
呻
民
主
主
義
と
文
学

」ｃ
ｌ

あ
る
い
は
平
等
の
時
代
に
文
学
は
可
能
か

菅
谷
憲
興

読
ま
れ
な
く
な

っ
た
外
国
文
学
の
た
め
に
　
大
学
と
い
う
制
度
的
な
場
に
所
属
し
て
、
教
師
と
し
て
若
い
学

生
を
相
手
に
フ
ラ
ン
ス
文
学
な
ど
を
教
え
て
い
る
と
、
最
近
は
外
国
文
学
が
め
っ
き
り
読
ま
れ
な
く
な
っ
た

と
い
う
当
た
り
前
の
事
実
に
今
さ
ら
な
が
ら
気
付
か
さ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
文
学
離
れ
は
あ
く
ま
で

一
般

的
な
現
象
で
あ

っ
て
、
な
に
も
外
国
文
学
に
限

つ
た
こ
と
で
は
な
い
と
分
か
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
、

い
わ
ゆ
る
文
学
好
き
を
自
称
す
る
ち
ょ
っ
と
生
意
気
な
学
生
で
さ
え
外
国
文
学
に
は
あ
ま
り
積
極
的
な
関
心

を
示
さ
な
い
の
が
普
通
で
す
。
村
上
春
樹
や
山
田
詠
美
、
あ
る
い
は
漱
石
や
鴎
外
は
熱
心
に
読
ん
で
い
て
も
、

ド
ス
ト
ェ
フ
ス
キ
ー
や
ゲ
ー
テ
や
ラ
ン
ボ
ー
と
な
る
と
、
さ
す
が
に
名
前
ぐ
ら
い
な
ら
知
ち
て
い
る
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
お
気
に
入
り
の
外
国
作
家
の
作
品
を
原
書
で
読
む
た
め
に
、
わ
ざ
わ
ざ
ロ
シ
ア
語
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や
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
び
始
め
る
と
い
っ
た
、
か
つ
て
は
少
な
か
ら
ず
聞
い
た
美
談

（？
）
は
、
今
や
教
師
だ

け
が
抱
く
身
勝
手
な
幻
想
と
化
し
て
し
ま

っ
た
か
の
よ
う
で
す
。

確
か
に
自
分
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
も
、
住
ん
で
い
る
わ
け
で
も
な
い
国
の
、
そ
れ
も
し
ば
し
ば

一
世
紀
以

上
も
前
に
書
か
れ
た
文
学
作
品
を
読
む
こ
と
は
、
決
し
て
自
明
な
行
為
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
私
が

専
門
に
研
究
し
て
い
る
ギ

ュ
ス
タ
ー
ヴ

・
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル

（
一
八
二
一
―
一
八
八
〇
年
）
は
十
九
世
紀
フ
ラ
ン

ス
の
小
説
家
で
す
が
、
彼
の
最
も
有
名
な
作
品

『ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
（
一
八
五
七
年
）
を
読
む
際
、
二
十

一

世
紀
初
頭
の
日
本
社
会
に
生
き
て
い
る
我
々
の
日
常
感
覚
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
よ
う
と
し
て
も
、
必
ず
し

も
ぴ
ん
と
こ
な
い
箇
所
が
多

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
い
っ
て
も
、
お
と
ぎ
話
や
幻
想
小
説
の
よ
う
に
ま

っ

た
く
の
異
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
近
代
社
会

（『ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
場
合
は
、
十
九
世
紀
中
葉
の
フ
ラ
ン
ス
の
片
田
舎
）
が
主
題
で
あ
る
の

だ
か
ら
、
基
本
的
に
は
我
々
の
現
在
と
地
続
き
に
な
っ
た
世
界
が
そ
こ
で
は
描
か
れ
て
い
る
は
ず
で
す
。
む

し
ろ
多
く
の
読
者
が
感
じ
る
の
は
、
読
め
そ
う
で
い
て
ど
こ
か
読
め
な
い
も
ど
か
し
さ
の
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
や
し
く
も
文
学
作
品
で
あ
る
以
上
、
時
代
と
場
所
を
超
え
た
普
遍
的
な
何
か

（真

理
？
）
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
ど
う
し
て
も
微
妙
な
違
和
感
が
残

っ
て
し
ま
う
。
お
そ
ら
く
、

我
々
が
過
去
の
外
国
の
作
品
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
際
、
こ
の
感
覚
は
多
か
れ
少
な
か
れ
必
然
的
に
付
い
て

回
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
、
こ
こ
で
い
き
な
り
結
論
め
い
た
こ
と
を
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
ま
さ
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に
こ
の
軽
い
違
和
感
を
確
認
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
読
ま
れ
な
く
な

っ
た
外
国
文
学
の
古
典
を
、
現
在
あ
え
て

読
む
意
味
が
あ
る
と
さ
え
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ワ
ラ
ジ
ム
シ
の
か
び
の
色
　
以
前

『ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
を
授
業
で
取
り
上
げ
た
時
、
学
生
た
ち
の
最
初
の

反
応
が
概
し
て
あ
ま
り
か
ん
ば
し
く
な
か
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
彼
ら
の
挙
げ
た
否
定
的
な
判
断
の

理
由
の
中
で
も
最
も
多
か

っ
た
の
が
、
こ
ん
な
ロ
マ
ン
の
な
い
凡
庸
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
は
ど
う
し
て
も
興

味
が
も
て
な
い
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
こ
で

『ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
あ
ら
す
じ
を
少
々
強
引
に
要
約
す

る
な
ら
ば
、
生
来
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
な
夢
想
癖
の
あ
る
田
舎
の
農
民
の
娘

エ
マ
が
、
実
直
だ
が
ご
く
平
几
な
開

業
医
シ
ャ
ル
ル

・
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
と
結
婚
し
た
も
の
の
、
そ
の
結
婚
生
活
の
耐
え
難
い
単
調
さ
に
失
望
し
、
冴

え
な
い
田
舎
の
伊
達
男
た
ち
と
不
倫
を
重
ね
た
あ
げ
く
、
最
後
は
借
金
地
獄
に
陥

っ
て
自
殺
す
る
、
と
い
つ

た
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
出
来
損
な
い
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
よ
う
だ
と
い
う
か
、
確
か
に
粗
筋
だ
け
を

見
る
限
り
、
こ
れ
自
体
は
決
し
て
魅
力
的
な
主
題
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
波
乱
万
丈
の
冒
険
や
、

身
も
心
も
蕩
か
す
大
恋
愛
、
あ
る
い
は
心
温
ま
る
ェ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
万
人
の
手
本
に
な

る
善
人
が
出
て
く
る
わ
け
で
も
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
大
悪
党
が
活
躍
す
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し

ろ
徹
頭
徹
尾
描
き
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
輝
き
の
な
い
世
界
に
お
け
る
く
す
ん
だ
倦
怠
の
経
験
と

で
も
い
う
べ
き
も
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
自
身
は
自
ら
の
作
品
が
表
現
す
る
世
界
を

「
ワ
ラ
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図版1「エマ 。ボヴアリーを解剖するフローベール」を描いた A・

ルモの風刺画 (『パロディー」紙、1869年 9月 5-12日 号)

有名な『ボヴァリー夫人』論 (1857年)の中で、小説家フローベー

ルのペンを医者のメスに例えたのは、批評家サント=ブーヴであつ

た。以来、社会の病を摘出するフローベールのリアリズムというイ

メージが、広く定着した。(M´″″
`Bο“

ッ,1971)
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ジ
ム
シ
の
存
在
の
か
び
の
色
」
と
い
う
言
い
方
で
形
容
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
通
常

の
意
味
で
の
ロ
マ
ン
や
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
と
は
無
縁
の
世
界
が
、
そ
こ
で
は
意
図
的
に
目
指
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

す
。も

ち
ろ
ん
、
今
問
題
に
し
て
い
る
学
生
た
ち
の
反
応
は
、
ナ
イ
ー
ブ
と
い
え
ば
あ
ま
り
に
ナ
イ
ー
ブ
な
も

の
で
す
。
文
学
作
品
は
粗
筋
が
す
べ
て
で
は
な
い
し
、
文
体
こ
そ
が
傑
作
を
真
に
文
学
的
た
ら
し
め
る
と

い
う
の
は
、
文
学
研
究
に
お
い
て
は
も
は
や
紋
切
型
と
な

っ
た
論
理
で
す
。
実
際
、
授
業
で
フ
ラ
ン
ス
十
九

世
紀
の
小
説
を
学
生
に
読
ま
せ
て
み
る
と
、
『カ
ル
メ
ン
』
や

『椿
姫
』
と
い
っ
た
文
学
史
的
に
は

一
流
半

癬
コラム

ー
基礎術語

文体 文体的な諸特徴は内容を美化

するための装飾であるどころか、む

しろそこにこそ各々の作家が世界と

結ぶ関係の本質が示されているとい

う考えが、現代の様々な文体論的ア

プローチの基盤にあるように思われ

る。例えば、自らも偉大な小説家で

あつたマルセル・プルース トによれ

ば、フローベールは動詞の時制や人

称代名詞のまつたく新 しい用法 (す

なわち「自由間接話法」)に よつて、「事

物に対するわれわれのヴイジヨンを

一新 した」。ところで、興味深いこ

とに、プルーストは文体的な独創性

を文法上の正確さから完全に切り離

して考えている。実際、古今東西の

いわゆる大作家たちの中で、フ回―

ベールほど文法的な間違いを非難さ

れてきた作家もいないという少々意

外な事実は、良き文体というものに

ついて我々が漠然と抱いている紋切

型を問い直させるものだといえよう。
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あ
る
い
は
三
流
と
み
な
さ
れ
て
い
て
も
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
ロ
マ
ン
チ
ツ
ク
で
面
白
い
作
品
が
概
し
て
受
け
が

よ
く
、
そ
う
い
う
場
合
に
は
私
自
身
も
文
学
の
自
律
性
と
い
う
こ
と
を
い
さ
さ
か
反
動
的
に
主
張
し
た
く

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
に
も
権
威
主
義
的
に
文
学
史
の
基
準
を
押
し
付
け
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
す
が
、

そ
れ
で
も
、
文
学
作
品
の
価
値
は
そ
れ
が
取
り
扱

っ
て
い
る
主
題
の
価
値
か
ら
は
独
立
し
た
も
の
で
、
傑
作

の
傑
作
た
る
ゆ
え
ん
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
レ
ベ
ル
に
還
元
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
の
文
学
研
究
の
共

通
了
解
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
そ
う
い
つ
た
芸
術
至
上
主
義
的
な
観
点
は
少

し
ば
か
り
横
に
お
い
て
、
あ
え
て
学
生
た
ち
の
拒
絶
反
応
に
こ
だ
わ

っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の

も
、
こ
の

一
見
ナ
イ
ー
ブ
な
反
応
を
通
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
十
九
世
紀
文
学
が
直
面
し
て
い
た
本
質
的
な
問
題

の

一
つ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
す
。

最
初
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
作
者
自
身
が
自
ら
の
主
題
を
好
ん
で
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
少
々
意

外
な
事
実
で
す
。
『ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
執
筆
は

一
人
五

一
年
の
夏
に
始
ま
り
、　
一
人
五
六
年
二
月
ま
で

ほ
ぼ
五
年
を
要
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
時
期
の
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
書
簡
を
読
む
と
、
こ
ん
な
低
俗
な
物
語
に

は
も
う
心
底
う
ん
ざ
り
だ
、
と
い
っ
た
嘆
き
が
繰
り
返
し
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
当
時
の
愛
人
ル
イ

ー
ズ

・
コ
レ
に
宛
て
た
あ
る
手
紙
か
ら
引
用
す
る
と
、
「
私
の
主
題
の
卑
俗
さ
は
時
に
私
に
吐
き
気
を
も
よ

お
さ
せ
る
ほ
ど
で
す
」
。
「
か
く
も
平
凡
な
物
事
を
こ
れ
ほ
ど
た
く
さ
ん
」
書
い
て
、
し
か
も

一
篇
の
文
学

作
品
と
し
て
成
り
立
た
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
根
本
的
に
高
貴
さ
を
欠
い
た
主
題
か
ら
美
を
作
り



⑫
出
す
こ
と
な
ど
果
た
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
が
必
死
に
な

っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
、
い
わ
ば

「道
化
師
の
作
品
」
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
で
こ
そ

『ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
は
文
学
史
上
の
古
典
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
当
時
こ
れ
を
執
筆
中
で
あ

っ
た
無
名
の
文
学
青
年
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
と

っ
て
、
こ
の
小
説
の
主
題
に
対
す
る
懐
疑
は
我
々
の
想
像
以
上

に
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
ん
な
卑
小
な
世
界
を
い
く
ら
巧
み
に
描
い
た
と
こ
ろ
で
、

す
ぐ
れ
た
文
学
作
品
と
し
て
人
に
感
動
を
与
え
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
で
す
。

・予
想
以
上
に
困
難
な
執
筆

（ほ
と
ん
ど
隠
者
の
よ
う
な
生
活
を
送
り
な
が
ら
、
五
年
を
要
し
て
い
ま
す
）
が
引
き
起
こ

コラム
ー

基礎術語

文学の自律性/政治性 文学テクス

トの内と外の関係をどう考えるか

は、それぞれの時代の要請によつて

絶えず変化するように思われる。あ

えて単純化するならば、80年代の

バブル期には、文学の自律性を主張

する立場が優勢だつた。当時、文学

テクストは同時代の歴史や社会に還

元不可能なものとみなされ、テクス

トの内的構造を解明する言語学的

アプ回―チがとりわけもてはやされ

た。一方、バブルがはじけ、日常生

活にまつわる不安が剥き出しとなつ

た二十一世紀初頭の現在、文学をめ

ぐる思考もこういつた歴史的状況と

無縁ではいられないようだ。文学の

政治性、社会性がしばしば強調され、

文学テクス トを社会的な諸問題に結

び付けて論じることがますます多く

なつている。あたかも、このよう

な流れ自体が、「下部構造 (経済条件)

は上部構造 は想やイデォロギー)を規

定する」という凡庸なマルクス主義

的命題が、今でも有効性を失つては

いないことを証明しているかのよう

だ。

li
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図版2『ボヴアリー夫人』の自筆草稿 (ルーアン市立図書館蔵)

フローベールは、主要作品としては、五つの長編小説と短編小説集

を一つ残 したに過ぎないが、それらの草稿類はいずれも膨大な量に

のぼる。まさに書き直すことに生涯を費やした小説家は、自らを

「ペン人間」と呼んだ。
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す
苛
立
ち
に
よ
っ
て
い
く
ぶ
ん
か
は
誇
張
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
自
ら
が
選
ん
だ
は
ず
の
主
題
に
対
す

る
こ
の
否
定
的
な
見
解
は
や
は
り
興
味
深
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
『ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
の
次
の
作

品

『サ
ラ
ン
ボ
ー
』
（
一
八
六
二
年
）
は
古
代
カ
ル
タ
ゴ
の
エ
キ
ゾ
チ
ツ
ク
な
世
界
を
舞
台
に
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
選
択
を
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は

「
『ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
が
私
に
抱
か
せ
た
嫌
悪
感
を
消
す
た
め
」
だ
と
説

明
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
そ
の
後
ま
た
す
ぐ
に
凡
庸
き
わ
ま
り
な
い
世

界
が

『感
情
教
育
』
（
一
八
六
九
年
）
の
主
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
再
び
同
じ

よ
う
な
嘆
き
が
書
簡
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
、
『聖
ア
ン
ト
ヮ
ー
ヌ
の
誘
惑
』
（
一
八
七
四
年
）
に
お
い
て
古
代
宗

教
世
界
の
夢
想
を
扱

っ
た
後
、
最
後
に
も
う

一
度

「現
代
の
愚
か
さ
」
を
主
題
に
し
た
小
説

『ブ
ヴ
ア
ー
ル

と
ペ
キ
ュ
シ
ェ
』
（
一
八
八
〇
年
）
が
書
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「な
ぜ
い
つ
も
私
は
嫌
悪
す
べ
き
主
題
を

取
り
上
げ
る
運
命
な
の
だ
ろ
う
か
」
、
と
死
の
数
ヶ
月
前
に
小
説
家
自
身
が
慨
嘆
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
同
時
代
の
社
会
を
描
く
た
び
に
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
自
ら
の
主
題
の
価
値
に
つ
い
て
本
質
的
な
疑
念
を
抱

く
の
で
す
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
か
に
憑
か
れ
た
よ
う
に
灰
色
の
世
界
へ
と
回
帰
し
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
他
な
ら
ぬ
凡
庸
さ
を
文
学
作
品
の
主
題
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な

い
の
か
。
も

っ
と
魅
力
的
な
、
貴
重
な
労
力
を
割
く
に
値
す
る
主
題
は
他
に
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
自
身
、
書
簡
の
中
で

一
度
な
ら
ず
こ
の
よ
う
に
自
問
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
す
る
彼
の

答
え
は
、
「私
が
主
題
を
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
主
題
が
自
ら
を
押
し
付
け
て
く
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。
あ
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る
い
は
ま
た
、
「主
題
を
受
け
る
」
と
い
う
言
い
方
も
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

「受
け
る
」
と
訳
し
た
動
詞

∽多
Ｆ
は
、
災
害
を
被
る
、
暴
力
を
受
け
る
、
な
ど
と
い
っ
た
場
合
に
使
う
言
葉
で
、
外
か
ら
加
え
ら
れ
る

力
を
受
身
に
被
る
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
い
わ
ん
と
す
る
こ
と

は
、
良
心
的
な
作
家
た
る
も
の
、
あ
る
特
定
の
時
代
と
環
境
に
生
き
て
い
る
以
上
、
自
分
の
気
に
入

っ
た
主

題
を
恣
意
的
に
選
べ
ば
い
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
ど
ん
な
時
代
に
も
そ
の
時
書
か
れ
る
べ
き
必
然
性
の

あ
る
主
題
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。　
一
応
筋
が
通

っ
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
が
、

そ
れ
に
し
て
も
や
は
り
根
本
的
な
疑
間
は
残
り
ま
す
。　
一
体
な
ぜ
現
代
の
作
家
は
、
英
雄
的
な
生
涯
や
絢
爛

豪
華
な
幻
想
で
は
な
く
、
胸
を
む
か
つ
か
せ
る

「
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

（＝
俗
物
）
的
な
主
題
」
を
あ
え
て
書
か
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
い
に
決
定
的
な
解
答
を
与
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

と
り
あ
え
ず
以
上
に
み
て
き
た
文
脈
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
次
章
か
ら
フ
ラ
ン
ス
十
九
世
紀
文
学
の

一
側
面
を
ざ

っ
と
概
観
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

，

フ
ラ
ン
ス
革
命
と
十
九
世
紀
文
学
　
一
七
八
九
年
に
勃
発
し
た
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
圧
倒
的
な
イ
ン
パ
ク
ト

を
考
慮
に
入
れ
ず
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
十
九
世
紀
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
と
い
う
と
い
き
な
り
話

が
大
き
く
な
る
か
の
よ
う
で
す
が
、
文
学
者
に
限
ら
ず
、
歴
史
家
も
哲
学
者
も
政
治
家
も
、
十
九
世
紀
の

あ
ら
ゆ
る
知
識
人
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
深
く
意
識
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
最
初
に
確
認
し
て
お
き
た
い
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と
思
い
ま
す
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
彼
ら
は
み
な
大
革
命
の
正
負
の
遺
産
を
い
か
に
消
化
す
る
か
と
い
う

問
題
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
「革
命
を
終
わ
ら
せ
る
」
と
い
う
表
現
が
十
九
世
紀
前
半
に
し
ば
し
ば
用

い
ら
れ
ま
し
た
が
、
大
革
命
が
も
た
ら
し
た
プ
ラ
ス
の
側
面
を
し
っ
か
り
と
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
し
か
も

革
命
後
の
社
会
の
混
乱
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
が
そ
こ
で
は
目
指
さ
れ
て
い
た
と
い
え
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
は

十
九
世
紀
を
通
じ
て
、
第

一
共
和
政

（
一
七
九
二
年
）、
第

一
帝
政

（
一
八
〇
四
年
）、
王
政
復
古

（
一
人
一
四
年
）、

七
月
王
政

（
一
八
三
〇
年
）、
第
二
共
和
政

（
一
八
四
八
年
）、
第
二
帝
政

（
一
八
五
二
年
）、
そ
し
て
第
三
共
和
政

（
一
人
七
〇
年
）
と
、
な
ん
と
七
つ
も
の
政
体
を
揺
れ
動
き
、
そ
の
間
、　
一
人
三
〇
年

（七
月
革
命
）、
四
八
年

（二
月
革
命
）
に
三
度
革
命
を
経
験
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

一
つ
取
っ
て
み
て
も
、
革
命
後
の
新
た
な
社
会

秩
序
を
確
立
す
る
作
業
が
、
当
時
の
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
納
得
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

少
な
く
と
も
、
第
三
共
和
政
が
本
格
的
に
軌
道
に
乗
る

一
人
八
〇
年
頃
ま
で
、
実
に
約

一
世
紀
も
の
間
、
フ

ラ
ン
ス
は
大
革
命
の
直
接
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
い
う
と
、
皆
さ
ん
は

一
体
何
を
思
い
浮
か
べ
る
で
し

ょ
う
か
。
生
ま
れ
に
よ
る
身
分
制
を
廃
止
し
た
こ
と
、
人
権
と
い
う
普
遍
的
理
念
を
前
面
に
押
し
出
し
た
こ

と
、
あ
る
い
は
バ
ス
テ
ィ
ー
ユ
襲
撃
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
権
力
の
不
正
に
抵
抗
し
た
こ
と

な
ど
、
答
え
は
様
々
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
革
命
が
生
み
出
し
た
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

が

「自
由
、
平
等
、
友
愛
」
だ
と
い
う
こ
と
は
、
さ
す
が
に
常
識
に
属
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
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図版3「人権宣言」を記した絵画 (パ リ、カルナヴァレ美術館蔵)
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こ
で
、
こ
の
三
つ
の
理
念
の
う
ち
ど
れ
が
最
も
重
要
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
て
み
ま
し
ょ
う
。
「友
愛
」

が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
二
次
的
な
位
置
を
占
め
る
の
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
と
思
い
ま
す
が
、
で
は

「自

由
」
と

「平
等
」
は
ど
ち
ら
が
優
先
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
、　
一
七
八
九
年
八
月
二
六
日
発
布
の

『人
権
宣
言
』
を
読
む
と
、
第

一
条
に

「人
は
自
由
、
か
つ
、
権
利
に
お
い
て
平
等
な
も
の
と
し
て
生
ま
れ

る
」
と
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。
実
に
美
し
い
宣
言
と
い
う
か
、
確
か
に
こ
れ
だ
け
読
む
と
、
自
由
と
平
等
と
い

う
二
つ
の
理
想
の
間
に
な
ん
ら
蠅
齢
な
ど
あ
り
え
な
い
か
に
思
わ
れ
ま
す
。
と
は
い
え
、
問
題
は
そ
う
単
純

な
は
ず
が
な
く
、
少
し
詳
し
く
検
討
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
第

一
条
の
文
言
自
体
が
色
々
と
矛
盾
を
は
ら
ん
で

い
る
の
が
分
か
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
「権
利
に
お
い
て
平
等
」
と
は
い
っ
て
も
、
事
実
に
お
い
て
は
果

た
し
て
ど
う
な
の
か
。
権
利
の
平
等
と
い
う
考
え
方
は
、
露
骨
な
競
争
原
理
を
肯
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、

そ
の
結
果
い
た
ず
ら
に
社
会
的
格
差
、
つ
ま
り
事
実
上
の
不
平
等
を
拡
大
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
あ
る

い
は
そ
の
代
わ
り
に
社
会
的
平
等
の
理
念
を
持
ち
出
す
と
す
れ
ば
、
財
産
な
ど
の
条
件
の
平
等
を

一
体
ど
こ

ま
で
押
し
付
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
。
そ
も
そ
も
、
自
由
と
平
等
と
い
つ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
つ
の

理
念
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
並
べ
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
ふ
う
に
問
題
は
数
限
り
な
く
あ
る
の
で
す
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は

「平
等
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド

に
フ
ラ
ン
ス
十
九
世
紀
文
学
に
切
り
込
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
仏
革

命
が
提
示
し
た
諸
価
値
の
中
で
も
、
十
九
世
紀
を
通
じ
て
最
大
の
問
題
と
な

っ
た
の
が
他
な
ら
ぬ

「
平
等
」
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で
す
。
革
命
が
も
た
ら
し
た
民
主
主
義

（デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）
と
い
う
新
た
な
社
会
空
間
に
対
す
る
当
時
の
作
家

た
ち
の
反
応
は
決
し
て

一
様
で
は
な
く
、
王
政
へ
の
復
帰
を
熱
望
す
る
者
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
断
固
擁
護
す

る
者
、
あ
る
い
は
知
性
に
よ
る
新
た
な
貴
族
制
の
必
要
を
訴
え
る
者
な
ど
実
に
多
種
多
様
で
し
た
。
し
か
し
、

そ
う
い
っ
た
個
人
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
相
違
を
超
え
て
、
彼
ら
の
多
く
が

一
つ
の
問
い
を
共
有
し
て
い
た

こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
の
進
展
は
も
は
や
抗
い
が
た
い
歴
史
の
流
れ
だ
と
認
め

ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
、
そ
の
本
質
は
す
べ
て
を
呑
み
込
む
平
等
化
の
動
き
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
然
的
に
社
会
の
悪
し
き
均
質
化
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
え
ず
、
個
人
の
自
由
と
は
根
本
的

に
相
容
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

平
等
の
時
代
に
お
け
る
作
家
た
ち
　
民
主
主
義

（む
し
ろ
衆
愚
政
治
？
）
が
自
明
の
原
理
と
し
て
定
着
し
た
現

在
の
日
本
に
生
き
て
い
る
我
々
に
は
ち
ょ
つ
と
想
像
し
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
フ
ラ
ン
ス
十
九
世
紀

の
知
識
人
た
ち
は
平
等
化
と
い
う
新
た
な
事
態
を
前
に
、
心
の
底
か
ら
脅
威
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
民
主
主

義
は
、
革
命
に
よ
っ
て
旧
貴
族
の
不
当
な
特
権
を
廃
止
し
た
に
あ
き
た
ら
ず
、
い
ず
れ
知
性
や
能
力
、
美
徳

と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
卓
越
性
を
否
定
し
て
、
社
会
の
す
べ
て
の
構
成
要
素
を
均
し
く
な
ら
し
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
か
。
平
等

へ
の
情
熱
が
い
っ
た
ん
暴
走
し
始
め
た
ら
、
数
の
力
と
結
び
付
き
、
極
端
な
画

一
化
に
つ

な
が
ら
な
い
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
っ
た
ら
、
そ
こ
に
は
い
か
な
る
偉
大
さ
の
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入
り
込
む
余
地
も
も
は
や
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
し
て
や
そ
の
よ
う
な
同
質
の
社
会
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
た
文

学
の
占
め
る
位
置
な
ど
果
た
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
お
と
し
め
る
こ
と

へ
の
情
熱
」
と
い
う
言
い
方
を

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
し
て
い
ま
す
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
質
を
嫉
妬
、
羨
望
に
見
て
取
る
の
は
当
時
の
作
家

た
ち
の
ほ
ぼ

一
致
し
た
見
解
だ

っ
た
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
情
熱
は
典
型
的
に
フ
ラ
ン
ス
的
で
も
あ

り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ラ
ン
ス
と
は

「平
等
の
国
、
反
＝
自
由
の
国
」
で
あ
り
、
「
そ
も
そ
も
平
等
と
は
、

あ
ら
ゆ
る
自
由
の
否
定
で
な
く
て

一
体
何
で
あ
ろ
う
か
」
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
与
え
る
平
等
の
定
義
は
と
り

わ
け
辛
辣
で
す
。
い
わ
く
、
「平
等
と
は
奴
隷
状
態
で
あ
る
」
。

民
主
主
義
が

「共
通
の
凡
庸
さ
」
を
万
人
に
押
し
付
け
て
く
る
、
と
い
う
危
惧
は
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
と
同
世

代
の
作
家
た
ち
の
多
く
に
共
通
し
た
も
の
で
す
。
友
人
イ
ポ
リ
ッ
ト

・
テ
ー
ヌ

（
一
人
二
人
―
一
八
九
三
年
。
人

種
・
環
境
・
時
代
の
三
要
素
を
重
視
し
、
文
学
批
評
に
実
証
主
義
を
導
入
し
た
。
代
表
作

『イ
ギ
リ
ス
文
学
史
』）
宛
の
．手
紙

の
中
で
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は

「
デ
モ
ク
ラ
ス
リ
ー
に
よ

っ
て
今
日
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
貶
め
ら
れ
て
い
る
個

人
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。
「
デ
モ
ク
ラ
ス
リ
ー
」
と
は
、
垢
を
意
味
す
る
単
語

ｎ
，∽∽ｏ
と
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
を
組
み
合
わ
せ
た
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
造
語
で
、
あ
え
て
訳
せ
ば

「
下
劣
な
民
主
主
義
」
と
で
も
な
る

で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、　
エ
ル
ネ
ス
ト

・
ル
ナ
ン

（
一
人
三
三
―
一
八
九
二
年
。
主
著

『キ
リ
ス
ト
教
起
源
史
』
に
お
い

て
、
実
証
主
義
的
に
宗
教
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
こ
と
で
有
名
。
特
に
そ
の
第
一
巻

「イ
エ
ス
伝
』
は
、
人
間
イ
エ
ス
を
時
代
と

環
境
の
中
に
置
き
直
し
て
描
き
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
な
っ
た
）
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
彼
の

『哲
学
的
対
話

・
断

LCSSOn。3:民主主義と文学79



片
』
（
一
八
七
六
年
）
に
触
れ
つ
つ
、
「民
主
主
義
的
平
等
こ
そ
世
界
の
中
の
死
の
要
素
で
あ
り
、
あ
な
た
が
そ

れ
に
異
を
唱
え
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
感
謝
い
た
し
ま
す
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
ル
ナ
ン
の
著

作
は
今
読
ん
で
も
十
分
に
刺
激
的
な
も
の
で
、
特
に

「夢
」
と
題
さ
れ
た
第
二
の
対
話
に
お
い
て
、
民
主
主

義
の
諸
前
提
に
対
す
る
徹
底
的
な
懐
疑
が
表
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
わ
く
、
「低
俗
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
は

「あ
ら
ゆ
る
難
解
な
文
化
や
あ
ら
ゆ
る
高
次
の
規
律
の
消
滅
」
を
必
然
的
に
も
た
ら
さ
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ

う
。
そ
れ
は

「頂
点
を
平
ら
に
な
ら
す
こ
と
」
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
限
り
に
お
い
て

「す
ぐ
れ
て
神
学
的
な

誤
り
」
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
発
言
は
現
在
の
我
々
に
と

っ
て
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
近
代
民
主
主
義
が
練
り
上
げ
ら
れ
る
過
程
で
生
じ
た
混
乱
や
迷
走
に
じ
か
に
立
ち
会

っ
て
い

た
十
九
世
紀
の
作
家
た
ち
に
は
、
民
主
的
諸
制
度
に
対
す
る
、
今
か
ら
見
れ
ば
根
拠
を
欠
い
た
拒
絶
反
応
が

あ

っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
普
通
選
挙
に
対
す
る
彼
ら
の
態
度
も
そ
う
い
っ
た
偏
見
の

一

つ
だ

っ
た
と
い
え
ま
す
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
普
通
選
挙
は

「人
間
精
神
の
恥
」
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
す
が
、
ル
ナ
ン
や
テ
ー
ヌ
と
い
っ
た
作
家
た
ち
も
、
民
主
主
義
の
支
柱
の

一
つ
で
あ
る
こ
の
制
度

に
対
し
て
明
白
に
反
対
の
立
場
を
表
明
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
に
と

っ
て
ど
う
し
て
も
受
け
入
れ
が
た
か
っ
た

の
は
、
私
も
あ
な
た
も
誰
も
が
同
じ

一
票
で
し
か
な
い
、
と
い
う
今
で
は
当
た
り
前
の
原
則
で
す
。
「
私
は

ク
ロ
ワ
ツ
セ

（フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
住
ん
で
い
た
ル
ー
ア
ン
市
近
郊
の
小
村
）
の
有
権
者
二
十
人
分
に
相
当
す
る
」
と



フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
い
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
発
言
自
体
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
醜
い
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
現
れ
で
あ
り
、

我
々
に
と

つ
て
と
う
て
い
共
感
で
き
る
類
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

（こ
こ
が
過
去
の
作

品
を
読
む
際
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
が
）、
十
九
世
紀
の
作
家
た
ち
に
も
彼
ら
な
り
の
論
理
が
あ

っ
た
こ
と
は
押

さ
え
て
お
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
今
で
も
有
効
な
問
題
で
す
が
、
彼
ら
が
当
時
最
も
恐
れ
て
い
た

の
は
む
き
出
し
の
数
の
力
で
し
た
。
大
衆
の
知
性
に
対
す
る
根
強
い
不
信
感
が
彼
ら
に
は
あ

っ
て
、
こ
れ
は

ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世

（
一
八
〇
八
―
一
八
七
三
年
。
本
名
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
甥
。
第
二
帝

政
は
概
し
て
評
判
の
悪
い
時
代
で
あ
る
が
、　
一
方
で
未
曾
有
の
経
済
的
繁
栄
を
謳
歌
し
、
二
〇
年
近
く
も
存
続
し
た
）
の
ク

ー
デ
タ
ー
の
経
験
に
よ

っ
て
現
実
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
初
め
て
普
通
選
挙

（女
性

は
依
然
排
除
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
）
が
制
定
さ
れ
た
の
は

一
八
四
八
年
の
二
月
革
命
に
お
い
て
で
す
が
、
ナ
ポ
レ

オ
ン
三
世
は
こ
れ
を
巧
み
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
皇
帝
に
の
し
上
が
り
ま
し
た
。
五

一
年

一
二
月
二
日

に
起
き
た
ク
ー
デ
タ
ー
も
、
そ
の
後
す
ぐ
に
国
民
投
票
に
よ
っ
て
民
主
的
に
、
そ
れ
も
九
二
パ
ー
セ
ン
ト
と

い
う
大
差
で
承
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
普
通
選
挙
か
ら
独
裁
者
が
誕
生
し
た
わ
け
で
す
が
、
平
等
が
自

由
を
圧
殺
し
た
こ
の
苦
い
経
験
は
、
当
時
の
知
識
人
た
ち
に
長
い
問
消
し
が
た
い
傷
跡
を
残
し
ま
し
た
。
カ

ー
ル

・
マ
ル
ク
ス

（
一
人
一
八
‐
一
八
八
三
年
。
『資
本
論
』
、
「共
産
党
宣
言
』
な
ど
で
知
ら
れ
る
ド
イ
ツ
の
共
産
主
義
思

想
家
。
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
祖
）
の

『
ル
イ

・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル

一
人
日
』
（
一
人
五
二
年
）
は
、

こ
の
事
件
の
衝
撃
の
も
と
に
書
か
れ
た
作
品
で
、
代
表
性
民
主
主
義
が
自
己
崩
壊
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
実
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に
あ
ざ
や
か
に
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
国
民
投
票
は
五
二
年
に
も
再
度
行
わ
れ
、
今
度
は
正
式

に
帝
政
の
樹
立
が
承
認
さ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
翌
日
に
当
た
る

一
一
月

一
二
日
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
愛
人

コ
レ
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。
「自
分
以
外
の
こ
と
に
か
か
ず
ら
う
の
は
や
め

ま
し
ょ
う
。
帝
政
に
は
勝
手
に
歩
く
が
ま
ま
に
さ
せ
て
お
き
、
我
々
は
門
を
閉
じ
ま
し
ょ
う
」
。
圧
倒
的
な

数
の
力
を
前
に
し
た
無
力
感
と
で
も
い
え
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
革
命
が
専
制
を
も
た
ら

す
と
い
う
悪
循
環
は
、
そ
れ
が
三
度
ま
で
繰
り
返
さ
れ
た
事
実

（大
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
パ
ロ
デ
ィ
鴫
と
し
て
の
ナ
ポ

レ
オ
ン
三
世
）
と
相
ま

っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
十
九
世
紀
の
歴
史
に
暗
い
影
を
落
と
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
平
等
に
つ
い
て
の
先
ほ
ど
の
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
発
言
に
戻
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
が
自

由
よ
り
平
等
を
重
ん
じ
る
国
だ
と
い
う
の
は
、
皆
さ
ん
に
は
少
々
意
外
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
で
も

「自
由

の
国
」
と
い
っ
た

「
お
フ
ラ
ン
ス
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
漠
然
と
抱
い
て
い
る
人
は
案
外
多

い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
勝
手
な
思
い
付
き
で
は
な
く
、
例
え
ば
ア
レ
ク
シ
ス

・

ド

・
ト
ク
ヴ
イ
ル

（
一
八
〇
五
‐
一
八
五
九
年
。
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
思
想
家
、
歴
史
家
。
政
治
家
で
も
あ
り
、
二
月
革
命
後

の
第
二
共
和
政
下
で
は
外
務
大
臣
を
務
め
た
）
な
ど
他
に
も
少
な
か
ら
ぬ
著
者
の
認
識
で
も
あ
り
ま
し
た
。
『旧
体

制
と
大
革
命
』
（
一
八
五
六
年
）
に
お
い
て
ト
ク
ヴ
イ
ル
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
平
等
は

仏
革
命
が
生
み
出
し
た
理
合
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
革
命
に
先
立
ち
、
革
命
を
準
備
し
た
要
因
の

一

つ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
平
等

へ
の
嗜
好
を
フ
ラ
ン
ス
人
に
植
え
付
け
た
の
は
絶
対
王
政
に
よ
る
徹
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●
コラム

ー
基礎術語

パロディー ー般に、真面目な作品

を滑稽に模倣し、茶化すことをパロ

デイーという。文学史上よく知られ

た例としては、騎士道物語のパロデ

イーとしての『 ドン・キホーテ』を

挙げることができるだろう。この概

念はまた、文学創造の分野のみなら

ず、歴史的な事象を理解する上でも

きわめて有効だと思われる。「歴史

は繰り返される」とは哲学者ヘーゲ

ルの有名な言葉だが、マルクスはそ

れに付け加えて、「一度目は悲劇と

して、もう一度は笑劇として」と書

いている。フランス革命における大

ナポレオンのクーデターが、約50

年後の二月革命において甥ナポレ

オン三世によつてぬけぬけと反復さ

れることの愚劣な滑稽さ。人は歴史

を作り変えているつもり備造改革1)

になつているその時に、実は「過去

の亡霊」を呼び出しているにすぎな

いとマルクスは指摘する。オリジナ

ルとコピーとの複雑な関係は、二世

政治家が世界的に幅を利かしている

現在こそ、正面から論じられる必要

があるだろう。

底
し
た
中
央
集
権
化
で
あ
る
、
と
い
う
と
い
か
に
も
逆
説
的
で
す
が
、
要
す
る
に
権
力
を

一
人
の
手
に
集
中

さ
せ
た
方
が
、
結
果
と
し
て
社
会
は
等
質
に
な
る
と
い
う
論
理
で
す
。
そ
の
意
味
で
専
制
と
平
等
と
は
明
ら

か
に
親
和
性
が
あ
り
ま
す

（こ
の
作
品
も
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
す
）。

大
革
命
以
前
か
ら
フ
ラ
ン
ス
は

「人
間
が
お
互
い
に
最
も
よ
く
似
通

っ
た
国
」
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
港
在
的

に
は
す
で
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
あ
れ
ほ
ど
の
革
命
が
可
能
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ

で
は

「
不
平
等

へ
の
激
し
い
消
し
が
た
い
憎
悪
」
に
よ
っ
て
、
自
由
は
た
え
ず
犠
牲
に
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

以
上
が
ト
ク
ヴ
イ
ル
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
病
状
診
断
で
す
。
こ
の
分
析
が
ど
こ
ま
で
妥
当
か
は
判
断
の

84



分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
平
等
」
が
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
直
面
し
た
ア
ポ
リ

ア

（解
決
不
可
能
な
困
難
）
で
あ

っ
た
こ
と
は
納
得
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
極
端
な
ケ
ー
ス
に
限
ら
ず
、
民
主
主
義
は
本
質
的
に
自
由
よ
り
平
等
に
執
着
す
る

も
の
だ
と
ト
ク
ヴ
イ
ル
は
考
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の
点
、
非
常
に
興
味
深
い
の
は
、
『
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主

義
』
第
二
巻

（
一
八
四
〇
年
）
の
中
で
、
ア
メ
リ
カ
人
の

「奇
妙
な
憂
鬱
」
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す

（第

図版5 トクヴィル ナダール写真
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二
部
一
三
章
）。
当
時
の
ア
メ
リ
カ
は
ま
さ
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
最
先
端
を
走

っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
ト
ク

ヴ
イ
ル
は

「
ア
メ
リ
カ
人
が
安
楽
の
た
だ
な
か
で
あ
れ
ほ
ど
不
安
そ
う
に
見
え
る
の
は
な
ぜ
か
」
と
い
う
卓

抜
な
問
い
を
立
て
ま
す
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
民
主
主
義
的
平
等
の
情
熱
は
い
わ
ば
蜃
気
楼
の
よ
う
な

も
の
で
、
決
し
て
完
全
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
な
ど
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
平
等
は
実
現
さ
れ
れ

ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
逆
に
ま
す
ま
す
遠
ざ
か

っ
て
い
く
。
な
ぜ
な
ら
、
「す
べ
て
が
ほ
ぼ
ひ
と
し
な
み
で
あ
る

時
、
最
も
些
細
な
不
平
等
も
か
え

つ
て
目
障
り
と
な
る
」
の
で
あ
り
、
あ
る
か
な
い
か
の
微
妙
な
差
異
の
追

求
が
精
神
を
疲
弊
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
生
ま
れ
に
よ
る
特
権
の
な
い
世
界
は
平
静
な
幸
福
を
保
証
す
る

ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ

「万
人
の
競
争
」
を
掻
き
立
て
る
こ
と
に
な
る
。
思
想
家
ト
ク
ヴ
イ
ル
の
最
大
の
関
心

は
、
こ
の
平
等
化
の
流
れ
を
歴
史
の
必
然
と
し
て
認
め
た
上
で
、
な
お
か
つ
最
低
限
の
自
由

（特
に
政
治
的
自

由
）
を
ど
の
よ
う
に
し
て
確
保
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
り
ま
し
た
。

平
等

へ
の
情
熱
が
他
者
に
対
す
る
羨
望
、
さ
ら
に
自
分
自
身
が
平
均
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
い
う
欲
望

（フ

ラ
ン
ス
語
で
目
〓
旨
ｏ
と
呼
ぶ
）
へ
と
転
化
す
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
見
て
取

っ
た
こ
の
近
代
民
主
主
義
の
病
理

の
上
に
、
例
え
ば
オ
ノ
レ

・
ド

・
バ
ル
ザ
ッ
ク

（
一
七
九
九
―
一
人
五
〇
年
。
フ
ラ
ン
ス
十
九
世
紀
前
半
最
大
の
小
説

家
。
生
涯
借
金
に
追
わ
れ
な
が
ら
も
、
超
人
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
揮
し
て
、
わ
ず
か
十
五
年
ほ
ど
の
間
に
約
九
〇
編
の
傑
作

を
も
の
し
た
）
の
全
作
品

（『人
間
喜
劇
』
と
総
称
さ
れ
る
）
は
築
か
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的

に
は
王
党
派
だ

っ
た
バ
ル
ザ
ッ
ク
で
す
が
、
ま
た
彼
ほ
ど
大
革
命
後
の
新
た
な
社
会
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
深
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く
魅
了
さ
れ
た
作
家
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
「
百
万
長
者
の
風
呂
屋
の
私
生
児
…
…
が
伯
爵
の
息
子
と
同
じ

権
利
を
持
つ
よ
う
に
な

っ
て
以
来
、
我
々
を
互
い
に
区
別
す
る
も
の
と
い
っ
て
は
も
は
や
各
人
の
固
有
の
価

値
し
か
な
い
。
そ
の
時
我
々
の
社
会
の
中
で
差
異
は
消
え
去
り
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
み
が
残

っ
た
」
。
『優
雅
な

図版6 バルザック ルイ=オ ーギュスト・ビッソンの銀

板写真による。(1斜2年 )
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生
活
論
』
（
一
八
三
〇
年
）
か
ら
の
こ
の
引
用
は
、
平
等
化
の
動
き
が
は
ら
む
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
バ
ル
ザ
ッ
ク

が
い
か
に
意
識
的
で
あ

っ
た
か
を
示
し
て
い
ま
す
。
「差
付
け
ゲ
ー
ム
」
と
で
も
呼
ん
だ
ら
い
い
で
し
よ
う

か
。
あ
る
い
は
社
会
学
者
ピ

エ
ー
ル

・
ブ
ル
デ
ュ
ー

（
一
九
三
〇
―
二
〇
〇
二
年
。
フ
ラ
ン
ス
を
代
表
す
る
社
会
学

者
。
『芸
術
の
規
則
」
で
は

「文
学
場
」
の
概
念
を
駆
使
し
て
文
学
を
社
会
科
学
的
に
分
析
す
る
な
ど
、
伝
統
的
な
社
会
学
の

枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
学
際
的
な
活
動
を
展
開
し
た
）
は

「
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
ー
卓
越
化
」
と
名
付
け
て
い

ま
す
が
、
取
る
に
た
ら
な
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
ヘ
の
情
熱
は
、
社
会
の
全
体
が
等
質
に
な
る
ほ
ど
か
え

っ
て
掻
き

立
て
ら
れ
ず
に
い
ま
せ
ん
。
実
際
、
『ゴ
リ
オ
爺
さ
ん
』
（
一
八
三
五
年
）
そ
の
他
の
バ
ル
ザ
ツ
ク
の
傑
作
小
説

は
、
平
等
化
が
可
能
に
す
る
デ
ィ
ス
タ
ン
ク
シ
オ
ン
の
情
熱
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
描
き
尽
く
し
た
も
の
で

す
。
馬
車
を
買
う
こ
と
、
劇
場
の
桟
敷
席
を
予
約
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
高
級
住
宅
街
に
居
を
構
え
る
こ
と
。

そ
こ
で
は
、
こ
う
い
っ
た
き
わ
め
て
卑
小
な
欲
望
こ
そ
が
、
あ
た
か
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
時
代
に
お
け
る
唯

一
正
当
な
文
学
的
主
題
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
事
実
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
以
後
の
フ
ラ
ン
ス
近

代
小
説
は
、
あ
り
ふ
れ
た
日
常
の
陳
腐
さ
の
中
に
、
真
に
現
代
的
な
偉
大
さ
を
見
出
す
こ
と
に
努
め
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

少
し
ば
か
り
先
走
り
す
ぎ
た
よ
う
で
す
。
次
章
に
移
る
前
に
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
と
民
主
主
義

に
つ
い
て
の
こ
の
ご
く
粗
い
ス
ケ
ッ
チ
を
も
う
少
し
補

っ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
ま
で
は
む
し
ろ

平
等
化
に
対
す
る
不
安
を
強
調
し
て
き
ま
し
た
が
、
熱
烈
な
平
等
の
崇
拝
者
を
最
後
に

一
人
呼
び
出
し
て
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み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ピ

エ
ー
ル
＝
ジ
ョ
ゼ
フ

・
プ
ル
ー
ド
ン

（
一
八
〇
九
―
一
八
六
五
年
。
現
代
ア
ナ
ー
キ
ズ

ム
の
先
駆
者
と
さ
れ
る
社
会
思
想
家
、
活
動
家
。
二
月
革
命
後
に
国
会
議
員
と
な
る
が
、
当
時
大
統
領
で
あ
っ
た
ル
イ
・
ボ
ナ

パ
ル
ト
の
政
策
を
批
判
し
て
投
獄
さ
れ
る
）
と
い
え
ば
、
「所
有
権
は
盗
み
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
有
名
で
す
が
、

彼
の
思
想
体
系
は
ま
さ
に
平
等
の
理
念
の
上
に
成
り
立

っ
て
い
ま
し
た
。
『所
有
権
と
は
何
か
』
（
一
八
四
〇

図版7 プルードン ナダール写真 (1860年頃)
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年
）
の
主
張
を
あ
え
て
乱
暴
に
要
約
す
る
と
、
社
会
は

一
つ
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

（連
合
）
で
あ

っ
て
、

そ
こ
で
は
誰
も
が
、
他
の
す
べ
て
の
メ
ン
バ
ー
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
い
か
な
る
役
割
と
い
え

ど
も
、
社
会
の
発
展
、
維
持
に
何
ら
か
の
形
で
貢
献
し
て
い
な
い
も
の
は
な
い
以
上
、
各
人
の
財
産
は
厳
密

に
平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
す
。
個
人
的
に
は
な
か
な
か
面
白
い
発
想
だ
と
思
う
の
で

す
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
当
時
も
今
も
、
こ
の
極
端
な
平
等
主
義
に
対
し
て
は
非
常
に
強
い
反
発
が
あ

り
ま
す
。
実
際
、
プ
ル
ー
ド
ン
の
思
想
に
も
少
々
戯
画
的
な
と
こ
ろ
が
あ

っ
て
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な

一
節

を
滑
稽
だ
と
感
じ
る
人
は
決
し
て
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。
「感
謝
に
は
そ
の
崇
拝
と
熱
狂
が
あ
る
。
だ
が
、

平
等
の
方
が
私
の
心
に
は
か
な

っ
て
い
る
。
慈
善
は
専
制
へ
と
、
賛
嘆
は
隷
属
へ
と
堕
す
る
の
に
対
し
、
友

情
は
平
等
か
ら
生
ま
れ
る
。
わ
が
友
人
た
ち
よ
、
あ
な
た
達
の
間
で
競
争
も
栄
光
も
な
く
生
き
て
い
け
ま
す

よ
う
に
。
…
…
願
わ
く
ば
私
が
息
を
引
き
取
る
ま
で
、
あ
な
た
達
の
う
ち
誰
が
最
も
尊
敬
に
値
す
る
か
を
知

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
」
（第
五
章
第
一
部
）。

と
こ
ろ
で
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
プ
ル
ー
ド
ン
を
蛇
蝸
の
ご
と
く
忌
み
嫌

っ
て
い
ま
し
た
。
『所
有
権
と
は

何
か
』
に
つ
い
て
も
、
『感
情
教
育
』
執
筆
準
備
の
た
め
に
詳
細
な
読
書
ノ
ー
ト
を
取

っ
て
い
る
の
で
す
が
、

ま
さ
し
く
右
記
の

一
節
を
引
用
し
て
、
そ
の
横
に

「あ
ら
ゆ
る
優
越
性

へ
の
憎
悪
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
記

し
て
い
ま
す
。
プ
ル
ー
ド
ン
に
は

『芸
術
の
原
理
と
そ
の
社
会
的
使
命
に
つ
い
て
』
（
一
八
六
五
年
）
と
い
う

芸
術
論
も
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

「
一
歩
歩
く
ご
と
に
汚
物
に
行
き
当
た
る
強
烈
な
便
所
の
よ
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う
な
印
象
」
と
実
に
ひ
ど
い
感
想
を
述
べ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
と

っ
て
、
こ
の
ア
ナ

ー
キ
ス
ト
の
思
想
は
、
端
的
に
文
学
の
否
定
に
思
わ
れ
た
と
い
え
ま
す
。
プ
ル
ー
ド
ン
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を

代
表
さ
せ
る
こ
と
は
さ
す
が
に
で
き
な
い
に
し
て
も
、
文
学
は
本
質
的
に
超
越
性
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
る

以
上
、
平
等
の
理
想
と
は
相
容
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
時
に
芸
術
至
上
主
義
者
と
み
な
さ
れ

る
こ
の
小
説
家
の
見
解
で
し
た
。

主
題
の
平
等
　
そ
れ
で
は
、
い
か
に
書
く
べ
き
か
。
平
等
が
文
学
に
対
す
る
本
質
的
脅
威
で
あ
る
な
ら
ば
、

平
等
の
時
代
に
な
お
か
つ
い
か
な
る
文
学
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
そ
れ
こ
そ
作

家
に
よ

っ
て
千
差
万
別
で
す
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
関
し
て
い
え
ば
、
平
等
に
ま
み
れ
る
こ
と
、
と
い
う
の
が

逆
説
的
に
も
そ
の
答
え
だ

っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
点
、　
一
人
五
二
年

一
二
月

一
六
日
付
の
手
紙
の

中
の
、
『紋
切
型
辞
典
』
に
つ
い
て
の
次
の
有
名
な

一
節
は
き
わ
め
て
示
唆
的
で
す
。
少
し
長
く
な
り
ま
す

が
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
み
ま
す
。

と
り
あ
え
ず
は
、
古
い
着
想
が
ま
た
頭
に
浮
か
ん
で
き
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
『紋
切
型
辞
典
』
の
着

想
で
す
。
（貴
女
に
も
話
し
た
か
し
ら
ん
？
）
と
く
に
や
る
気
を
か
き
た
て
ら
れ
る
の
は
序
文
で
、
こ
れ
は
僕

の
構
想
に
従
え
ば

（そ
れ
だ
け
で
一
冊
の
本
に
な
る
で
し
ょ
う
が
）、
す
べ
て
を
そ
こ
で
攻
撃
す
る
け
れ
ど
、
い
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か
な
る
法
も
僕
に
噛
み
付
く
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
す
。
人
々
が
是
認
し
て
い
る
も
の
す
べ
て
を
、
史

的
事
実
に
照
ら
し
て
賛
美
す
る
つ
も
り
で
す
。
多
数
派
は
つ
ね
に
正
し
く
、
少
数
派
は
つ
ね
に
間
違

っ

て
い
た
こ
と
を
証
明
し
て
み
せ
ま
す
。
偉
大
な
人
物
を
す
べ
て
の
愚
か
者
ど
も
に
、
殉
教
者
を
す
べ
て
の

死
刑
執
行
人
ど
も
に
生
贄
と
し
て
捧
げ
、
そ
れ
を
激
越
な
、
火
花
の
散
る
よ
う
な
文
体
で
行
う
。
例
え

ば
、
文
学
に
関
し
て
は
、
凡
庸
な
も
の
こ
そ
万
人
に
理
解
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
唯

一
正
当
な
も
の
で
あ

っ

て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
独
創
性
は
危
険
で
愚
か
な
も
の
と
し
て
辱
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明

し
て
み
せ
ま
す
が
、
こ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
す
。
人
間
の
下
劣
さ
を
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
お
い
て
擁
護
し
て

み
せ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
徹
頭
徹
尾
皮
肉
な
調
子
で
わ
め
き
立
て
、
引
用
や
証
拠

（反
対
の
こ
と
を
証

明
す
る
は
ず
で
す
）、
そ
し
て
愕
然
と
さ
せ
る
よ
う
な
文
例

（い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
）
を
こ
れ
で
も
か
と
示
す
。

こ
の
擁
護
の
目
的
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
奇
抜
さ
と
決
定
的
に
手
を
切
る
た
め
な
の
だ
と
主
張
す
る
つ
も

り
で
す
。
こ
う
す
る
こ
と
で
僕
は
、
平
等
と
い
う
現
代
民
主
主
義
の
思
想
と
、
偉
大
な
人
物
は
無
用
に
な

る
だ
ろ
う
と
い
う
フ
ー
リ
エ
の
言
葉
に
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
そ
れ
が
目
的
で
こ
の
本
は
書
か
れ

た
の
だ
と
言
明
し
て
み
せ
ま
す
。
さ
て
そ
こ
に
は
、
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
主
題
に
つ
い
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
順
に
、
礼
儀
に
か
な

っ
た
愛
想
の
い
い
人
物
で
あ
る
た
め
に
人
前
で
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
す
べ
て
が

並
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
（傍
点
引
用
者
）
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こ
こ
で
問
題
に
な

っ
て
い
る

『紋
切
型
辞
典
』
と
い
う
の
は
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
若
い
時
か
ら
温
め
て
い

た
プ
ラ
ン
で
、
遺
作

『ブ
ヴ
ア
ー
ル
と
ペ
キ
ュ
シ
ェ
』
の
未
完
の
第
二
部
に
挿
入
さ
れ
る
は
ず
だ

っ
た
も
の

で
す
。
未
完
と
い
っ
て
も

『辞
典
』
自
体
は
ほ
と
ん
ど
完
成
し
て
い
る
の
で
、
し
ば
し
ば
独
立
し
た
作
品
と

し
て
も
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
紋
切
型
の
言
説
や
考
え
を
た
だ
ア
ル
フ
ア
ベ
ツ
ト
順
に
列
挙
し

た
だ
け
で
、
小
説
家
自
身
の
風
刺
や
批
判
的
コ
メ
ン
ト
の
類
は

一
切
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な

具
合
で
す
。

ア
カ
デ
ミ
ー

・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
　
　
こ
き
お
ろ
す
べ
し
。
だ
が
可
能
な
ら
ば
そ
の

一
員
と
な
れ
る
よ
う

に
努
め
る
べ
し

女
優
　
　
家
庭
の
息
子
の
破
滅
。
お
そ
る
べ
き
淫
乱
で
、
乱
痴
気
騒
ぎ
に
耽
り
、
何
百
万
と
い
う
お
金

を
浪
費
す
る
。

事
業

・
商
売
　
　
す
べ
て
に
優
先
す
る
。
人
生
の
中
で
も

つ
と
も
重
要
な
も
の
。
女
性
は
商
売
の
話
を

す
る
の
を
避
け
る
べ
し
。

先
ほ
ど
引
用
し
た
書
簡
の
一
節
の
す
ぐ
後
に
も
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は

「本
全
体
を
通
し
て
私
の
作
り
出
し

た
言
葉
は

一
言
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
わ
ざ
わ
ざ
明
記
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
こ
れ
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は
少
々
奇
妙
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
よ
く
ア
イ
ロ
ニ
ー
‐の
作
家
だ
と
い
わ
れ
ま

す
が
、
い
く
ら
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
つ
て
も
、
こ
ん
な
回
り
く
ど
い
こ
と
を
す
る
必
要
が
本
当
に
あ
る
の
で
し

ょ
う
か
。
な
ぜ
紋
切
型
を
正
面
か
ら
攻
撃
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
本
気
で
持
ち
上
げ
る
わ
け
で
も
な
い
の

に
、
「
人
間
の
下
劣
さ
の
擁
護
」
を
あ
え
て
装

っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
結
局
は
ミ
イ
ラ
取
り
が
ミ
イ
ラ
に
な

る
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
実
際
、
「
愚
言
集
」
的
な
も
の
は
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
時
代
に
も
た

く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、
大
抵
の
場
合
、
そ
こ
に
は
作
者
自
身
に
属
す
る
エ
ス
プ
リ
の
効
い
た

一
言
が
付
さ

れ
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
知
性
の
高
み
か
ら
愚
か
さ
を
裁
く
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
ご
く
ご
く
真

っ
当
な

や
り
方
に
比
べ
る
と
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の

『辞
典
』
は
い
か
に
も
意
図
が
不
明
瞭
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
か
ね

ま
せ
ん
。

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
は
紋
切
型
に
、
文
字
通
り
憑
か
れ
て
い
た
と
い
え
ま
す
。
嫌
悪
し
な
が
ら
、
同
時
に
深
く

魅
了
さ
れ
て
も
い
ま
し
た
。
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
世
界
に
生
き
て
い
る
以
上
、
我
々
の
誰

一
人
と
し
て
紋

切
型
の
磁
場
か
ら
逃
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
書
簡
の
中
で

一
度
な
ら
ず
強
調
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
「
一
方
に
愚
か
さ
が
、
他
方
に
知
性
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
。
平
等
が
支
配
す
る
社
会
空
間
で
は
、

几
庸
さ
こ
そ
が
歴
史
的
に
正
当
な
姿
勢
で
あ

つ
て
、
そ
れ
を
知
性
や
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
持
ち
出
し
、
批
判

し
た
つ
も
り
で
い
る
の
は
そ
れ
こ
そ
時
代
錯
誤
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
多
数
派

（例
え
ば
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世

に
投
票
し
た
人
々
）
は
つ
ね
に
正
し
か
っ
た
の
だ
し
、
そ
の
こ
と
は
歴
史
の
流
れ
が
証
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は



Φ
半
ば
轄
晦
、
半
ば
本
気
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
少
な
く
と
も
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
と

っ
て
、
紋

切
型
や
凡
庸
さ
は
、
外
部
か
ら
安
易
に
批
判
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
平
等

化
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
今
や
我
々
み
な
を
巻
き
込
ん
で
お
り
、
書
く
こ
と
さ
え
も
が
も
は
や
そ
こ
か
ら
自
由
で

は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
故
、
紋
切
型
を
批
判

（？
）
す
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
批
判
の
対
象
の
内
部
に
身
を

置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『紋
切
型
辞
典
』
の
作
者
が
と

っ
た
こ
の
よ
う
な
書
く
こ
と
の
戦
略

（こ
れ
を
文
芸
批
評
の
用
語
で

「
エ
ク
リ
チ

コラム
ー

基礎術語

アイロニー アイロニー (フ ランス語で

はイロニー)は、し
'J)し

ばユーモアと対

比される。どちらも現実に対する批判

的態度とみなすことができるが、後者

が批判の相手に励ましを与えることを

目指すのに対して、アイロニーはより

高い次元に立つて相手を批判、嘲笑す

るものである。従つて、アイロニーに

は攻撃性が備わつており、その辛辣さ

は時に人を不快にする。その極端な一

例がロマンチック・アイロニーと呼ば

れるもので、いわゆる逆説を弄して、

無力な自分を誇り、社会生活を支える

地味な諸原則を軽蔑してみせる。例え

ば、平和によつて何か尊いものが失わ

れると公然と主張して憚らない石原都

知事の姿勢が、まさに国マンチツク・

アイロニーの典型だといえるかもしれ

ない。もちろんアイロニーにも色々あ

り、フローベールのアイロニーは高み

から見下ろすというよりは、むしろ批

判の対象への深い共感に支えられてい

る。「ボヴアリー夫人は私だ」とフ回

―ベールが口にしたという伝説は、ま

さにこの意味において理解されねばな

らない。
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ュ
ー
ル
」
と
い
い
ま
す
）
が
は
た
し
て
有
効
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
、
も
ち
ろ
ん
評
価
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ

で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
未
完
で
あ
る
以
上
、
『辞
典
』
が
成
功
作
か
、
失
敗
作
か
判
断
す
る
こ
と
に
は
意
味

が
な
い
と
も
い
え
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
と

っ

て
は
、
凡
庸
さ
に
知
性
や
高
貴
さ
を
対
峙
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
く
す
ん
だ
平
等
の
空
間
を
不
可
避
の
条

件
と
し
て
引
き
受
け
る
と
こ
ろ
か
ら
文
学
の
現
代
性

（モ
デ
ル
ニ
テ
）
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
か

ら

「主
題
の
平
等
」
と
い
う
こ
の
作
家
独
自
の
美
学
も
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
「
そ
れ
故
、
主
題
に
美
し
い
主

題
も
卑
し
い
主
題
も
あ
り
ま
せ
ん
」
「文
学
に
は
美
し
い
芸
術
の
主
題
な
ど
と
い
う
も
の
は
な
く
、
イ
ヴ
ト

ー
は
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
と
同
等
の
価
値
を
持

っ
て
い
ま
す
。
従

っ
て
、
何
で
あ
ろ
う
と
そ
れ
を
よ
く

書
く
こ
と
は
可
能
で
す
。
芸
術
家
は
す
べ
て
を
持
ち
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
」
。
ち
な
み
に
、
イ
ヴ
ト

ー
と
は
ノ
ル
マ
ン
デ
イ
ー
地
方
に
あ
る
僻
村
で
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
と
そ
の
仲
間
た
ち
に
よ
っ
て

「何
も
な
い

片
田
舎
」
の
代
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
イ
ヴ
ト
ー
で
あ
ろ
う
と
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー

プ
ル
の
よ
う
な
歴
史
的
逸
話
に
彩
ら
れ
た
大
都
市
と
ま

っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
文
学
作
品
の
主
題
と
な
り
う

る
。
お
そ
ら
く
こ
こ
に
は
二
つ
の
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
第

一
に
、
文
体
の
内
的
な
力
は
あ
ら
ゆ
る

主
題
を
扱
い
う
る
、
と
い
う
文
学
の
自
律
性
の
主
張
が
あ
り
ま
す
。
「文
体
と
は
そ
れ
だ
け
で
事
物
を
見
る

一
つ
の
絶
対
的
な
や
り
方
で
あ
る
」
と
は
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
自
身
の
言
葉
で
す
。
だ
が
同
時
に
、
文
体
が
す
べ

て
だ
と
い
う
こ
の
主
張
の
背
後
に
、
現
代
の
作
家
は
平
等
化
か
ら
生
ま
れ
る
几
庸
な
世
界
を
主
題
と
し
て
避



け
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
苦
い
意
識
が
あ

っ
た
の
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
面
白
い
の

は
、
ア
ル
マ
ン

・
ド

・
ポ
ン
マ
ル
タ
ン
と
い
う
当
時
の
三
流
の
批
評
家
が

『ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
を

「民
主

主
義
小
説
」
と
形
容
し
た
こ
と
で
す
。
「善
と
悪
、
美
し
い
も
の
と
醜
い
も
の
、
偉
大
な
も
の
と
卑
小
な
も

の
」
を
文
学
作
品
の
主
題
と
し
て
ひ
と
し
な
み
に
扱
う
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の

「仮
借
な
い
平
等
」
を
批
判
し
た

の
は
、
今
か
ら
見
れ
ば
必
ず
し
も
見
当
違
い
と
は
い
え
ま
せ
ん

（と
は
い
え
、
「ブ
ル
ジ
ョ
ワ
小
説
と
民
主
主
義
小

説
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
論
文
は
実
に
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
す
が
）。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
憎
悪
し
て
い

た
事
実
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
こ
う
い
っ
た
ナ
イ
ー
ブ
な
同
時
代
の
反
応
が
、
逆
に
こ
の
小
説
の
倒
錯
し
た

癬
コラム

ー
基礎術語

エクリチユール しヽうまでもなく、

より良く書くことへの配慮は、あら

ゆる時代の作家たちが共有 してきた

文学的良心のようなものだ。 しかし

ながら、「書く行為=エ クリチュー

ル」自体がいわば自律的な価値を帯

びて、先鋭的な作家たちの関心の中

心を占めるようになるのは、フラン

ス文学においては19世紀半ば以降

のことである。フローベールや詩人

マラルメにとつて、書くことは同時

に文学そのものについて反省的に思

考することでもあり、その意味で彼

らの作品はすべて、すぐれた文学批

判=批評 (ク リテイック)と なつてい

る。カルチュラル・スタディーズ的

に文学作品を歴史的背景へと素朴に

還元する発想が主流となつている今

日、「世界は一冊の書物に達するた

めに存在する」というマラルメのい

ささか誇大妄想狂的な主張は、かえ

つて新鮮に映るかもしれない。
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美
学
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
に
と

っ
て
、
「主
題
の
平
等
」

は
、
現
代
社
会
に
生
き
る
作
家
の
倫
理
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
あ
く
ま
で

「主
題
が

自
ら
を
押
し
付
け
て
く
る
」
以
上
、
吐
き
気
を
催
す
よ
う
な
低
俗
な
主
題
か
ら
も
、　
一
つ
の
美
を
作
り
上
げ

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

現
代
性
の
美
学
　
卑
小
な
現
代
生
活
に
も
独
自
の
美
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
詩
人
シ
ャ
ル
ル

・
ボ
ー
ド
レ
ー

ル

（
一
八
二
一
―
一
八
六
七
年
。
フ
ラ
ン
ス
近
代
詩
の
始
祖
。
近
代
都
市
に
生
き
る
人
間
の
病
理
を
象
徴
的
な
詩
法
を
駆
使
し

て
詠
っ
た
。
『悪
の
華
」
は
風
俗
壊
乱
の
か
ど
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
）
の
主
張
で
も
あ
り
ま
し
た
。
詩
集

『悪
の
華
』

（
一
八
五
七
年
）
で
有
名
な
こ
の
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
同
時
代
人
は
、
美
術
批
評
の
分
野
で
も
先
駆
的
な
仕
事
を

残
し
て
い
ま
す
が
、
『
一
人
四
六
年
の
サ
ロ
ン
』
（
一
八
四
六
年
）
の
中
に

「現
代
生
活
の
英
雄
性
」
と
い
う
よ

く
知
ら
れ
た

一
章
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
彼
の
時
代
の
美
の
典
型
と
し
て
持
ち
上
げ
る

の
が
、
黒
の
燕
尾
服
で
す
。
し
ば
し
ば
現
代
の
醜
さ
と
平
板
さ
の
象
徴
と
さ
れ
る
こ
の
燕
尾
服
に
も
、
固
有

の
魅
力
と
い
う
も
の
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
そ
れ
は
ま
ず

「普
遍
的
平
等
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
政
治
的
な

美
」
（傍
点
引
用
者
）
を
備
え
て
お
り
、
さ
ら
に
現
代
と
い
う
苦
悩
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い

「詩
的
な
美
」
に

も
欠
け
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
我
々
は
痩
せ
た
肩
の
上
に
ま
で

「絶
え
ざ
る
喪
の
象
徴
」
を
身
に
着
け
て

い
る
の
で
あ
り
、
黒
い
燕
尾
服
を
は
お
っ
て
街
を
ね
り
歩
く
我
々
の
姿
は
、
「ず
ら
り
と

一
列
に
並
ん
だ
葬

98



儀
人
夫
、
政
治
的
な
葬
儀
人
夫
、
恋
す
る
葬
儀
人
夫
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
葬
儀
人
夫
」
に
他
な
ら
な
い
。
「我
々

は
み
な
何
ら
か
の
葬
儀
を
執
り
行

っ
て
い
る
の
だ
」
。

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
と
り
わ
け
強
烈
で
、
と
ま
ど
う
読
者
も
少
な
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

図版8 ボードレール ナダール写真 (1855年 頃)
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こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
「
現
代
生
活
の
画
家
」
（
一
八
六
三
年
）
と
い
う

エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

が

「
現
代
性

（モ
デ
ル
ニ
テ
こ

と
呼
ん
だ
立
場
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す

（第
二
章
、
四
章
）。
モ
デ

ル
ニ
テ
と
は
、
「移
ろ
い
行
く
も
の
、
逃
げ
去
る
も
の
、
偶
発
的
な
も
の
」
、
例
え
ば
モ
ー
ド
の
よ
う
な
も
の

で
す
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
現
代
の
芸
術
家
の
務
め
は
ま
さ
に
こ
こ
に
普
遍
的
な
美
を
見
出
す
こ

と
に
あ
り
ま
す
。
「
こ
の
移
ろ
い
行
く
、
は
か
な
い
要
素
、
実
に
し
ば
し
ば
変
化
す
る
こ
の
要
素
を
、
あ
な

た
達
は
軽
蔑
す
る
権
利
も
、
そ
れ
な
し
で
す
ま
せ
る
権
利
も
持

つ
て
い
な
い
」
。
十
九
世
紀
の
多
く
の
画
家

た
ち
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
今
と
い
う
時
代
の
俗
悪
さ
を
嘆
い
て
、
過
去
の
偉
大
な
事
物
や
神
話
の
世
界
に

作
品
の
主
題
を
求
め
る
の
は
、
単
な
る
怠
慢
で
し
か
な
い
。
モ
デ
ル
ニ
テ
に
忠
実
な
芸
術
家
は
、
生
き
生
き

と
し
た
好
奇
心
を
も

っ
て
現
代
生
活
の
喧
騒
の
中

へ
と
入
り
込
み
、　
一
見
猥
雑
な
細
部
か
ら
永
遠
な
る
も
の

を
引
き
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
そ
も
そ
も
、
現
代
ほ
ど
ポ
ェ
ジ
ー
に
み
ち
た
時
代
が
か
つ
て
あ

っ
た
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
引
用
す
る

「
現
代
生
活
の
画
家
」
Ｇ
氏

（コ
ン
ス
タ
ン
タ

ン
・
ギ
ー
ス
の
こ
と
）
の
言
葉
は
、
い
か
な
る
曖
味
さ
も
許
さ
な
い
激
し
い
も
の
で
す
。
「群
集
の
中
に
い
て

退
屈
す
る
者
は
、
愚
か
者
だ
。
愚
か
者
だ
。
そ
ん
な
奴
は
軽
蔑
に
値
す
る
」
。

「我
々
の
英
雄
性
を
知
る
た
め
に
は
た
だ
目
を
開
き
さ
え
す
れ
ば
よ
い
」
（「現
代
生
活
の
英
雄
性
」）。
あ
ま
り

に
し
ば
し
ば
貶
め
ら
れ
る
現
代
社
会
に
は
、
実
は
数
多
く
の
英
雄
的
存
在
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
こ
の
認
識
こ

そ
、
モ
デ
ル
ニ
テ
の
思
想
の
核
心
に
あ

っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
現
代
の
英
雄
た
ち
が
体
現
す
る
卑
小
な



情
熱
は
、
そ
の
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て

ほ
と
ん
ど
神
話
的
な
広
が
り
を
獲
得

し
て
い
る
。
ホ
メ
ロ
ス

（生
没
年
不

詳
。
『イ
リ
ア
ス
』
お
よ
び

『オ
デ
ュ
ッ
セ

イ
ア
』
二
編
の
長
編
叙
事
詩
で
知
ら
れ
る

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
詩
人
）
が
詠

っ
た
英

雄
た
ち
の
物
語
な
ど
、
ラ
ス
テ
ィ
ニ

ャ
ッ
ク
や
ヴ
ォ
ー
ト
ラ
ン
と

い
つ
た

バ
ル
ザ

ッ
ク
が
描
く
主
人
公
た
ち
の

足
元
に
も
及
ば
な
い
、
と
ボ
ー
ド
レ

ー
ル
は
断
言
し
ま
す
。
同
様
に
、
彼

の
目
に
は
エ
マ

・
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
こ
そ

優
れ
て
現
代
的
な
英
雄
と
映
り
ま
し

た
。
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
小
説
に
つ
い

て
の
卓
越
し
た
論
考

（「ギ
ュ
ス
タ
ー

ヴ
・
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
氏
の

『ボ
ヴ
ァ
リ
ー

図版9『シャン・ゼリゼ』 コンスタンタン・ギース画 〈パリ、プティ,パ レ美術

館蔵)

P― G.Castex,Bク ″ι″|′ク′″″′′ノタ″′ノ♭″′(SEDES,1969).
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夫
人
」」）
に
は
、
「
こ
の
女
性
は
真
に
偉
大
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ

の
田
舎
の
人
妻
の
滑
稽
な
ア
ヴ
ア
ン
チ
ュ
ー
ル
、
ま
さ
に
新
聞
の
三
面
記
事
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
卑
俗
な

情
熱
は
、
理
想
を
追
い
求
め
る
強
度
に
お
い
て
崇
高
さ
の
域
に
達
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
エ
マ
の
こ
と
を

「
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
詩
人
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
ど
う
や
ら
こ

の
女
主
人
公
に
詩
人
と
し
て
の
自
分
自
身
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
節
さ
え
あ
り
ま
す
。
冴
え
な
い
恋
人
た
ち

に
身
を
任
せ
つ
つ
、
想
像
力
の
力

（ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は

「想
像
力
の
詭
弁
」
と
い
っ
て
い
ま
す
）
に
よ

っ
て
現
実
を

作
り
変
え
、
凡
庸
さ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
エ
マ
・
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
の
絶
望
的
な
姿
に
、
あ
た
か
も
平
等
が

支
配
す
る
近
代
社
会
の
中
で
詩
人
が
置
か
れ
た
困
難
な
宿
命
を
見
て
取
る
か
の
よ
う
で
す
。
繰
り
返
し
に
な

り
ま
す
が
、
モ
デ
ル
ニ
テ
と
は
、
卑
小
な
現
代
生
活
を
不
可
避
な
も
の
と
し
て
引
き
受
け
つ
つ
、
し
か
も
そ

こ
か
ら
超
越
的
な
も
の
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
芸
術
家
の
意
思
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の

「
モ
デ
ル
ニ
テ
」
が
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の

「主
題
の
平
等
」
と
ま

っ
た
く

同
じ
で
あ
る
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
最
後
に
、
前
者
に
あ

っ
て
後
者
に
は
な
い

「
ダ
ン
デ
イ
ズ
ム
」

の
テ
ー
マ
に
触
れ
て
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
閉
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ダ
ン
デ
イ
ズ
ム
と
い
う
と
、
な
に
か
軽

桃
浮
薄
な
お
洒
落
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
持
ち
上

げ
た
ダ
ン
デ
イ
ズ
ム
と
は
、
多
分
に
精
神
的
な
要
素
を
含
ん
だ
も
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
表
面
的
に
は

物
質
的
エ
レ
ガ
ン
ス
の
追
求
と
い
う
形
を
取
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
洗
練
さ
れ
た
着
こ
な
し
や
身
振
り

=02



図版10 1830年 頃のパ リのダンディーの服装 (パ リ、

モード・衣装美術館蔵)

男子服から派手な色彩が消え、黒やグレーの燕尾服

やフロックコー トがファッションの主流になったの

が、この時代。イギリスか ら伝わったダンディズム

は、フランスにおいては特に文学者の間に、多 くの

熱烈な信奉者を生んだ。

Madeleine DelPicr“ ,二′rο∫′″″′ルルRω″″″″ο″タル

B′〃′ヨンク
7″
′(Flammar,On,1990).

の
優
雅
さ
は
、
あ
く
ま
で

「精
神
の
貴
族
的
優
越
性
の
象
徴
」
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は

「
一
種
の
自

己
自
身
の
崇
拝
」
で
あ
り
、
宗
教
の
よ
う
に
厳
し
い
規
律
を
ダ
ン
デ
イ
た
ち
に
課
し
て
く
る
も
の
で
す
。
こ

こ
で
我
々
に
と

っ
て
特
に
興
味
深
い
の
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
ダ
ン
デ
イ
ズ
ム
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
ヘ
の
反
抗
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と
み
な
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
「
現
代
生
活
の
画
家
」
に
よ
れ
ば
、
「卑
俗
さ
と
戦
い
、
そ
れ
を
打
ち
倒
そ
う

と
す
る
、
今
日
あ
ま
り
に
稀
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
こ
の
欲
求
」
（第
九
章
Ｙ
は
、
貴
族
制
が
民
主
主
義

へ
と
移

行
す
る
過
渡
期
に
特
有
な
現
象
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
抵
抗
は
初
め
か
ら
敗
北

へ
と

運
命
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
「す
べ
て
を
呑
み
込
み
、
す
べ
て
を
均
等
に
な
ら
す
民
主
主
義
の
上
げ
潮
」
（傍

点
引
用
者
）
の
前
で
は
、
ダ
ン
デ
ィ
た
ち
の
挑
発
的
な
高
慢
さ
な
ど
物
の
数
で
は
な
い
。
「
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
と

は
夕
日
で
あ
る
」
と
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
は
い
い
ま
す
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
十
九
世
紀
最
大
の
詩
人
に
と

っ
て
、

文
学
と
は
い
わ
ば

「負
け
る
が
勝
ち
」
で
あ

っ
た
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ダ
ン
デ
イ

ズ
ム
も
ま
た
平
等
の
時
代
に
お
け
る
作
家
の
ぎ
り
ぎ
り
の
選
択
肢
で
あ
り
、
歴
史
の
必
然
と
し
て
の
民
主
主

義
に
対
す
る
、　
一
つ
の
政
治
的
か
つ
美
的
な
回
答
で
あ

っ
た
わ
け
で
す
。
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