
「
想
像
力
」
の
捉

え
方
で
あ
る
。『Fearful Sym

m
etry

』
で
フ
ラ
イ
は
、
ブ

レ
イ
ク
が
語
る
「
多
重
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
の
発
展
の
階
梯
を
、

「
想
像
力
」
の
発
展
・
合
成
の
段
階
と
し
て
捉
え
、
現
実
と

し
て
の
「
想
像
」
を
見
る
眼
―
―
「
二
重
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」

を
経
て
「
四
重
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
に
ま
で
至
る（

（（
（

―
―
の
持
ち

主
と
し
て
の
ブ
レ
イ
ク
像
を
描
き
出
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
想
像
と
現
実
と
の
捉
え
方
は
、「
空
の
怪
物
ア

グ
イ
ー
」
で
音
楽
家
Ｄ
が
幻
視
す
る
世
界
に
明
ら
か
に
通
底

し
て
い
る
。
Ｄ
は
、自
身
の
見
る
空
に
は
「
ア
イ
ヴ
ォ
リ
ィ
・

ホ
ワ
イ
ト
の
輝
き
を
も
っ
た
半
透
明
の
様
ざ
ま
の
存
在
が
、

浮
游
し
て
い
る
」（
一
四
九
頁
）
と
言
う
が
、
他
の
人
間
に

そ
れ
が
見
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
彼
の
空

想
の
産
物
で
は
な
く
、
か
つ
て
た
し
か
に
現
実
に
存
在
し
、

か
つ
Ｄ
に
と
っ
て
は
現
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
を
見
る
た
め
に
は
、「
浮
游
し
て
い
る
そ
れ
ら

の
存
在
を
見
る
眼
、
降
り
て
く
る
か
れ
ら
を
感
じ
と
る
耳
」

（
一
四
九
～
一
五
〇
頁
）
が
必
要
と
な
る
。
ブ
レ
イ
ク
な
ら

ば
そ
の
能
力
を
「
想
像
力
」
と
呼
び
、
そ
こ
に
つ
か
み
取
ら

れ
た
世
界
を
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
呼
ぶ
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
」
で
Ｄ
が

自
身
の
幻
視
す
る
世
界
を
説
明
す
る
場
面
に
お
い
て
、「
歌

い
和
す
る
暁
の
星
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
引
か
れ
る
こ
と
に
は
相

応
の
必
然
性
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

ブ
レ
イ
ク
が
「
二
重
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
語
っ
た

も
の
と
し
て
は
、「
ト
マ
ス
・
バ
ッ
ツ
宛
書
簡
（
一
八
〇
二
・

一
一
／
二
二（

（（
（

）」
に
書
き
込
ま
れ
た
詩
句
が
知
ら
れ
て
い
る
。

と
い
う
の
も
私
の
眼
は
も
の
を
二
重
に
し
て
見
る
か
ら

だ
、

そ
し
て
二ダ

ブ

ル
重
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
常
に
私
と
共
に
あ
る
。

内
な
る
眼
で
見
れ
ば
、
白
髪
ま
じ
り
の
老
人
で

外
な
る
眼
で
見
れ
ば
、
行
く
手
を
さ
え
ぎ
る
ア
ザ
ミ
だ
。

（
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
、
江
田
孝
臣
訳
『
ダ
ブ
ル
・

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
―
―
宗
教
に
お
け
る
言
語
と
意
味
』、
二

〇
一
二
・
七
、新
教
出
版
社
、原
著
一
九
九
一
、一
八
頁
）

— （7（12） —
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こ
の
「
二ダ

ブ

ル
重
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
、「
空
の

怪
物
ア
グ
イ
ー
」
の
冒
頭
に
お
い
て
、「
も
う
ひ
と
つ
の
世

界
」
を
幻
視
し
え
た
「
ぼ
く
」
が
提
示
す
る
「
ふ
た
つ
の
眼
」

の
イ
メ
ー
ジ
―
―
「
ふ
た
つ
の
眼
で
こ
の
世
界
を
見
よ
う
と

す
る
と
、
明
る
く
輝
い
て
、
く
っ
き
り
し
た
ひ
と
つ
の
世
界

に
、
も
う
ひ
と
つ
の
、
ほ
の
暗
く
翳
っ
て
、
あ
い
ま
い
な
世

界
が
、
ぴ
っ
た
り
か
さ
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
」（
一
二
五
頁
）

―
―
と
連
続
性
を
持
つ
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る（

（（
（

。

　

一
方
、次
に
引
く『Fearful Sym

m
etry

』の
一
節
は
、「
ト

マ
ス
・
バ
ッ
ツ
宛
書
簡
（
一
八
〇
二
・
一
一
／
二
二
）」
を

引
き
な
が
ら
（
二
重
傍
線
部
）、「
二
重
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

①Superficially, the vision of Q
uixote, w

ho saw
 

a w
indm

ill as a hundred-arm
ed giant, it very 

sim
ilar to the vision of Blake:

　
　

For D
ouble the vision m

y Eyes do see,
A

nd a double vision is alw
ays w

ith m
e.

W
ith m

y inw
ard E

ye ʼtis an O
ld M

an 
grey;
W

ith m
y outw

ard, a T
histle across m

y 
w

ay.

②B
ut in seeing the giant Q

uixote lost his 
im

aginative control of the w
indm

ill. 

　

W
hen the diseased or lunatic m

ind has 
w

hat it calls visions, the latter have certain 

characteristics w
hich do not appear in those 

of the visionary. In the first place, 

③they are 
consistent only w

ith a series of associations 
peculiar to the individual, and only in term

s 
of that have they any com

m
unicable value. 

④T
hey can therefore seldom

 produce the 
im

aginative response in us that Blakeʼs vision 
of the sun as a com

pany of angels does, w
hen 

he illustrates it in the Job series. 

（『Fearful Sym
m

etry

』
七
七
～
七
八
頁
）

　

右
引
用
は
、ブ
レ
イ
ク
が
詩
画
に
定
着
さ
せ
た「
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
現
実
に
何
か
を
見
る
体
験
と
同
一

線
上
に
置
か
れ
る
べ
き
「
経
験
」
と
捉
え
ら
れ
る
と
す
る
文

脈
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
る
。
フ
ラ
イ
は
、
一
般
に
捉
え
ら

れ
て
い
る
よ
う
な
「
主
観
」
と
「
客
観
」
の
区
分
、
見
え
る

も
の
が
心
の
「
外
」
に
あ
り
、「
内
」
に
あ
る
も
の
は
非
現

実
だ
と
い
う
よ
う
な
区
分
を
退
け
、
ブ
レ
イ
ク
の
詩
画
を
あ

く
ま
で
想
像
的
な
も
の
―
―
「im

aginative

」
―
―
と
捉
え
、

空
想
―
―
「im

aginary

」
―
―
と
は
明
確
に
区
別
し
よ
う

と
す
る
。
右
引
用
は
、
そ
の
具
体
的
な
説
明
で
あ
る
。

　

曰
く
、
ブ
レ
イ
ク
の
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
は
、
表
面
的
に
は

風
車
が
百
本
の
手
の
あ
る
巨
人
に
見
え
た
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ

の
見
た
幻
像
に
似
て
い
る
（
①
）。
し
か
し
ド
ン
・
キ
ホ
ー

テ
は
巨
人
が
見
え
る
状
態
に
な
っ
た
際
に
対
象
に
対
す
る
創

造
的
統
御
を
喪
っ
た
の
で
あ
り
（
②
）、両
者
の
「
ヴ
ィ
ジ
ョ

— （（（1（） —
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ン
」
は
実
際
に
は
全
く
異
な
る
と
、
引
用
部
で
フ
ラ
イ
は
述

べ
て
い
る
。
対
象
と
は
無
関
係
に
、
自
己
の
な
か
で
増
殖
し

た
一
連
の
連
想
は
伝
達
可
能
な
価
値
が
な
く
（
③
）、
ブ
レ

イ
ク
が
ヨ
ブ
記
連
作
に
描
い
た
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
の
よ
う
な

感
動
を
も
た
ら
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い（
④
）。
要
す
る
に
、

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
が
風
車
を
巨
人
と
見
間
違
え
た
の
は
、「
知

覚
し
た
幽
霊
を
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
の
奴
隷
に
す
る（

（（
（

」
ブ
レ
イ

ク
の
場
合
と
は
異
な
り
、
対
象
に
対
す
る
「
想
像
力
」
が
欠

如
し
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
フ
ラ
イ
に
よ
れ

ば
幻ヴ

ィ
ジ
ョ
ナ
リ

視
者
と
は
、
現
実
を
見
な
い
者
で
は
な
く
、
よ
く
見
る

者
の
謂
い
な
の
で
あ
る
。

　
『
個
人
的
な
体
験
』
の
火
見
子
は
、
ブ
レ
イ
ク
に
つ
い
て

鳥バ
ー
ドと

語
っ
た
直
後
に
、「
多
元
的
宇
宙
」
の
夢
想
に
つ
い
て

語
る
。
火
見
子
に
よ
れ
ば
宇
宙
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
細
胞
分

裂
」
の
瞬
間
が
あ
り
、
そ
の
都
度
ご
と
に
分
裂
し
て
生
じ
た

「
こ
こ
と
は
別
の
、
数
し
れ
な
い
他
の
宇
宙
が
あ
る
」。
そ
の

ど
こ
か
の
宇
宙
で
は
、
火
見
子
の
自
殺
し
た
夫
も
、「
ぼ
く
」

の
「
赤
ん
ぼ
う
」
も
「
生
き
の
び
」
て
い
る
の
だ
と
言
う
（
二

四
九
～
二
五
一
頁
）。
他
方
で
「
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
」
に

お
い
て
、
音
楽
家
Ｄ
の
元
愛
人
で
あ
る
映
画
女
優
は
、
Ｄ
の

幻
視
す
る
世
界
に
つ
い
て
「
ぼ
く
」
か
ら
話
を
き
い
た
際
に
、

「
死
後
の
世
界
」
に
つ
い
て
の
「
独
得
」
な
見
解
を
語
る
（
一

四
三
～
一
四
四
頁
）。
こ
れ
ら
の
挿
話
で
語
ら
れ
る
世
界
は
、

い
ず
れ
も
そ
れ
が
想
像
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
り

う
べ
き
現
実
と
し
て
想
像
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
二
つ
の
小
説
は
、
彼
ら
の
「
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
」
そ
れ
自
体
を
描
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
『
個
人
的

な
体
験
』
で
鳥バ

ー
ドが

「
ア
フ
リ
カ
の
ザ
ン
ジ
バ
ル
行
き
の
貨
物

船
の
脇
に
乗
り
こ
ん
だ
火
見
子
の
脇
」
に
「
赤
ん
ぼ
う
を
殺

し
た
鳥

バ
ー
ド

自
身
が
乗
り
こ
ん
で
い
る
、
充
分
に
誘
惑
的
な
地
獄

の
眺
め
」
を
「
も
う
一
つ
の
別
の
宇
宙
」
の
「
現
実
」
と
し

て
思
い
浮
か
べ
た
う
え
で
「
こ
ち
ら
側
の
宇
宙
の
問
題
」
に

向
か
い
（
三
六
九
頁
）、「
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
」
の
語
り

手
「
ぼ
く
」
が
「
右
眼
に
マ
ス
ク
を
か
け
」
た
ま
ま
「
街
や
、

友
人
た
ち
の
前
で
も
、
黒
い
眼
帯
を
か
け
る
決
心
」
を
固
め

（
一
二
五
頁
）、「
も
う
一
つ
の
世
界
」
を
見
る
眼
の
レ
ッ
ス

ン
に
励
ん
で
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
二
つ

の
小
説
は
い
ず
れ
も
、
永
遠
に
喪
わ
れ
た
、
あ
る
い
は
未
到

の
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
に
向
け
た
運
動
に
お
い
て
物
語
が
構
成

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
思
い
至
る
。
そ
こ
に
は
、
サ
ル
ト
ル
的

な
「
想
像
力
」
と
、
ブ
レ
イ
ク
の
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
の
交

錯
す
る
あ
り
様
を
見
い
だ
せ
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
う
し
た

物
語
を
紡
ぐ
大
江
の
関
心
が
那
辺
に
あ
っ
た
か
を
測
る
こ
と

は
難
し
く
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と

に
し
よ
う
。

　

さ
て
以
上
の
よ
う
に
『
個
人
的
な
体
験
』「
空
の
怪
物

ア
グ
イ
ー
」
と
の
接
点
を
辿
っ
て
み
れ
ば
、『Fearful 

Sym
m

etry

』
が
こ
の
時
期
の
大
江
の
ブ
レ
イ
ク
受
容
に
お

い
て
多
く
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
充
分
に
推
測
で
き
る
。

そ
こ
に
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
ブ
レ
イ
ク
の
「
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
」
に
ま
つ
わ
る
「
想
像
力
」
の
問
題
、
空
想
と
区
別
さ
れ

る
、
現
実
的
経
験
と
し
て
の
「
想
像
力
」
の
問
題
だ
っ
た
。

— （（（14） —
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こ
う
し
た
特
質
は
、『
ブ
レ
イ
ク
聖
書
画
集
』
を
手
が
か
り

に
見
た
事
柄
と
通
底
す
る
も
の
と
も
言
え
、
二
つ
の
小
説
を

書
く
う
え
で
の
大
き
な
資
源
と
な
っ
た
一
冊
が
『Fearful 

Sym
m

etry

』
だ
っ
た
と
考
え
て
大
過
な
い
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
こ
こ
ま
で
の
事
実
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
事

柄
を
踏
ま
え
、
そ
の
歴
史
性
に
関
す
る
考
察
を
加
え
た
い
の

だ
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
な
ぜ
ブ
レ
イ
ク
か
と
い
う
冒
頭
に

掲
げ
た
問
い
は
、
な
ぜ
フ
ラ
イ
か
と
い
う
問
い
に
限
り
な
く

重
な
り
合
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

四
、
な
ぜ
フ
ラ
イ
か
（
一
）

　
『Fearful Sym

m
etry

』
で
強
調
さ
れ
て
い
た
空
想
と
想

像
と
を
分
け
る
図
式
は
、
ブ
レ
イ
ク
が
そ
の
先
駆
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
ロ
マ
ン
派
の
そ
れ
に
よ
く
似
て
い

る
。
た
と
え
ば
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
は
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
自
然

の
見
方
を
評
し
て
、「
私
は
、
空
想
力
（fancy

）
と
想
像
力

（im
agination

）
が
、
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

同
じ
意
味
の
二
つ
の
言
葉
か
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
同
一
の

力
の
程
度
の
高
低
を
表
す
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
別
個
の
著

し
く
異
な
る
能
力
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で

す（
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
ブ
レ
イ
ク
の
場
合
は
、
記
憶
や

モ
デ
ル
を
「
想
像
力
」
を
縛
る
も
の
と
し
て
拒
絶
し
な
が
ら

も
、「
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
よ
う
な
、
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
上
の
長

い
持
続
的
な
現
実
の
、
受
身
の
瞑
想
に
は
と
て
も
耐
え
ら

れ（
（（
（

」
ず
、
外
界
の
現
実
に
脅
か
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
と
言
わ

れ
る
。
ブ
レ
イ
ク
の
描
く
幻
像
に
ど
れ
ほ
ど
奇
怪
な
イ
メ
ー

ジ
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
こ
に
は

「
常
に
何
ら
か
の
根
拠
、起
爆
剤
」
と
な
る
現
実
の
「
伝
統
的
、

客
観
的
モ
チ
ー
フ
」
が
存
在
し
て
い
る
。
眼
前
の
現
実
を
自

ら
の
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
に
お
い
て
自
在
に
変
形
さ
せ
、
増
殖

さ
せ
、
反
転
さ
せ
て
い
く
の
が
ブ
レ
イ
ク
で
あ
る（

（（
（

。

　

と
、
こ
の
よ
う
な
ブ
レ
イ
ク
像
が
今
日
ま
で
に
豊
穣
な
ブ

レ
イ
ク
研
究
を
生
み
出
し
て
き
た
と
言
え
よ
う
が
、
か
か
る

ブ
レ
イ
ク
像
を
最
初
に
描
い
た
の
が
フ
ラ
イ
だ
っ
た
。
荒
唐

無
稽
に
見
え
る
ブ
レ
イ
ク
の
「
預
言
書
」
は
そ
の
背
後
に
聖

書
の
体
系
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
り
、
ブ
レ
イ

ク
は
そ
う
し
た
根
源
か
ら
自
在
に
資
源
を
選
び
取
り
「
引

用
」
し
て
、自
ら
の
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
の
も
と
に
「
再
創
造
」

し
て
み
せ
た
と
フ
ラ
イ
は
論
じ
る
。
前
節
で
の
比
較
検
証
に

お
い
て
見
出
さ
れ
た
も
の
が
、
フ
ラ
イ
が
描
き
出
す
ブ
レ
イ

ク
像
―
―
「
想
像
力
」
と
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
―
―
に
関
わ
る

も
の
だ
っ
た
以
上
、
一
九
六
四
年
の
時
点
に
お
け
る
大
江
は
、

ブ
レ
イ
ク
そ
の
も
の
と
言
う
よ
り
も
、
フ
ラ
イ
に
よ
る
ブ
レ

イ
ク
を
読
み
取
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

周
知
の
通
り
『Fearful Sym

m
etry

』
で
ブ
レ
イ
ク
に

見
出
さ
れ
た
聖
書
の
体
系
と
の
関
係
性
は
そ
の
後
、
文
学
全

般
と
神
話
の
体
系
と
の
関
係
に
演
繹
さ
れ
て
、
文
芸
批
評
史

に
画
期
を
な
す
神
話
批
評
の
書
『
批
評
の
解
剖
』
が
誕
生
す

る
。
そ
の
際
、
風
車
を
巨
人
と
見
間
違
え
た
ド
ン
・
キ
ホ
ー

テ
の
挿
話
や
「im

aginative

」
と
「im

aginary

」
の
区
別
は
、

ブ
レ
イ
ク
に
限
ら
ず
「
想
像
力
」
一
般
に
関
わ
る
も
の
と
し

— （4（1（） —
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て
好
ん
で
用
い
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る（

（（
（

。

　

そ
う
し
た
フ
ラ
イ
の
批
評
を
文
芸
批
評
史
に
位
置
づ
け
る

と
き
、
文
学
そ
の
も
の
を
神
話
と
い
う
体
系
の
な
か
で
完
結

的
に
分
析
す
る
点
に
お
い
て
、
作
品
の
自
律
性
・
完
結
性
を

主
張
し
た
新

ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム

批
評
の
極
北
で
あ
る
と
み
な
し
、
神
話
に
基
づ

い
て
文
学
を
構
造
化
し
た
点
に
お
い
て
構
造
主
義
を
先
取
し

て
い
る
と
み
な
す
の
が
通
例
で
あ
る（

（（
（

。
か
か
る
批
評
史
上
の

展
開
を
踏
ま
え
た
う
え
で
興
味
深
い
の
は
、
ア
ー
ト
・
バ
ー

マ
ン
が
言
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
ロ
マ
ン
派
評
価
の
変
質
が
看

取
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る（

（（
（

。
そ
も
そ
も
作
品
に
眼ス

ク
ル
ー
テ
ィ
ニ
ー

を
凝
ら
し
て

「
科
学
」
的
に
分
析
し
よ
う
と
す
る
新

ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム

批
評
は
非
合
理
的
な

ロ
マ
ン
派
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
た
が
、
や
が
て
そ
の
評
価

を
密
や
か
に
変
質
さ
せ
、
そ
れ
を
取
り
込
ん
で
い
っ
た
と
言

う
の
で
あ
る（

（（
（

。

　

そ
う
し
た
評
価
の
転
変
は
ブ
レ
イ
ク
の
場
合
に
も
あ
て
は

ま
る
よ
う
だ
。
新

ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム

批
評
の
源
流
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
Ｉ
・
Ａ
・

リ
チ
ャ
ー
ズ
（
岩
崎
宗
治
訳
）『
文
芸
批
評
の
原
理
』（
一
九

六
三
・
八
、
垂
水
書
房
、
原
著
一
九
二
四
）
は
、
大
衆
の
理

解
を
い
た
ず
ら
に
拒
む
も
の
と
し
て
批
判
的
に
ブ
レ
イ
ク
に

言
及
し
て
い
た
（
二
六
五
頁（

（（
（

）。
そ
れ
が
新

ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム

批
評
の
集
大
成

的
な
書
物
と
目
さ
れ
る
Ｒ
・
ウ
ェ
レ
ッ
ク
、
Ａ
・
ウ
ォ
ー
レ

ン
（
太
田
三
郎
訳
）『
文
学
の
理
論
』（
一
九
六
七
・
五
、
筑

摩
書
房
、原
著
一
九
四
八
）
と
な
る
と
、ブ
レ
イ
ク
の
「
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
」
は
「
科
学
的
」
に
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
そ
の
「
科
学
的
」
な
分
析
の
過
程
に
お
い
て
肯
定
的
に

意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る（
二
一
九
頁
）。
で
あ
る
な
ら
ば
、「
狂

人
」
と
目
さ
れ
た
ブ
レ
イ
ク
の
イ
メ
ー
ジ
に
聖
書
の
体
系
を

読
み
取
り
、
そ
こ
か
ら
神
話
の
体
系
か
ら
の
「
引
用
」
と
し

て
の
文
学
を
構
想
し
た
フ
ラ
イ
が
、
一
方
で
新

ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム

批
評
の
極
北

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
一
定
の
歴
史
性
が
見

出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ア
ー
ト
・
バ
ー
マ
ン
は
新

ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム

批
評
が
ロ
マ
ン
派
を
密
や
か
に

取
り
込
ん
で
い
っ
た
所
以
に
、「
科
学
」
へ
の
対
抗
的
な
位

置
取
り
を
見
て
い
る
。
そ
の
「
取
り
込
み
は
、
ひ
と
つ
に
は

過
ぎ
去
っ
た
時
代
か
ら
文
学
的
（
だ
か
ら
、
表
向
き
は
政
治

的
に
は
反
対
し
よ
う
の
な
い
）
価
値
を
回
復
し
よ
う
と
す
る

試
み
で
あ
っ
」
て
、「
そ
う
い
っ
た
価
値
を
携
え
て
、
文
学

批
評
家
た
ち
は
、
自
ら
が
限
ら
れ
た
一
定
の
役
割
し
か
果
た

し
得
な
い
現
代
の
科
学
技
術
社
会
の
最
も
悪
し
き
局
面
と
彼

ら
に
は
見
え
る
も
の
に
対
抗
し
よ
う
と
」（
一
六
五
頁
）
し

た
と
言
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ア
ー
ト
・
バ
ー
マ
ン
は
、
か

か
る
経
緯
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
的
価
値
と
し
て
の
「
自
由
」

が
前
景
化
さ
れ
、
そ
の
際
に
実
存
主
義
が
不
可
欠
な
役
割
を

果
た
し
た
こ
と（

（（
（

、
わ
け
て
も
フ
ラ
イ
の
批
評
が
、「
大
部
分

の
ア
メ
リ
カ
の
批
評
家
た
ち
の
気
質
に
特
徴
的
な
も
の
と
指

摘
さ
れ
て
き
た
、
ま
さ
し
く
そ
の
戦
略
の
実
証
例
」（
一
九

五
頁
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

（（
（

。

　

こ
う
し
た
視
点
か
ら
振
り
返
る
と
、
一
九
五
〇
年
代
に

は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ
イ
ト
（
橋
本
福
夫
訳
）『
ア
ウ
ト
サ
イ

ダ
ー
』（
一
九
七
二
・
一
、
新
潮
社
、
原
著
一
九
五
三
、
全

二
巻
）、
オ
ル
ダ
ス
・
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
（
今
村
光
一
訳
）『
知

覚
の
扉
・
天
国
と
地
獄
』（
一
九
七
六
・
三
、
河
出
書
房
新

— （（（1（） —
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社
、
原
著
一
九
五
四
）、
コ
リ
ン
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
（
福
田
恆
存
・

中
村
保
男
訳
）『
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
』（
一
九
五
七
・
四
、
紀

伊
國
屋
書
店
、
原
著
一
九
五
六
）
な
ど
、
実
存
主
義
と
一
定

の
連
続
性
を
有
し
、
か
つ
ブ
レ
イ
ク
を
引
く
作
品
が
少
な
か

ら
ず
上
梓
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
思
い
至
る（

（（
（

。
こ
れ
ら
の
作
家

は
大
江
が
読
書
し
て
き
た
作
家
で
も
あ
る
。
た
と
え
ば
ラ
イ

ト
の
『
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
』
は
地
下
鉄
事
故
に
よ
っ
て
死
ん

だ
こ
と
に
な
っ
た
黒
人
男
性
の
自
由
と
実
存
を
め
ぐ
る
物
語

で
あ
る
が
、
大
江
は
「
孤
独
な
青
年
の
休
暇
」（『
新
潮
』
一

九
六
〇
・
四
、二
二
～
六
九
頁
）
で
そ
の
設
定
を
「
引
用
」
し
、

戦
後
世
代
の
青
年
に
適
用
し
て
物
語
を
構
成
し
て
い
る
。
国

内
の
文
脈
か
ら
考
え
る
と
き
、
大
江
の
ブ
レ
イ
ク
受
容
は
文

脈
を
欠
い
た
特
異
な
も
の
に
見
え
る
が
、
上
記
の
よ
う
な
文

脈
に
置
き
直
せ
ば
、
そ
れ
は
突
出
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。

大
江
は
か
か
る
文
脈
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
「
科
学
的
」
な

も
の
を
め
ぐ
る
言
説
が
拡
大
し
「
科
学
と
し
て
の
文
学
・
批

評
」
が
追
究
さ
れ
、「
自
由
」
の
言
説
―
―
ア
メ
リ
カ
化
さ

れ
た
実
存
主
義
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
―
―
と
結
び
つ
い
て
い

く
な
か
で
ブ
レ
イ
ク
に
出
会
っ
て
い
る
と
い
う
見
取
り
図
が

描
け
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
見
取
り
図
の
全
貌
を
詳
述
す
る
紙
幅
は
な
い
が
、

大
江
に
お
け
る
ブ
レ
イ
ク
と
の
出
会
い
が
右
の
ご
と
き
状
況

の
も
と
で
生
起
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、フ
ラ
イ
の「
想

像
力
」
論
と
の
比
較
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
次
節
に
詳
し

く
比
較
す
る
よ
う
に
、
ブ
レ
イ
ク
を
資
源
と
し
、「
科
学
的
」

に
「
芸
術
」
を
分
析
し
つ
つ
「
芸
術
」
の
「
社
会
的
効
用
」

に
お
よ
ぶ
フ
ラ
イ
の
「
想
像
力
」
論
は
、
大
江
の
そ
れ
と
端

的
に
似
て
い
る
。

五
、
な
ぜ
フ
ラ
イ
か
（
二
）

　

ま
ず
、
フ
ラ
イ
が
自
身
の
「
想
像
力
」
論
を
講
じ
た
『
教

養
の
た
め
の
想
像
力
』（
一
九
六
九
・
六
、
太
陽
社
、
原
著

一
九
六
四
、
江
河
徹
・
前
田
昌
彦
訳
）
を
見
て
、
フ
ラ
イ
が

「
科
学
」
と
の
あ
い
だ
に
、
ど
の
よ
う
な
微
妙
な
関
係
を
築

こ
う
と
し
て
い
る
か
を
確
認
し
て
お
こ
う（

（（
（

。
そ
こ
で
フ
ラ
イ

は
、「
想
像
力
」
を
言
語
の
問
題
と
し
て
扱
い
、
そ
こ
か
ら

そ
の
「
社
会
的
価
値
」
を
論
じ
て
い
る
。

　

フ
ラ
イ
に
よ
れ
ば
言
語
に
は
三
つ
の
「
心
的
段
階
」
が
あ

り
、
①
言
葉
に
よ
っ
て
現
実
の
事
物
を
把
握
す
る
「
意
識
、

ま
た
は
自
覚
の
こ
と
ば
」
の
段
階
、
②
現
在
の
自
己
の
世
界

と
未
来
に
欲
す
る
世
界
と
を
弁
別
す
る
「
行
動
と
動
作
を
あ

ら
わ
す
動
詞
の
こ
と
ば
」
の
段
階
を
経
て
、
③
「
人
間
的
経

験
の
可
能
な
ひ
な
型
」、「
心
に
描
い
た
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
を
描

く
能
力
の
段
階
、
す
な
わ
ち
「
想
像
力
の
言
語
」
の
段
階
に

至
る
。
そ
し
て
、
言
語
論
の
成
果
を
援
用
し
た
「
科
学
的
」

な
「
想
像
力
」
論
を
も
と
に
、
フ
ラ
イ
は
「
芸
術
と
科
学
を

区
別
す
る
こ
と
」
に
向
か
う
。
曰
く
、「
科
学
は
わ
れ
わ
れ

の
住
ん
で
い
る
世
界
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
デ
ー
タ
ー
を
受
け

取
り
、
そ
の
法
則
を
説
明
」
す
る
こ
と
で
「
想
像
力
へ
と
向

い
、
そ
こ
で
知
的
構
成
物
、
つ
ま
り
経
験
を
説
明
す
る
可
能

な
方
法
の
ひ
な
型
」
と
な
る
。
対
し
て
「
芸
術
」
は
「
想
像

— （2（17） —
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力
か
ら
出
発
し
、次
に
日
常
経
験
の
方
に
徐
々
に
進
」む
。「
科

学
者
」
が
用
い
る
「
数
学
」
の
言
語
も
「
想
像
力
の
言
語
」

た
り
う
る
の
で
あ
り
、「
科
学
者
」
と
「
芸
術
家
」
を
客
観

的
と
主
観
的
と
い
っ
た
見
方
で
区
分
す
る
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン

ス
で
あ
る
。「
芸
術
家
」
の
「
想
像
力
」
は
、
実
用
の
観
点

か
ら
す
れ
ば
何
も
の
も
生
み
出
さ
な
い
が
、「
望
ま
し
い
と

思
う
世
界
」
を
現
実
に
接
続
す
る
（
一
～
九
頁
）。
以
上
の

よ
う
に
フ
ラ
イ
は
、「
科
学
的
」
な
も
の
に
よ
っ
て
「
科
学
」

と
「
芸
術
」
を
区
別
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
、「
想
像
力
」
論
を
発
展
の
段
階
と
捉
え
る
見

方
や
、
欲
す
る
と
こ
ろ
の
現
実
と
し
て
の
「
想
像
」
と
い
う

観
点
が
、『Fearful Sym

m
etry

』
に
お
け
る
ブ
レ
イ
ク
の

「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
に
対
す
る
所
論
と
し
て
先
取
さ
れ
て
い
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。『Fearful Sym

m
etry

』
の
う
ち
、

第
三
節
で
引
い
た
「
地
獄
の
こ
と
わ
ざ
」
を
引
用
す
る
箇
所

に
は
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

①T
he developm

ent of the im
agination 

is a continuous process of synthesis. 
②

T
he perverted im

agination w
ith nothing 

real to w
ork on is forced to turn analytic 

and dissective, and all dissected things are 
uniform

ly hideous. W
e can see this m

ost 
clearly in cadavers, but only because w

e can 
see it at all there: （『Fearful Sym

m
etry

』
五
六
頁
）

　

想
像
力
の
発
展
と
は
た
ゆ
ま
ぬ
合
成
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る

（
①
）。現
実
の
何
者
に
も
働
き
か
け
な
い
想
像
力
は
分
析
的
・

解
剖
的
な
、
倒
錯
し
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
醜
悪
な

も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
す
べ
て

眼
の
前
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
②
）。

他
方
で
、『Fearful Sym

m
etry

』
の
フ
ラ
イ
は
、
現
実

か
ら
遊
離
し
た
「
想
像
力
」
を
も
「by-product of the 

system
atic distortion of the im

agination

」（
一
〇
四

頁
）、「
想
像
力
の
組
織
的
な
歪
曲
の
産
物
」
に
過
ぎ
な
い
と

み
な
し
て
拒
否
し
て
い
た
。
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
、
現
実

的
経
験
と
し
て
の
「
想
像
力
」
へ
の
た
ゆ
ま
ぬ
発
展
の
階
梯

が
、『Fearful Sym

m
etry

』
で
は
ブ
レ
イ
ク
の
「
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
」
の
運
動
と
み
な
さ
れ
、「
想
像
力
」
論
に
お
い
て
は
「
想

像
力
の
言
語
」
へ
の
発
展
の
「
心
的
段
階
」
と
捉
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　

で
は
、
大
江
は
ど
の
よ
う
な
「
想
像
力
」
論
を
語
る
に
至

る
か
。
サ
ル
ト
ル
か
ら
の
強
い
影
響
の
も
と
に
出
発
し
た
大

江
の
「
想
像
力
」
論
は
、
一
九
六
三
・
六
四
年
頃
か
ら
次
第

に
変
化
を
見
せ（

（（
（

、「
ど
う
い
う
未
来
の
現
実
が
存
在
す
る
か

を
想
像
す
る
そ
の
想
像
力
、
未
来
を
選
択
す
る
想
像
力
に
も

ま
た
、
そ
の
人
間
の
在
り
方
を
決
定
す
る
力
が
あ
る（

（（
（

」
と
す

る
、
い
わ
ば
「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
と
し
て
の
「
想
像
力
」
論
へ

と
変
質
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
「
政
治
的
想
像
力
と
殺
人
者

の
想
像
力
」（『
群
像
』
一
九
六
八
・
四
、
一
五
四
～
一
六
九

頁
）
で
は
、
作
家
の
「
想
像
力
」
の
機
能
が
次
の
よ
う
に
説

明
さ
れ
て
い
る
。

— （1（18） —
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そ
し
て
小
説
を
書
く
こ
と
は
、
想
像
力
の
世
界
に
も
っ

と
も
端
的
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
そ
の
際

の
、
自
分
自
身
を
越
え
て
ゆ
く
こ
と
は
、
想
像
力
の
機

能
に
よ
っ
て
越
え
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
こ
と
に

明
瞭
で
あ
る
。［
…
］
し
か
し
、
そ
こ
で
留
意
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
の
は
、
た
と
え
ひ
と
つ
の
小
説
に
お
い
て

い
か
な
る
荒
唐
無
稽
の
空
想
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
に

し
て
も
、
そ
の
創
作
の
さ
な
か
に
お
け
る
作
家
の
意
識

は
、
か
れ
の
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
現
実
生
活
に
根
ざ
し

て se dépasser 
す
る
こ
と
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
だ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
作
家
に
と
っ
て
想
像

力
の
行
使
と
は
夢
幻
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
で
は
な
い
。

逆
に
現
実
的
な
、
こ
の
日
本
の
一
九
六
〇
年
代
に
関
わ

り
、
そ
れ
を
囲
み
こ
ん
で
容
赦
な
く
浸
食
し
て
く
る
世

界
の
現
実
す
べ
て
に
関
わ
る
生
き
方
の
根
に
む
か
っ
て
、

み
ず
か
ら
掘
り
す
す
め
る
こ
と
で
あ
る
。

（『
持
続
す
る
志
』
一
九
六
八
・
一
〇
、
文
藝
春
秋
、

二
六
九
頁
）

　

無
論
、
そ
れ
は
現
実
を
た
だ
見
る
こ
と
と
も
空
想
す
る

こ
と
と
も
異
な
る
、
現
実
に
関
与
す
る
「
想
像
力
」
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
「
自
由
な
想
像
力
」
が
、
し
か
も
「
科
学

者
」
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
例
を
、
大
江
は
「
自
分
の
最
初

の
息
子
が
瀕
死
の
状
態
で
ガ
ラ
ス
箱
の
な
か
に
横
た
わ
っ
た

ま
ま
恢
復
の
み
こ
み
は
ま
っ
た
く
た
た
な
い
始
末（

（（
（

」で
訪
れ

た
広
島
で
、
原
爆
症
を
前
に
苦
闘
す
る
医
師
た
ち
の
す
が
た

の
な
か
に
見
出
し
て
い
た
。『
ヒ
ロ
シ
マ
・
ノ
ー
ト
』（『
世
界
』

一
九
六
三
・
一
〇
、
一
九
六
四
・
一
〇
～
一
九
六
五
・
三
→

一
九
六
五
・
六
、
岩
波
書
店
）
か
ら
引
く
。

　

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
想
像
力
で
あ
っ
た
か
？　

も
し

原
爆
の
影
響
が
な
け
れ
ば
、こ
の
患
者
は
、健
康
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
被
爆
し
た
患
者
の

現
在
の
疾
患
は
、
当
然
原
爆
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
想
像
力
。
あ
の
よ
う

に
異
常
な
爆
発
の
あ
と
、
そ
れ
に
さ
ら
さ
れ
た
人
体
に

は
ど
う
い
う
こ
と
だ
っ
て
お
こ
り
か
ね
な
い
、
あ
ら
ゆ

る
こ
と
が
お
こ
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
考
え
る
、
固
定

観
念
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
自
由
な
想
像
力
。

　
　
［
…
］

　

こ
の
縛
ら
れ
な
い
想
像
力
と
具
体
的
な
治
療
の
努
力

の
つ
み
か
さ
な
り
が
、
脱
毛
し
た
頭
の
統
計
と
い
う
素

樸
な
も
の
か
ら
、
白
血
病
と
の
関
係
づ
け
に
発
展
し
、

原
爆
白
内
障
と
い
う
も
の
へ
眼
科
の
医
師
を
み
ち
び
く

か
と
思
え
ば
、
癌
死
亡
者
の
統
計
を
つ
う
じ
て
、
癌
と

原
爆
と
の
関
係
づ
け
の
段
階
に
ま
で
、
広
島
の
医
師
た

ち
を
押
し
す
す
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
明
日
の
問
題

と
し
て
、
次
の
世
代
の
原
爆
症
の
追
求
と
い
う
、
不
屈

の
発
展
が
あ
る
の
だ
。

（『
ヒ
ロ
シ
マ
・
ノ
ー
ト
』
一
四
一
～
一
四
二
頁
）

　

一
方
、
核
を
め
ぐ
る
醜
悪
な
「
想
像
力
」
も
あ
る
。
た
と

— （0（1（） —
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え
ば
ハ
ー
マ
ン
・
カ
ー
ン
が
核
戦
争
の
際
の
被
害
を
数
量
的

に
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
「
悲
劇
的
と
は
い
え
予
測
可
能

な
戦
後
決
算
表
」
に
つ
い
て
大
江
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
大

江
の
ア
メ
リ
カ
旅
行
を
め
ぐ
る
エ
ッ
セ
イ
「
ア
メ
リ
カ
旅
行

者
の
夢
Ⅲ
―
―
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
道
徳
性
」（『
世
界
』
一

九
六
六
・
一
二
、
一
九
八
～
二
一
〇
頁
）
か
ら
引
く
。

ハ
ー
マ
ン
・
カ
ー
ン
は
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
諸
段
階

を
こ
ま
か
く
分
析
す
る
執
拗
な
想
像
力
を
発
揮
し
て
、

《
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
梯
子
》
と
い
う
、
四
十
四
段

の
梯
子
か
ら
な
る
図
表
を
つ
く
っ
た
。
相
対
す
る
二
つ

の
陣
営
が
、
相
手
を
圧
倒
す
る
た
め
に
一
段
ず
つ
昇
っ

て
ゆ
く
軍
事
的
段
階
の
梯
子
、
い
う
ま
で
も
な
く
最
後

の
段
は
、
無
制
限
の
核
兵
器
に
よ
る
全
面
戦
争
、《
痙

攣
ま
た
は
思
考
の
枠
を
離
れ
た
戦
争
》
で
あ
る
。
す
で

に
そ
の
段
階
で
の
核
戦
争
は
、
ひ
と
つ
の
痙
攣
の
ご
と

き
も
の
で
あ
り
、
思
考
な
ど
う
け
つ
け
な
い
と
こ
ろ
で

の
反
射
的
な
行
為
に
よ
る
絶
望
的
な
相
互
破
壊
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ハ
ー
マ
ン
・
カ
ー
ン
は
《
エ
ス
カ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
梯
子
》
を
、
人
類
が
終
末
に
む
か
っ
て
駆
け

の
ぼ
る
た
め
の
指
図
と
し
て
考
案
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

［
…
］

　

そ
れ
で
も
な
お
カ
ー
ン
の
《
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
の

梯
子
》
お
よ
び
カ
ー
ン
自
身
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
、
疑

わ
し
く
嫌
悪
す
べ
き
も
の
に
感
じ
さ
せ
る
グ
ロ
テ
ス
ク

な
印
象
は
ど
こ
に
由
来
す
る
の
か
？

（『
大
江
健
三
郎
同
時
代
論
集
５　
読
む
行
為
』、
一
九
八

一
・
三
、
岩
波
書
店
、
二
四
六
～
二
四
八
頁
）

　

大
江
に
よ
れ
ば
そ
の
醜
悪
さ
は
、
数
値
し
か
見
ず
、
核
爆

弾
下
で
自
身
は
生
き
延
び
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
、
カ
ー
ン

の
未
来
へ
の
「
想
像
力
」
の
欠
如
に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ

る
が
、
フ
ラ
イ
な
ら
ば
、
眼
前
の
現
実
し
か
見
な
い
、
分
析

的
で
解
剖
的
な
眼
差
し
は
醜
悪
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
と
言
う
だ
ろ
う
。
そ
の
フ
ラ
イ
は
、
も
う
一
つ
の
否
定
す

べ
き
「
想
像
力
」
の
様
態
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
た
。

　

　

わ
れ
わ
れ
の
住
ん
で
い
る
社
会
は
、［
…
］
わ
れ
わ

れ
の
想
像
力
に
文
学
の
代
り
と
な
る
も
の
を
与
え
て
く

れ
る
の
で
す
。
こ
の
代
用
品
と
い
う
の
は
、
社
会
的
神

話
で
あ
っ
て
、
そ
れ
独
自
の
民
話
や
独
自
の
文
学
的
慣

習
や
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
持
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
神
話
の
目
的
は
、
現
在
の
社
会
の
記
述
や

価
値
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
よ
う
に
仕
向
け
、
い
わ

ば
〈
適
応
す
る
〉
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
で
す
。［
…
］

ま
ず
第
一
に
想
像
力
に
期
待
す
る
こ
と
は
、
社
会
に
脅

か
さ
れ
て
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
幻
想
の
わ
な
に
陥
る
こ

と
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
守
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。
幻
想

そ
の
も
の
も
、
勿
論
、
社
会
的
想
像
力
に
よ
っ
て
生
ま

れ
る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
は
倒
錯
し
た
想
像
力
で
あ
っ

て
、
そ
れ
が
生
み
出
す
も
の
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う

に
、〈
想
像
的
な
も
の
〉
と
は
異
な
っ
た
〈
仮
空
の
も
の
〉

— 8（（20） —
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な
の
で
す
。

（『
教
養
の
た
め
の
想
像
力
』、
九
六
～
九
七
頁
）

　

国
家
や
社
会
が
創
り
出
す
不
可
視
の
規
範
を
、
フ
ラ
イ
は

「
社
会
的
想
像
力
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
、そ
う
し
た
「
幻

想
」に
抗
う
こ
と
を
文
学
の「
想
像
力
」の「
社
会
的
な
効
用
」

の
一
つ
に
数
え
上
げ
て
い
る
。「
社
会
的
想
像
力
」
は
「〈
仮

空
の
も
の
〉」、「im

aginary

」
な
も
の
で
あ
っ
て
、「
想
像

力
の
組
織
的
な
歪
曲
の
産
物
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

大
江
は
、
同
様
の
「
想
像
力
」
の
働
き
を
、「
政
治
的
想

像
力
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
大
江
は
、
以
後
の

大
江
が
た
び
た
び
拠
る
こ
と
に
な
る
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
「
想

像
力
」
論
を
「
現
実
政
治
」
に
適
用
し
て
捉
え
る
。「
政
治

的
想
像
力
と
殺
人
者
の
想
像
力
」
か
ら
引
く
。

そ
し
て
僕
が
も
っ
と
も
一
般
的
だ
と
考
え
る
［
＊
「
想

像
力
」
の
］
定
義
と
は
、
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル

の
《
想
像
力
と
は
む
し
ろ
知
覚
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た

イ
メ
ー
ジ
を
歪
形
す
る

0

0

0

0

能
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
わ
け
て

も
基
本
的
イ
メ
ー
ジ
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
解
放
し
、
イ

メ
ー
ジ
を
変
え
る
能
力
な
の
だ
》
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
現
実
政
治
の
世
界
に
そ
く
し
て
み
る
な
ら
ば
、

想
像
力
を
も
っ
た
政
治
家
と
は
、
現
に
あ
る
政
治
的
実

在
を
歪
形
す
る

0

0

0

0

能
力
を
も
っ
た
政
治
家
で
あ
り
、
わ
れ

わ
れ
が
今
日
そ
れ
を
耐
え
し
の
ば
さ
れ
て
い
る
悪
し
き

現
実
の
基
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
を
解
放

し
、
現
実
生
活
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
る
能
力

を
持
っ
た
政
治
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（『
持
続
す
る
志
』
二
七
〇
～
二
七
一
頁
、
傍
点
原
文
）

　
「
科
学
」
の
「
想
像
力
」
が
あ
り
え
る
よ
う
に
、「
政
治
的

想
像
力
」
も
あ
り
え
る
わ
け
だ
。
だ
が
政
治
家
に
真
の
「
想

像
力
」
が
欠
け
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
全
く
醜
悪
で
非
人

間
的
な
人
間
支
配
を
可
能
と
す
る
。「
死
ん
」
だ
「
想
像
力
」

は
、「
し
き
り
に
想
像
的
な
る
も
の
へ
の
知
識
を
ち
ら
つ
か

せ
て
い
な
が
ら
も
、
単
に
歪
曲
さ
れ
た
概
念
の
記
述
に
終
っ

て
、
か
れ
の
人
間
と
し
て
の
属
性
に
お
け
る
、
想
像
力
の
根

本
的
な
欠
如
を
示
し
て
い
る
の
と
あ
い
似
て
い
る
」（
二
七

五
頁
）
と
大
江
は
言
う
。
そ
う
し
た
「
想
像
力
の
組
織
的
な

歪
曲
の
産
物
」
に
抗
す
る
こ
と
が
「
想
像
力
」
の
社
会
的
効

用
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。

　

フ
ラ
イ
と
大
江
と
の
想
像
力
論
に
お
け
る
連
続
性
は
も
は

や
明
ら
か
と
言
え
よ
う
が
、
さ
ら
に
こ
こ
で
着
目
す
べ
き

は
、
右
引
用
で
大
江
が
言
及
す
る
理
論
的
な
枠
組
み
が
、
ガ

ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
既
に
触
れ

た
通
り
、
大
江
は
こ
の
時
期
、
一
九
六
〇
年
代
の
後
半
か
ら

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
依
拠
し
て
「
想
像
力
」
を
論
じ
る
よ
う
に

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
大
江
の
「
想
像
力
」
論
の
展
開
を
語
る
際

に
は
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
縷
々
参
照
さ
れ
る（

（（
（

。
だ
が
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
の
は
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
受
容
は
あ
く
ま
で
、「
世

界
的
な
想
像
力
論
に
つ
い
て
の
新
し
い
展
開
に
ふ
れ
る
こ
と

で
、
自
分
自
身
に
も
し
だ
い
に
そ
れ
を
意
識
化
す
る
こ
と
が
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で
き
る
よ
う
に
な
」
る
う
ち
、「
も
と
も
と
サ
ル
ト
ル
の
想

像
力
論
か
ら
出
発
し
た
僕
に
、
ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル

の
想
像
力
論
が
あ
ら
わ
れ
出
た（

（（
（

」
と
い
う
よ
う
な
、
事
後
的

な
発
見
に
か
か
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
既
に
大
江
は
、

一
九
六
四
年
に
行
わ
れ
た
改
憲
反
対
集
会
に
お
い
て
、「
核

戦
争
の
可
能
性
を
激
し
く
熱
中
し
て
空
想
し
想
像
し
て
い
る

う
ち
に
」「
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
」
友
人
に
言
及
し
な
が
ら
、

い
ま
「
独
自
な
空
想
力
を
も
っ
た
」
彼
の
よ
う
に
「
自
分
の

想
像
力
で
も
っ
て
、
憲
法
に
自
分
の
想
像
力
の
血
を
与
え
て

み
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た（

（（
（

。
遡
れ
ば
、
早
く
『
日

常
生
活
の
冒
険
』（『
文
学
界
』
一
九
六
三
・
二
～
一
九
六
四
・

二
→
一
九
六
四
・
四
、
文
藝
春
秋
新
社
）
に
は
、「
お
ま
え

の
小
説
が
悪
い
の
は
空
想
し
か
書
い
て
な
い
こ
と
だ
。
お
ま

え
は
観
察
し
て
い
な
い
。」（
四
七
頁
）
と
い
う
、
小
説
家

の
「
想
像
力
」
に
ま
つ
わ
る
箴
言
が
、
主
人
公
の
祖
父
の
口

を
借
り
て
書
き
込
ま
れ
て
い
た
し
、
あ
の
輝
か
し
い
斎
木
犀

吉
も
、
祖
父
の
言
葉
を
聞
い
て
「
昂
奮
し
」、「
観
察
力
が
な

に
よ
り
も
大
切
な
こ
と
な
ん
だ
！
」
と
叫
ん
で
い
た
（
一
七

四
頁
）。
そ
こ
に
は
や
は
り
、「
想
像
力
」
を
空
想
と
区
別
し
、

前
者
に
現
実
と
の
関
与
を
求
め
る
視
点
が
認
め
ら
れ
る
。
つ

ま
り
大
江
の
「
想
像
力
」
論
は
、
核
体
制
の
進
行
、
戦
後
民

主
主
義
批
判
と
い
っ
た
事
態
を
う
け
た
一
九
六
三
年
頃
に
変

容
し
始
め（

（（
（

、
フ
ラ
イ
を
読
み
、
ブ
レ
イ
ク
を
引
き
、
バ
シ
ュ

ラ
ー
ル
を
発
見
す
る
と
い
う
筋
道
に
お
い
て
生
成
し
た
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
新
し
い
人
よ
目
覚
め
よ
』
に
お
い
て
大
江
は
、
バ
シ
ュ

ラ
ー
ル
が
ブ
レ
イ
ク
を
引
用
す
る
こ
と
に
触
れ
、両
者
を「
想

像
力
」
に
お
い
て
接
続
し
な
が
ら
、「
総
体
と
し
て
ブ
レ
イ

ク
を
読
み
進
め
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
僕
は
自
分
に
根
づ

い
て
い
る
想
像
力 im

agination 

と
い
う
言
葉
が
、
す
っ
か

り
洗
い
な
お
さ
れ
る
の
を
経
験
し
た
」
と
書
き
記
し
て
い
る

（
一
五
五
～
一
五
七
頁
）。
こ
う
し
た
事
後
的
な
言
及
は
、
大

江
の
「
想
像
力
」
論
が
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
よ
っ
て
変
容
し
た

印
象
を
与
え
な
く
も
な
い
。
だ
が
そ
も
そ
も
、
バ
シ
ュ
ラ
ー

ル
の
い
わ
ゆ
る
「
物
質
の
想
像
力（

（（
（

」
が
、
フ
ラ
イ
が
ブ
レ
イ

ク
か
ら
読
み
取
り
、
批
評
の
理
論
と
し
て
体
系
化
し
て
み
せ

た
文
学
の
構
造
と
似
て
い
る
こ
と
は
夙
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と

で
も
あ
る（

（（
（

。
そ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
て
ブ
レ
イ
ク
、
フ
ラ

イ
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
と
い
う
連
な
り
を
考
え
る
と
き
、
一
九

六
三
・
六
四
年
以
降
に
お
け
る
大
江
の
「
想
像
力
」
論
の
探

求
が
、
い
か
に
そ
の
文
学
的
な
営
為
と
重
な
り
合
っ
て
い
た

か
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
。
そ
の
点
を
次
節
で
述
べ
、
以
後
の

大
江
文
学
の
展
開
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
視
点
を
開
く
か
た

ち
で
本
稿
を
閉
じ
た
い
。

六
、
お
わ
り
に
―
―
「
黄
金
時
代
」
と
「
谷
間
の
村
」

　　
『Fearful Sym

m
etry

』
で
描
き
出
さ
れ
た
ブ
レ
イ
ク
像

は
、
聖
書
の
体
系
か
ら
任
意
に
「
引
用
」
し
、「
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
」
の
も
と
に
自
在
に
創
り
変
え
る
こ
と
で
「
再
創
造
」
す

る
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
を
一
般
化
し
て
フ
ラ
イ
は
、

「
文
学
作
家
」
は
い
か
に
「
独
創
的
な
作
家
」
で
あ
れ
「
慣

— 87（22） —



大江健三郎におけるウィリアム・ブレイク受容

総合文化研究第20巻第１号（2014. ６）

習
に
則
っ
」
た
う
え
で
「
彼
の
心
の
な
か
で
形
を
と
る
も
の
」

を
書
く
の
だ
と
す
る
（『
教
養
の
た
め
の
想
像
力
』
二
六
頁
）。

こ
れ
に
対
し
て
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
「
想
像
力
」
論
は
、「
文

学
作
品
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
イ
メ
ー
ジ
が
地
水
火
風
と
い
う
四

元
素
に
還
元
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
想
像
力
が
そ
れ
ら
の
ど

れ
か
を
選
び
取
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
し
い
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

を
作
り
上
げ
る（

（（
（

」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
共
通
す
る

の
は
、
中
心
的
な
神
話
に
対
す
る
距
離
的
な
差
異
に
よ
っ
て

創
造
性
を
生
み
出
す
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
以
後
の

大
江
が
採
用
し
て
い
く
文
学
的
な
再
生
産
の
シ
ス
テ
ム
―
―

「
谷
間
の
村
」
―
―
と
も
看
過
で
き
な
い
共
通
性
を
持
つ
。

　

フ
ラ
イ
の
描
き
出
し
た
「
再
創
造
」
の
モ
デ
ル
の
秀
逸
な

要
点
は
、「
文
学
」
の
中
心
性
が
す
で
に
喪
わ
れ
た
「
黄
金

時
代
」
の
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
フ
ラ

イ
は
、
ブ
レ
イ
ク
の
「
私
の
作
品
の
性
格
は
、
幻
想
的
も
し

く
は
空
想
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
代
人
た
ち
が
〈
黄
金
時

代
〉
と
呼
ん
だ
時
代
を
回
復
せ
ん
と
す
る
こ
こ
ろ
み
で
あ

る
。」（『
教
養
の
た
め
の
想
像
力
』
三
四
頁
）
と
い
う
一
節

等
を
引
き
、「
同

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

一
性
の
喪
失
と
回
復
を
語
る
」「
物
語
こ
そ
」

が
「
す
べ
て
の
文
学
の
枠
組
だ
と
思
う
」（
三
七
頁
）
と
述

べ
る
。
そ
れ
が
決
し
て
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
喪
わ
れ
た
中
心
に
向
け
た
運
動
―
―
「
引

用
」
―
―
に
お
い
て
無
数
の
物
語
が
「
再
創
造
」
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　

他
方
、
次
に
引
く
の
は
、
大
江
が
「
谷
間
の
村
」
の
物

語
を
一
種
の
虚
構
論
と
し
て
遂
行
的
に
描
き
出
し
て
み
せ

た
、
前
掲
『
壊
れ
も
の
と
し
て
の
人
間
』
の
一
節
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、
四
国
の
森
の
奥
で
生
ま
れ
た
自
分
自
身
の

「
同

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

一
性
」
喪
失
体
験
が
、
読
書
と
言
語
に
ま
つ
わ
る
原
体

験
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。

ま
ず
、
寝
台
が
架
空
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
空
色
の
卵

の
よ
う
に
見
え
る
漫
画
の
キ
ャ
ベ
ツ
が
架
空
の
物
体

だ
っ
た
。
ぼ
く
が
そ
の
空
色
の
魅
惑
に
み
ち
た
物
体
に

あ
ま
り
に
熱
い
憧
憬
を
示
し
た
の
で
、
ぼ
く
の
母
親

は
、
こ
の
世
の
も
の
と
も
思
え
ぬ
そ
の
空
色
の
球
体

は
、
わ
れ
わ
れ
の
谷
間
の
畑
に
も
育
っ
て
い
る
甘
藍
に

ほ
か
な
ら
な
い
、
と
教
え
て
く
れ
た
が
、
ぼ
く
は
そ
の 

identification 

に
よ
っ
て
喜
ぶ
ど
こ
ろ
か
、
不
当
に

恥
か
し
め
ら
れ
た
と
感
じ
た
。
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
の
幼

虫
の
住
み
家
で
あ
り
、
潰
し
た
青
虫
と
お
な
じ
匂
い
の

す
る
甘
藍
が
、
こ
の
漫
画
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
支
配

す
る
輝
や
か
し
い
キ
ャ
ベ
ツ
た
り
え
よ
う
か
？　

ぼ
く

は
現
実
の
甘
藍
を
拒
否
し
、
架
空
の
キ
ャ
ベ
ツ
に
夢
想

の
核コ

ア

を
お
く
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

（『
壊
れ
も
の
と
し
て
の
人
間
』
八
頁
）

　
「
ぼ
く
」
は
こ
の
と
き
「
現
実
世
界
」
に
対
す
る

「
同

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

一
性
」
を
喪
失
し
、
さ
ら
に
大
学
に
入
学
す
る
た
め
に

上
京
し
た
際
に
、「
現
実
世
界
」
の
「
言
語
」
に
対
す
る

「
同

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

一
性
」
を
喪
失
し
た
と
語
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
永
遠

に
「
同

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

一
性
」
を
喪
失
し
た
「
ぼ
く
」
は
、
そ
の
喪
わ
れ
た
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「
同

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

一
性
」
に
向
け
て
大
学
で
外
国
語
を
学
び
、「
小
説
家
」

た
る
こ
と
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
以
後
の

大
江
は
、
こ
こ
に
構
築
さ
れ
た
喪
わ
れ
た
中
心
に
向
け
て
、

幾
た
び
も
「
谷
間
の
村
」
の
物
語
を
紡
ぎ
直
し
、
そ
こ
に
自

ら
の
読
書
行
為
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
数
多
の
「
引
用
」

を
行
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う（

（（
（

。
だ
か
ら
こ
そ
『
新
し
い
人
よ

眼
ざ
め
よ
』
に
お
い
て
あ
ら
た
め
て
ブ
レ
イ
ク
に
向
か
う
大

江
は
、
冒
頭
に
引
い
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
書
き
込
ん
だ
ブ
レ

イ
ク
と
の
出
会
い
の
物
語
に
、
自
ら
の
「
同

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

一
性
」
喪
失
の

刻
印
を
書
き
添
え
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。「
図
書
館
に
向
い

な
が
ら
、
僕
は
な
お
咲
い
た
ま
ま
で
あ
っ
た
躑
躅
の
、
す
べ

て
の
茂
み
に
向
け
て
い
ち
い
ち
、
―
―
お
ま
え
ら
は
躑
躅
で

は
な
い
、
本
当
の
躑
躅
は
、
僕
自
身
が
生
ま
れ
育
っ
た
谷
間

の
、
そ
こ
か
ら
屹
立
す
る
山
の
斜
面
に
咲
い
て
お
り
、
そ
い

つ
ら
の
根
が
崖
の
赤
土
を
保
護
し
て
も
い
る
の
だ
、
と
反
撥

す
る
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
が
」（
三
九
頁
）
と
。

　

で
は
、こ
の
よ
う
に
「
同

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

一
性
」
の
回
復
を
願
い
、「
引
用
」

に
よ
っ
て
作
品
を
構
築
し
て
い
く
大
江
の
営
為
は
い
か
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
そ
の
手
が
か
り
も
フ
ラ
イ
が
用
意
し

て
く
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
ブ
レ
イ
ク
に
「
黄
金
時
代
」
に
対

す
る
永
遠
の
喪
失
を
見
た
フ
ラ
イ
は
、「
現
代
の
作
家
た
ち
」

は
「
聖
な
る
黄
金
の
都
や
楽
園
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
語

る
こ
と
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
」（
三
七
頁
）
と
し
た
う
え

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
の
な
か
で
は
、
ま
だ
、
幽
霊

を
見
た
り
、
す
ば
ら
し
い
詩
で
語
る
こ
と
の
で
き
る
英

雄
た
ち
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、ベ
ケ
ッ
ト
の『
ゴ

ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
』
の
現
代
に
至
る
と
、
彼
ら
は
散

文
を
語
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
自
ら
幽
霊
に
変
じ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

（『
教
養
の
た
め
の
想
像
力
』
三
八
頁
）

　

か
つ
て
の
文
学
に
お
い
て
は
当
然
の
よ
う
に
保
証
さ
れ

て
い
た
文
学
の
一ア

ウ

ラ
体
性
は
す
で
に
遠
く
喪
わ
れ
て
し
ま
っ

た
。「
黄
金
時
代
」
か
ら
遠
く
離
れ
た
現
代
の
文
学
者
た
ち

は
、
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
と
エ
ス
ト
ラ
ゴ
ン（

（（
（

の
よ
う
に
、
い
つ
ま

で
も
訪
れ
な
い
も
の
を
堂
々
巡
り
し
て
待
つ
こ
と
に
よ
っ
て

し
か
「
楽
園
」
を
垣
間
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
よ
う

な
フ
ラ
イ
の
思
考
は
、一
方
で
、決
し
て
回
復
で
き
な
い
「
黄

金
時
代
」
を
遙
か
な
る
遠
方
に
置
き
、
そ
こ
か
ら
の
果
て
な

い
「
引
用
」
の
な
か
に
「
再
創
造
」
を
行
う
戦
術
と
表
裏
を

な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
『
個
人
的
な
体
験
』
以
後
の
大
江
は
、
自
身
の
「
想
像
力
」

論
を
追
究
す
る
と
同
時
に
、「
父
よ
、
あ
な
た
は
ど
こ
へ
行

く
の
か
？
」（『
文
学
界
』
一
九
六
八
・
一
〇
、二
〇
～
五
五
頁
）

に
お
い
て
ブ
レ
イ
ク
の
詩
句
を
核
と
し
た
物
語
を
紡
ぎ
出
し

て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
喪
わ
れ
た
「
父
」
の
記
憶
を
再
現
し

よ
う
と
し
な
が
ら
、
い
つ
ま
で
も
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
の
で

き
な
い
「
小
説
家
」
が
、
来
る
べ
き
「
父
」
の
伝
記
の
た
め

の
「
ノ
オ
ト
」
を
果
て
し
な
く
書
き
直
す
さ
ま
が
、
錯
綜
し

た
文
体
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
「
黄
金

— 8（（24） —
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時
代
」
か
ら
遠
く
離
れ
た
「
小
説
家
」
が
行
う
「
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
」
の
運
動
の
現
場
の
開
示
で
あ
る
と
同
時
に
、
高
度
成
長

期
、複
製
技
術
時
代
の
末
に
お
け
る
「
文
学
」
の
「
再
創
造
」

の
試
み
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

そ
う
言
え
ば
、
前
節
で
引
い
た
「
政
治
的
想
像
力
と
殺
人

者
の
想
像
力
」
で
大
江
は
、「
想
像
力
」
の
欠
如
す
る
あ
り

様
を
こ
う
も
表
現
し
て
い
た
。「
そ
れ
は
通
俗
小
説
の
作
家

た
ち
が
月
々
に
大
量
生
産
し
て
み
せ
る
た
ぐ
い
の
光
景
で

あ
る
」（『
持
続
す
る
志
』
二
七
四
頁
）。
ブ
レ
イ
ク
を
読
み
、

読
書
行
為
や
「
引
用
」
を
方
法
化
し
、「
谷
間
の
村
」
の
物

語
を
構
築
す
る
大
江
の
営
為
は
、「
世
界
の
終
末
的
状
況
が

問
題
に
な
る
時
、
文
学
な
ど
と
い
う
も
の
は
す
で
に
終
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
の
か（

（（
（

」
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
、
美
学
的

な
抗
い
の
戦
術
な
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）　

Sw
edish A

cadem
y, (1（（4) “T

h
e N

ob
el 

P
rize in

 L
itera

tu
re 1

9
9

4
 P

ress R
elea

se”, 
N

obelprize.org, T
he O

ffi
cial W

eb Site of the 
N

obel Prize, http://w
w

w
.nobelprize.org/

nobel_prizes/literature/laureates/1（（4/
press.htm

l.

（
二
〇
一
四
・
三
閲
覧
）。

（
２
）　

大
江
健
三
郎
（
文
責
＝
中
澤
洋
子
・
濱
美
雪
）

「M
yriad Books 

書
物
の
森
の
中
へ
」（『Sw

itch

』

八
︲
一
、
一
九
九
〇
・
三
、
六
六
～
七
三
頁
）
参
照
。

（
３
）　

杉
里
直
人
「
方
法
と
し
て
の
引
用
―
―
『
懐
か
し
い

年
へ
の
手
紙
』は
い
か
に
構
築
さ
れ
て
い
る
か
―
―
」

（『
比
較
文
学
年
誌
』
三
一
、
一
九
九
五
、
二
〇
～
四

一
頁
→
島
村
輝
編
『
日
本
文
学
研
究
論
文
集
成
4（　

大
江
健
三
郎
』、
一
九
九
八
・
三
、
若
草
書
房
、
八

八
～
一
一
二
頁
）
参
照
。

（
４
）　
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
所
収
の
各
篇
の
初
出
は

以
下
の
通
り
。「
無
垢
の
歌
、
経
験
の
歌
」（『
群
像
』

一
九
八
二
・
七
、
七
～
二
六
頁
）、「
怒
り
の
大
気
に

冷
た
い
嬰
児
が
立
ち
あ
が
っ
て
」（『
新
潮
』
一
九
八

二
・
九
、
六
～
三
〇
頁
）、「
落
ち
る
、
落
ち
る
、
叫

び
な
が
ら
…
…
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
八
三
・
一
、

四
三
〇
～
四
四
一
頁
）、「
蚤
の
幽
霊
」（『
新
潮
』
一

九
八
三
・
一
、
一
九
～
四
八
頁
）、「
魂
が
星
の
よ
う

に
降
っ
て
、
跗
骨
の
と
こ
ろ
へ
」（『
群
像
』
一
九
八

三
・
三
、
六
～
三
二
頁
）、「
鎖
に
つ
な
が
れ
た
る
魂

を
し
て
」（『
文
学
界
』
一
九
八
三
・
四
、
一
八
～
五

〇
頁
）、「
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
」（『
新
潮
』
一
九

八
三
・
六
、
六
～
三
九
頁
）。

（
５
）　

大
江
は
同
様
の
出
会
い
を
、『
読
む
人
間 

大
江
健
三

郎
読
書
講
義
』（『
す
ば
る
』
二
〇
〇
六
・
九
～
二
〇

〇
七
・
三
→
二
〇
〇
七
・
七
、
集
英
社
）、『
私
と
い

う
小
説
家
の
作
り
方
』（「『
大
江
健
三
郎
小
説
』
月

報
」
一
九
九
六
・
五
、
七
～
一
九
九
七
・
三
→
一
九

九
八
・
四
、
新
潮
社
）
等
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
も

繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
。
後
者
に
「
そ
の
い
き
さ
つ

は『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』に
書
い
た
」（
七
二
頁
）
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と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ

め
よ
』
の
記
述
を
用
い
た
。

（
６
）　

小
林
に
は
、「
大
江
健
三
郎
と
ブ
レ
イ
ク
（
二
）」（『
立

命
館
文
学
』
五
一
七
、
一
九
九
〇
・
七
、
三
九
～
五

六
頁
）、「
大
江
健
三
郎
と
ブ
レ
イ
ク
（
三
）」（『
立

命
館
文
学
』
五
五
一
、
一
九
九
七
・
一
一
、
二
三
三

～
二
五
四
頁
）、「
大
江
健
三
郎
と
ブ
レ
イ
ク
（
四
）」

（『
立
命
館
文
学
』
五
五
七
、
一
九
九
八
・
一
一
、
五

五
～
六
七
頁
）、「
大
江
健
三
郎
と
ブ
レ
イ
ク
（
五
）」

（『
立
命
館
文
学
』
五
六
七
、
二
〇
〇
一
・
三
、
七
九

～
一
〇
〇
頁
）、「
大
江
健
三
郎
と
ブ
レ
イ
ク
（
六
）

二.

蚤
の
幽
霊
」（『
立
命
館
文
学
』
六
二
〇
、
二
〇

一
一
・
二
、
九
七
～
一
〇
六
頁
）
も
あ
る
。
ま
た
武

田
康
雄
「
大
江
健
三
郎
と
英
米
文
学
」（『
東
海
英
米

文
学
』
八
、
二
〇
〇
一
・
一
二
、
一
一
九
～
一
三
四

頁
）
も
ブ
レ
イ
ク
受
容
を
論
じ
る
。

（
７
）　

松
島
正
一
『
ブ
レ
イ
ク
の
思
想
と
近
代
日
本
―
―
ブ

レ
イ
ク
を
読
む
』（
二
〇
〇
三
・
二
、
北
星
堂
）
所

収
の
各
論
の
ほ
か
、
武
田
勝
彦
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ

レ
イ
ク
と
日
本
の
知
識
人
」（『
知
識
』
一
〇
九
、
一

九
九
〇
・
一
二
、
二
一
四
～
二
二
〇
頁
）、
青
山
恵

子
「
日
本
に
お
け
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
受
容

の
一
断
面
（
１
）
―
―
大
江
健
三
郎
そ
し
て
明
治
・

大
正
期
の
ブ
レ
イ
ク
移
入
」（『
学
習
院
女
子
短
期
大

学
紀
要
』
三
二
、
一
九
九
四
・
一
二
、
一
八
九
～
二

〇
九
頁
）、
同
「
日
本
に
お
け
る
ウ
ィ
ア
リ
ア
ム
・

ブ
レ
イ
ク
受
容
の
一
断
面
（
２
）
―
―
白
樺
派
と
柳

宋
悦
に
よ
る
ブ
レ
イ
ク
受
容
の
あ
り
方
」（『
学
習
院

女
子
短
期
大
学
紀
要
』
三
三
、
一
九
九
五
・
一
二
、

一
～
三
二
頁
）
が
あ
る
。

（
８
）　

以
下
『
個
人
的
な
体
験
』「
空
の
怪
物
ア
グ
イ
ー
」

か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
同
書
に
よ
る
。

（
９
）　

前
掲
、
杉
里
直
人
「
方
法
と
し
て
の
引
用
」
参
照
。

（
10
）　

鶴
田
欣
也
「『
個
人
的
な
体
験
』
論
―
―
ウ
サ
ギ
の

目
で
見
た
鳥バ

ー
ド

―
―
」（
武
田
勝
彦
、
ヨ
シ
オ
・
イ
ワ

モ
ト
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
横
地
淑
子
編
『
大
江
健
三
郎

文
学　

海
外
の
評
価
』
一
九
八
七
・
一
、
創
林
社
、

四
七
～
六
二
頁
）。

（
11
）　

前
掲
、
武
田
勝
彦
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
と
日

本
の
知
識
人
」、
二
一
六
頁
。

（
12
）　

引
用
は
、
梅
津
濟
美
訳
『
ブ
レ
イ
ク
全
著
作
』（
一

九
八
九
・
七
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
全
二
巻
）、

二
八
五
頁
。

（
1（
）　

前
掲
『
私
と
い
う
小
説
家
の
作
り
方
』
七
四
～
七

六
頁
、『
読
む
人
間
』
七
五
頁
を
参
照
。
ま
た
ア
ー

ド
マ
ン
に
は
、D

avid V
. Erdm

an , (1（（4) 
“B

lake : P
roph

et A
gain

st E
m

pire : a poet's 
in

terp
reta

tion
 of th

e h
istory of h

is ow
n

 
tim

es”, Princeton: Princeton U
niversity 

Press.　

が
、
レ
イ
ン
に
は
、K

athleen Raine, 
(1（（8) “ B

la
ke a

n
d

 tra
d

ition

（B
ollin

gen
 

series, 3
5

. T
h

e A
.W

. M
ellon

 lectu
res in
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th
e fin

e a
rts ;11

）
”, Princeton: Princeton 

U
niversity Press. 

が
あ
る
。
後
者
の
簡
訳
版
に
は
、

吉
村
正
和
訳
『
ブ
レ
イ
ク
と
古
代
』（
一
九
七
七
・
七
、

平
凡
社
）
が
あ
る
。

（
14
）　

柴
田
勝
二
「〈
鏡
〉
の
な
か
の
世
界
―
―
『
個
人
的

な
体
験
』
の
イ
メ
ー
ジ
構
築
」（『
東
京
外
国
語
大
学

論
集
』
六
六
、
二
〇
〇
三
・
一
一
、
三
八
～
二
四
頁
）。

本
稿
の
以
下
の
分
析
も
柴
田
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
い

る
。

（
1（
）　

前
掲
『
読
む
人
間
』
に
は
「
以
前
か
ら
、ノ
ー
ス
ロ
ッ

プ
・
フ
ラ
イ
の
よ
く
知
ら
れ
た
本
な
ど
を
読
ん
で
い

ま
し
た
」（
七
五
頁
）
と
あ
る
。
松
島
正
一
「
ブ
レ

イ
ク
の
〈
誤
読
〉
―
―
大
江
健
三
郎
の
ブ
レ
イ
ク
受

容
ま
で
」（『
國
學
院
雑
誌
』
八
五
︲
一
〇
、
一
九
八

四
・
一
〇
、
五
九
～
八
〇
頁
→
前
掲
『
ブ
レ
イ
ク
の

思
想
と
近
代
日
本
』
二
七
七
～
三
〇
〇
頁
）
は
、「
大

江
の
新
作
」
が
「
引
用
」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い

る
こ
と
に
触
れ
、『
批
評
の
解
剖
』
と
の
共
通
性
を

指
摘
し
て
い
る
（
二
八
五
頁
）。

（
1（
）　N

orthrop Frye, (1（47) “F
earfu

l S
ym

m
etry 

: A
 S

tu
d

y of W
illia

m
 B

la
k

e” Princeton: 
Princeton U

niversity Press.　

以
下
の
引
用
は

プ
リ
ン
ス
ト
ン
版
第
二
刷(1（4（)

に
拠
る
。

（
17
）　

桑
原
俊
明
「
ブ
レ
イ
ク
の
『
天
国
と
地
獄
の
結
婚
』

に
つ
い
て
―
―
善
悪
の
彼
岸
に
到
る
道
―
―
」（『
盛

岡
大
学
紀
要
』
一
四
、
一
九
九
五
・
三
、
六
九
～
七

五
頁
）、
七
二
頁
。

（
18
）　

前
掲
『
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
』
四
三
頁
を
参
照
。

大
江
と
山
内
は
、
志
甫
溥
「
光
り
輝
や
く
精
神
の
果

物
屋
」（「『
大
江
健
三
郎
全
作
品
２
』
付
録N

O
.（

」

一
九
六
六
・
八
、
新
潮
社
、
三
～
五
頁
）
に
よ
れ
ば
、

駒
場
祭
で
大
江
の
「
構
成
に
よ
る
野
外
劇
」
を
上
演

し
、「
温
厚
な
山
内
久
明
は
、
舞
台
の
う
し
ろ
か
ら

死
の
灰
に
擬
し
た
紙
切
れ
を
撒
い
た
」（
四
頁
）
と

い
う
間
柄
で
あ
る
。

（
1（
）　

フ
ラ
イ
が
論
じ
る
ブ
レ
イ
ク
の
「
多
重
の
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
」
に
つ
い
て
は
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
（
江

田
孝
臣
訳
）『
ダ
ブ
ル
・
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
―
―
宗
教
に

お
け
る
言
語
と
意
味
』（
二
〇
一
二
・
七
、
新
教
出

版
社
、
原
著
一
九
九
一
）
等
を
参
照
。

（
20
）　

梅
津
濟
美
訳
『
ブ
レ
イ
ク
の
手
紙
』（
一
九
七
〇
・
四
、

八
潮
出
版
社
）、
八
四
～
九
二
頁
。

（
21
）　

拙
論
「
幽
霊
た
ち
の
記
憶
―
―
大
江
健
三
郎
「
空
の

怪
物
ア
グ
イ
ー
」」（『
語
文
』
一
四
八
、
二
〇
一
四
・

三
、二
八
～
四
三
頁
）。
も
ち
ろ
ん
、音
楽
家
Ｄ
や「
ぼ

く
」
の
見
る
世
界
と
ブ
レ
イ
ク
の
そ
れ
と
の
相
違
を

指
摘
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
い
。
た
と
え
ば
「
空
の

怪
物
ア
グ
イ
ー
」
の
場
合
、「
ぼ
く
」
の
眼
の
役
割

は
左
右
の
物
理
的
な
眼
に
分
担
さ
れ
て
お
り
、「
ぼ

く
」
の
見
る
世
界
は
自
身
の
内
部
の
死
者
の
記
憶
と

深
く
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
大
江
は
現
実
を
通
常

通
り
に
見
る
眼
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
世
界
と
を
二
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重
化
し
て
捉
え
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
「
引
用
」
し
、

独
自
に
再
構
成
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
22
）　
『Fearful Sym

m
etry

』
の
続
く
部
分
に
「T

he 
im

agination, on the other hand, m
akes 

the ghost perceived by it the slave of a 
sketchbook.

」（
七
八
頁
）
と
あ
る
。
ド
ン
・
キ
ホ
ー

テ
と
異
な
り
、
ブ
レ
イ
ク
は
対
象
を
捉
え
る
／
捕
え

る
の
で
あ
る
。

（
2（
）　

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
テ
イ
ラ
ー
・
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
（
東
京

コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
研
究
会
訳
）『
文
学
的
自
叙
伝
―
―

文
学
者
と
し
て
の
我
が
人
生
と
意
見
の
伝
記
的
素

描
』（
二
〇
一
三
・
五
、
法
政
大
学
出
版
局
、
原
著

一
八
一
七
）、
八
三
頁
。

（
24
）　

並
河
亮
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
―
―
芸
術
と
思

想
―
―
』（
一
九
七
八
・
四
、
原
書
房
）、
一
二
四
頁
。

（
2（
）　

前
掲
、
並
河
亮
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
―
―
芸

術
と
思
想
―
―
』
一
三
四
頁
。

（
2（
）　

後
に
見
る
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
（
江
河
徹
・
前

田
昌
彦
訳
）『
教
養
の
た
め
の
想
像
力
』（
一
九
六
九
・

二
、
太
陽
社
、
原
著
一
九
六
四
）
で
も
、「
非
現
実

的
と
い
う
意
味
を
も
つ
〈
仮
空
の
（im

aginary

）〉

と
い
う
単
語
と
、
作
家
が
創
り
出
す
も
の
と
い
う
意

味
を
持
つ
〈
想
像
的
（im

aginative

）〉
と
い
う
単

語
と
、
二
つ
の
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は

全
く
異
な
っ
た
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
で
す
」（
四

〇
頁
）
と
い
う
区
分
が
駆
使
さ
れ
る
。

（
27
）　

河
野
真
太
郎
「
フ
ラ
イ H

erm
an N

orthrop Frye 
1（12-1（（1

」（
大
橋
洋
一
編
『
現
代
批
評
理
論
の
す

べ
て
』、
二
〇
〇
六
・
三
、
新
書
館
、
一
八
四
頁
）

等
を
参
照
。

（
28
）　

ア
ー
ト
・
バ
ー
マ
ン
（
立
崎
秀
和
訳
）『
ニ
ュ
ー
・

ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
か
ら
脱
構
築
へ
―
―
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る
構
造
主
義
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
受
容
』（
一

九
九
三
・
一
一
、
未
來
社
、
原
著
一
九
八
八
）、
一

六
二
～
二
二
一
頁
）。

（
2（
）　

批
評
史
に
お
け
る
フ
ラ
イ
の
歴
史
的
位
置
づ
け
に
つ

い
て
は
、
フ
ラ
ン
ク
・
レ
ン
ト
リ
ッ
キ
ア
（
村
山
敦

彦
・
福
士
久
夫
訳
）『
ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム

以
後
の
批
評
理
論　
上
』（
一
九
九
三
・
二
、
未
來
社
、

原
著
一
九
八
〇
）、
テ
リ
ー
・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
（
大

橋
洋
一
・
鈴
木
聡
・
黒
瀬
恭
子
・
岩
崎
徹
訳
）『
批

評
の
政
治
学
―
―
マ
ル
ク
ス
主
義
と
ポ
ス
ト
モ
ダ

ン
』（
一
九
八
六
・
一
二
、
平
凡
社
、
原
著
一
九
八

六
）、
福
田
立
明
『
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
神
話
形
成
』

（
一
九
九
九
・
六
、
開
文
社
出
版
）
等
を
参
照
。

（
（0
）　

新
ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム

批
評
、
リ
チ
ャ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
テ
リ
ー
・

イ
ー
グ
ル
ト
ン
（
大
橋
洋
一
訳
）『
文
学
と
は
何
か

―
―
現
代
批
評
理
論
へ
の
招
待
』（
一
九
八
五
・
一
〇
、

岩
波
書
店
、
原
著
一
九
八
三
）
を
参
照
。

（
（1
）　

実
存
主
義
が
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
的
価

値
と
し
て
の
「
自
由
」
の
観
念
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

と
結
び
つ
い
て
再
発
信
さ
れ
た
こ
と
は
、
佐
渡
谷
重
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信
「
ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
け
る
サ
ル
ト
ル
の
位
相
」

（『
西
南
学
院
大
学
英
語
英
文
学
論
集
』
二
一
︲
一
、

一
九
八
〇
・
八
、
一
三
～
四
四
頁
）
に
詳
し
い
。
ま

た
ア
メ
リ
カ
批
評
史
の
政
治
性
に
つ
い
て
は
、
ラ
ッ

セ
ル
・
Ｊ
・
ラ
イ
ジ
ン
グ
（
本
間
武
俊
・
村
上
清
敏
・

野
田
研
一
訳
）『
使
用
さ
れ
ざ
る
過
去
―
―
ア
メ
リ

カ
文
学
理
論
／
研
究
の
現
在
』（
一
九
九
三
・
一
一
、

松
柏
社
、
原
著
一
九
八
六
）、
巽
孝
之
『
ニ
ュ
ー
・

ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
―
―
米
文
学
思
想
史
の
物
語
学
』

（
一
九
九
五
・
一
一
、
青
土
社
）
が
見
取
り
図
を
示

し
て
く
れ
る
。

（
（2
）　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
フ
ラ
イ
の
批
評
が
ア
メ
リ
カ

的
な
自
由
を
唱
導
す
る
言
説
と
親
和
的
だ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。「
フ
ラ
イ
自
身
は
カ
ナ
ダ
人
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
い
ま
こ
こ
で
の
目
的
に
は
関
係
が
な
い
」

（『
ニ
ュ
ー
・
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
か
ら
脱
構
築
へ
』
一

九
五
頁
）。

（
（（
）　

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
（
山
本
功
訳
）『
文
学
と
悪
』

（
一
九
五
九
・
五
、
紀
伊
國
屋
書
店
、
原
著
一
九
五
七
）

も
ブ
レ
イ
ク
を
論
じ
て
い
た
。
バ
タ
イ
ユ
も
ま
た
六

〇
年
代
後
半
の
大
江
が
創
作
上
の
資
源
と
し
た
作
家

の
一
人
で
あ
る
。

（
（4
）　

同
書
に
つ
い
て
は
、
山
内
久
明
が
英
語
学
習
用
に
編

集
し
、
解
説
を
付
し
た
『
想
像
力
と
は
何
か
』（
一

九
六
七
・
一
二
、
音
羽
書
房
鶴
見
書
店
）
が
先
行
し

て
存
在
し
て
お
り
、
大
江
が
見
た
蓋
然
性
も
高
い
。

（
（（
）　

大
江
健
三
郎
「
飢
え
て
死
ぬ
子
供
の
前
で
文
学
は
有

効
か
？
」（『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
九
六
四
・
八
／

二
、
八
七
～
九
三
頁
）
で
は
、「
ぼ
く
は
、《
飢
え
た

子
供
が
い
る
時
に
…
…
》
と
い
う
考
え
方
の
極
に
定

住
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
個
人
的
な
自
己
救
済

の
極
に
定
住
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
、
サ
ル
ト

ル
的
な
現ア

ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン

実
参
加
を
相
対
化
し
始
め
て
い
る
。
引
用

は
、『
大
江
健
三
郎
同
時
代
論
集
１　

出
発
点
』（
一

九
八
〇
・
一
一
、
岩
波
書
店
）、
一
三
七
頁
。

（
（（
）　

大
江
健
三
郎
「
記
憶
と
想
像
力
」（
一
九
六
六
・
八

／
一
五
、
於
東
京
九
段
会
館
、
講
演
記
録
→
『
展
望
』

一
九
六
六
・
一
〇
、
七
九
～
八
五
頁
）。
引
用
は
、『
持

続
す
る
志
』（
一
九
六
八
・
一
〇
、
文
藝
春
秋
）、
二

五
頁
。

（
（7
）　

大
江
健
三
郎
『
ヒ
ロ
シ
マ
・
ノ
ー
ト
』（『
世
界
』
一

九
六
三
・
一
〇
、
一
九
六
四
・
一
〇
～
一
九
六
五
・

三
→
一
九
六
五
・
六
、
岩
波
書
店
）、
二
頁
。

（
（8
）　

長
島
貴
吉
「
想
像
力
」（『
国
文
学
』
一
九
九
〇
・
七
、

一
二
五
頁
）
等
を
参
照
。

（
（（
）　

大
江
健
三
郎
「
未
来
へ
向
け
て
回
想
す
る
―
―
自
己

解
釈
（
三
）」（『
大
江
健
三
郎
同
時
代
論
集
３　

想

像
力
と
状
況
』
一
九
八
一
・
一
、
岩
波
書
店
、
三
一

三
～
三
二
九
頁
）、
三
一
七
頁
。

（
40
）　

大
江
健
三
郎
「
憲
法
に
つ
い
て
の
個
人
的
な
体
験
」

（
一
九
六
四
・
七
／
八
、
於
東
京
朝
日
講
堂
、
講
演

記
録
→
『
厳
粛
な
綱
渡
り
』
一
九
六
五
・
三
、
文
藝
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春
秋
、
一
三
七
～
一
五
一
頁
）、
一
五
〇
～
一
五
一
頁
。

（
41
）　

そ
れ
ゆ
え
大
江
の
「
想
像
力
」
論
に
は
、
戦
争
を
ど

う
記
憶
す
る
か
と
い
う
問
題
が
、
ど
の
よ
う
な
未
来

を
「
想
像
」
す
る
か
と
い
う
問
題
と
重
な
り
合
っ
て

お
り
、
そ
こ
に
大
江
の
「
想
像
力
」
論
の
特
異
性
も

見
出
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
途
論
じ
た
い
。

（
42
）　

ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
（
宇
佐
見
英
治
訳
）『
空

と
夢
―
―
運
動
の
想
像
力
に
か
ん
す
る
試
論
』（
一

九
六
八
・
二
、
法
政
大
学
出
版
局
、
原
著
一
九
四
三
）

を
参
照
。

（
4（
）　

前
田
昌
彦
「
Ｎ
・
フ
ラ
イ
の
批
評
理
論
の
展
開
」（
前

掲
『
教
養
の
た
め
の
想
像
力
』
一
五
三
～
一
八
〇
頁
）、

一
五
九
～
一
六
〇
頁
を
参
照
。

（
44
）　

前
掲
、
前
田
昌
彦
「
Ｎ
・
フ
ラ
イ
の
批
評
理
論
の
展

開
」、『
教
養
の
た
め
の
想
像
力
』
一
六
〇
頁
。

（
4（
）　

拙
論
「
ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ィ
・
フ
ィ
ン
の
ア
メ
リ
カ

―
―
『
沖
縄
ノ
ー
ト
』
と
ユ
ダ
ヤ
系
ア
メ
リ
カ
人
の

身
体
」（『
日
本
近
代
文
学
』
八
九
、
二
〇
一
三
・
一

一
、
一
二
三
～
一
三
八
頁
）
に
お
い
て
、『
壊
れ
も

の
と
し
て
の
人
間
』
に
お
け
る
喪
失
体
験
を
、
ア
メ

リ
カ
的
文
脈
と
の
関
連
か
ら
読
み
解
い
た
。

（
4（
）　

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
（
安
堂
信
也
・
高
橋
康
也

訳
）『
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
』（
二
〇
〇
八
・
一
二
、

白
水
社
、
原
著
一
九
五
二
）。

（
47
）　

大
江
健
三
郎「
未
来
の
文
学
者
」（『
新
潮
』一
九
七
五
・

一
、
二
七
二
～
二
八
五
頁
）。
現
代
文
学
の
役
割
に

つ
い
て
議
論
し
て
い
た
際
の
、
一
人
の
批
評
家
の
言

葉
と
さ
れ
る
。
引
用
は
、『
大
江
健
三
郎
同
時
代
論

集
８　

未
来
の
文
学
者
』、
一
九
八
一
・
六
、
岩
波

書
店
）、
四
七
頁
。

〔
付
記
〕

　

引
用
文
中
の
傍
線
、［
…
］（
省
略
）、［
＊
］（
注
記
）、
通

番
、
マ
マ
書
き
は
稿
者
に
よ
る
。
引
用
文
に
付
し
た
（　

）

内
に
は
底
本
の
書
誌
情
報
を
記
し
た
。
大
江
テ
キ
ス
ト
の
引

用
は
、
別
に
注
記
が
な
い
限
り
、
単
行
本
版
に
基
づ
く
。
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