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ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
お
け
る
生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ

―
『
蝋
燭
の
焔
』
お
よ
び
『
火
の
詩
学　

断
章
』
を
中
心
に

橋
爪 

恵
子

ガ
ス
ト
ン
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
（G
aston B

achelard

）
は
一
八
八
四
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
地
方
に
生
ま
れ
た
思
想
家

で
あ
る
。
ま
ず
科
学
哲
学
者
と
し
て
名
を
知
ら
れ
た
彼
は
、
五
〇
歳
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
全
く
別
の
研
究
を
進
め
る
よ
う
に
な
る
。

そ
れ
は
文
学
作
品
を
題
材
と
し
て
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
研
究
す
る
、
と
い
う
試
み
だ
っ
た
。
初
め
は
驚
き
を

も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
の
試
み
は
、
次
第
に
科
学
と
並
ぶ
中
心
的
テ
ー
マ
と
し
て
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
と
い
う
思
想
家
を

語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
本
論
文
で
は
、
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
考
察
し
た
著
作
の
中
で
も
、
彼
の
遺
作
と
な
っ

た
『
蝋
燭
の
焔
』
と
死
後
に
出
版
さ
れ
た
遺
稿
集
『
火
の
詩
学　

断
章
』
を
中
心
に
、
生
と
死
に
か
か
わ
る
詩
的
イ
メ
ー
ジ
が
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
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一　

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
生
い
立
ち
と
著
作
の
位
置
づ
け

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
科
学
哲
学
者
と
し
て
名
を
知
ら
れ
た
、
と
述
べ
た
が
、
そ
の
学
者
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
は
遅
い
も
の
で
あ
っ

た
。
青
年
期
に
、
恐
ら
く
経
済
的
な
理
由
で
進
学
を
諦
め
た
彼
は
、
二
十
三
歳
か
ら
パ
リ
の
郵
便
電
報
局
員
と
し
て
働
く
。
し

か
し
勉
学
の
熱
意
に
燃
え
る
彼
は
、
そ
の
傍
ら
、
夜
学
で
数
学
を
学
ぶ
。
そ
の
後
、
第
一
次
大
戦
へ
の
動
員
な
ど
も
あ
っ
た
が
、

三
十
五
歳
で
よ
う
や
く
コ
レ
ー
ジ
ュ
の
物
理
学
と
化
学
の
教
師
と
な
る
。
そ
し
て
今
度
は
教
師
を
し
な
が
ら
哲
学
を
学
び
、
哲
学

の
教
授
資
格
試
験
に
合
格
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
彼
は
三
十
八
歳
。
晩
学
、
苦
学
と
は
ま
さ
に
彼
の
人
生
を
指
す
言
葉
か

も
し
れ
な
い
。

そ
の
後
は
、
デ
ィ
ジ
ョ
ン
大
学
、
パ
リ
大
学
と
恵
ま
れ
た
キ
ャ
リ
ア
を
送
っ
た
彼
が
、
最
後
に
出
版
し
た
の
が
『
蝋
燭
の
焔
』

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
デ
ィ
ジ
ョ
ン
大
学
時
代
か
ら
始
め
た
詩
的
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
著
作
群
の
一
つ
で
あ
り
、
蝋
燭
や
ラ
ン
プ

が
ど
の
よ
う
な
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
て
い
る
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
本
来
は
、
火
そ
の
も
の
の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
論

じ
る
と
い
う
大
部
の
書
物
『
火
の
詩
学
』
が
構
想
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
彼
の
健
康
状
態
も
あ
り
、
一
部
が
『
蝋
燭
の
焔
』
と

い
う
形
で
出
版
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
残
っ
た
原
稿
を
『
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
詩
学
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
出
版
し
よ
う
と
進
め
る
が
、

一
九
六
二
年
、
完
成
を
前
に
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
帰
ら
ぬ
人
と
な
る
。
彼
の
死
後
、
残
っ
た
草
稿
を
娘
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー

ル
が
編
集
し
、
出
版
し
た
の
が
『
火
の
詩
学　

断
章
（
以
下
、
断
章
と
略
す
）』
で
あ
る
。
こ
の
著
作
は
『
火
の
詩
学
』
と
『
フ
ェ

ニ
ッ
ク
ス
の
詩
学
』
の
た
め
の
二
種
類
の
序
文
、
お
よ
び
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス　

言
語
現
象
」「
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
」「
エ
ン
ペ
ド
ク
レ

ス
」
と
い
う
三
章
か
ら
な
る
。
こ
の
構
成
は
、
生
前
の
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
意
向
を
最
大
限
生
か
す
形
で
な
さ
れ
て
お
り
、
三
つ
の

章
立
て
は
、
本
来
『
火
の
詩
学
』
の
第
一
部
の
構
成
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

本
論
文
で
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
数
多
く
あ
る
書
物
の
中
で
も
、
こ
の
『
蝋
燭
の
焔
』
お
よ
び
『
断
章
』
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
そ
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こ
に
彼
の
死
生
観
が
か
つ
て
な
い
ほ
ど
色
濃
く
表
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
彼
は
火
の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
考
察

を
『
火
の
精
神
分
析
』
と
い
う
書
物
で
既
に
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
晩
年
に
「
火
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
再
び
取

り
上
げ
る
。
確
か
に
『
火
の
精
神
分
析
』
は
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
考
察
し
た
最
初
の
書
物
で
あ
り
、
後
か
ら
み
れ
ば
不
十
分
な
点
も

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
を
「
火
」
と
い
う
主
題
へ
と
駆
り
立
て
た
の
は
、
こ
の
主
題

が
人
間
の
生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
色
濃
く
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
『
蝋
燭
の
焔
』
冒
頭
近
く
で

次
の
よ
う
に
言
う
。

生
を
表
現
す
る
動
詞
の
主
語
を
焔
に
し
て
み
よ
う
。
焔
は
そ
の
動
詞
に
、
い
っ
そ
う
の
生
気
を
与
え
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ

う
。
一
般
論
に
走
る
哲
学
者
は
こ
の
点
を
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
平
静
さ
で
断
言
す
る
。「
創
造
に
お
い
て
『
生
』
と
呼
ば
れ

る
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
通
じ
て
、
た
っ
た
一
つ
の
同
じ
精
神
、
す
な
わ
ち
唯
一
な
る
焔
で
あ
る 1
」

と
。

こ
こ
で
彼
は
ヘ
ル
ダ
ー
の
文
章
を
引
用
し
な
が
ら 2
、
焔
が
「
生
」
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
明
る
く
輝
き
、

燃
え
上
が
る
そ
の
様
子
は
、
ま
さ
に
生
命
の
「
火
」
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
生
を
表
現
す
る
動
詞
の
主
語
に
ふ
さ
わ
し
い
。

し
か
し
火
は
生
を
象
徴
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
些
細
な
風
に
も
揺
ら
ぐ
は
か
な
さ
を
も
ち
、
最
後
に
は
必
ず
燃
え
尽
き
る
。
し

た
が
っ
て
火
は
人
間
の
死
の
象
徴
と
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
『
断
章
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
表
現

す
る
。火

が
わ
れ
わ
れ
に
死
を
想
像
さ
せ
る
時
刻
が
あ
る
。
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
は
イ
メ
ー
ジ
の
運
命
に
と
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る 3
。
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エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
家
で
あ
る
。
彼
は
万
物
を
火
、
風
、
水
、
大
地
の
四
元
素
と
と
ら
え
、
世
界
は
未
来

永
劫
に
回
帰
す
る
と
考
え
た
。
ま
た
魂
の
不
滅
を
信
じ
、
最
後
は
エ
ト
ナ
火
山
の
火
口
に
身
を
投
げ
、
自
ら
死
を
選
ぶ
。
バ
シ
ュ

ラ
ー
ル
は
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
こ
と
を
「
火
の
中
の
自
由
な
死
の
英
雄
」
と
呼
び
、
彼
の
死
は
我
々
に
訴
え
か
け
る
力
を
持
つ
、

と
指
摘
す
る
。
な
ぜ
な
ら
火
は
我
々
に
「
死
」
を
連
想
さ
せ
る
か
ら
で
あ
り
、
火
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
そ
こ
に
飛
び
込
ん
で
死
ぬ
人

間
の
運
命
は
重
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
は
火
と
運
命
を
共
に
し
た
人
間
、
火
に
と
ら
わ
れ
た
人
間
と

な
る
。
こ
の
よ
う
に
火
は
、
生
の
み
な
ら
ず
死
を
も
象
徴
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
『
蝋
燭
の
焔
』
お
よ
び
『
断
章
』
の
中
に
は
、
火
が
象
徴
す
る
生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
の
記
述
が
多
く
み
ら

れ
る
。
本
論
文
は
、
こ
れ
ら
記
述
を
考
察
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
際
し
て
は
当
時
の
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
境
遇
も
忘
れ
る
こ
と

が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
自
ら
も
病
床
に
あ
り
、
自
身
の
生
の
終
わ
り
を
意
識
し
て
い
た
。『
断
章
』
の
本
文
は
、
次
の
引
用

か
ら
始
ま
る
。

急
げ
、
死
を
宣
告
さ
れ
た
肉
体
よ 4
。

ジ
ャ
ン
・
ブ
ー
ル
デ
イ
エ
ッ
ト
の
こ
の
詩
句 5
は
、『
火
の
詩
学
』
の
草
稿
に
、
著
作
全
体
を
代
表
す
る
銘
句
と
し
て
引
用
さ
れ
て

お
り
、
編
集
を
行
っ
た
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
が
『
断
章
』
の
冒
頭
に
配
置
し
た
も
の
で
あ
る
。「
死
を
宣
告
さ
れ
た
肉
体
」
と
は
、
ま
さ

に
彼
の
肉
体
そ
の
も
の
で
あ
り
、
彼
は
自
ら
の
持
つ
時
間
が
刻
一
刻
と
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ

そ
彼
は
、
執
筆
中
の
大
著
『
火
の
詩
学
』
の
一
部
を
『
蝋
燭
の
焔
』
と
し
て
公
刊
し
、
の
こ
り
の
部
分
も
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
」
へ

と
テ
ー
マ
を
絞
っ
て
書
き
上
げ
よ
う
と
し
た
。
結
果
と
し
て
後
者
の
試
み
は
完
成
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
『
蝋
燭
の
焔
』
お
よ
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び
『
断
章
』
は
、
残
さ
れ
た
短
い
時
間
の
中
で
、
目
の
前
に
迫
っ
た
死
を
見
つ
め
な
が
ら
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
火
が
も

つ
生
と
死
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
単
な
る
抽
象
的
な
考
察
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
自
身
の
生
と
死
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
強
く
心
に

迫
っ
て
き
た
は
ず
で
あ
る 6
。

も
ち
ろ
ん
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
こ
れ
以
前
に
生
や
死
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ

の
点
に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
、
ま
ず
は
『
蝋
燭
の
焔
』
お
よ
び
『
断
章
』
で
火
の
も
つ
生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ

が
、
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
て
い
こ
う
。

二　

生
の
イ
メ
ー
ジ　
「
蝋
燭
」

火
の
も
つ
生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
考
え
る
前
に
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
な
ぜ
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
『
火
の
詩

学
』
の
中
か
ら
、
蝋
燭
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
限
定
し
、
一
書
と
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
原
稿

の
仕
上
が
り
具
合
と
い
っ
た
偶
発
的
要
因
も
絡
ん
で
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
火
の
イ
メ
ー
ジ
全
体
の
中
で
蝋
燭

と
い
う
主
題
は
、
人
間
の
生
を
象
徴
す
る
重
要
な
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る 7
。
し
か
も
蝋
燭
が
喚
起
す
る
「
生
」
は
、
た
だ
の
「
生
」

で
は
な
い
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

焔
は
も
は
や
知
覚
の
対
象

0

0

0

0

0

で
は
な
い
。
そ
れ
は
哲
学
的

0

0

0

対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
の
と
き
、
す
べ
て
が
可
能
に
な
る
。

哲
学
者
は
彼
の
蝋
燭
を
前
に
し
て
、
自
分
が
燃
え
さ
か
る
世
界
の
証
人
で
あ
る
と
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
焔
は
彼
に

と
っ
て
、
生
成
を
目
指
し
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
夢
想
家
は
そ
こ
に
、
彼
自
身
の
存
在
と
彼
自
身
の
生
成
を
見
る
の
だ
。
焔

の
な
か
で
空
間
は
ゆ
ら
ぎ
、
時
間
は
ざ
わ
め
い
て
い
る 8
。
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我
々
が
蝋
燭
の
前
で
た
た
ず
む
と
き
、
そ
の
焔
は
知
覚
対
象
で
は
な
く
、
哲
学
的
対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
文
章
か
ら
こ
こ

で
の
「
哲
学
」
的
態
度
と
は
、
文
章
後
半
で
言
及
さ
れ
る
「
夢
想
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
内
容
、
す
な
わ
ち
詩
的
イ
メ
ー
ジ
の
力
を

十
分
に
受
け
取
る
瞑
想
的
態
度
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
哲
学
者
は
、
蝋
燭
が
自
ら
の
世
界
で
あ

る
と
想
像
し
、
そ
こ
に
自
ら
の
存
在
と
生
成
を
見
る
。
す
な
わ
ち
蝋
燭
の
焔
が
象
徴
す
る
の
は
一
般
的
生
で
は
な
く
、
哲
学
者
の

生
で
あ
り
、
夢
想
家
の
生
で
あ
る
。
そ
し
て
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
哲
学
者
、
夢
想
家
の
中
に
自
分
を
も
含
め
て
い
た

だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
蝋
燭
の
焔
は
哲
学
者
、
夢
想
家
の
生
を
象
徴
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
先
の
引
用
に
も
あ

る
よ
う
に
、
蝋
燭
の
焔
に
は
哲
学
者
の
「
生
成
」
が
現
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
常
に
上
へ
と
上
昇
し
よ
う
と
す
る
焔
は
、
よ
り

良
い
も
の
を
常
に
目
指
そ
う
と
す
る
人
間
の
精
神
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
。

孤
独
な
人
間
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
蝋
燭
の
焔
は
、
垂
直
性
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
夢
想
を
準
備
す
る
。
焔
は
雄
々
し
く
、
し

か
も
脆
い
垂
直
で
あ
る
。
息
の
一
吹
き
が
そ
れ
を
か
き
乱
す
が
、
し
か
し
焔
は
立
ち
直
る
。（
中
略
）
垂
直
化
の
意
志
の
夢
想

家
は
、
焔
を
前
に
教
え
を
う
け
と
り
、
自
分
も
立
ち
直
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
学
ぶ
。
高
く
燃
え
る
意
志
、
全
力
を
尽
く
し

て
熱
の
頂
点
ま
で
行
く
意
欲
を
彼
は
取
り
戻
す
の
で
あ
る 9
。

こ
こ
で
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
蝋
燭
の
焔
が
常
に
上
を
目
指
す
さ
ま
を
蝋
燭
の
「
垂
直
性
」
と
表
現
す
る
。
こ
の
垂
直
性
は
簡
単
に

揺
ら
ぐ
は
か
な
さ
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
す
ぐ
に
そ
こ
か
ら
立
ち
直
り
、
再
び
高
み
を
目
指
す
雄
々
し
さ
を
持
っ
て
い
る
。
夢
想

家
は
、
そ
こ
に
教
え
を
読
み
取
る
。
彼
も
ま
た
儚
い
存
在
で
あ
り
、
常
に
揺
ら
ぐ
弱
さ
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
常
に
立
ち
直
り
、
全
力
を
尽
く
し
て
向
上
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
人
が
高
み
へ
と
登
ろ
う
と
す
る
こ
の
行
為
は
、
と
り
わ
け
人
類
が
さ
ら
な
る
英
知
を
求
め
る
試
み
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
断
章
』
の
な
か
で
一
章
を
な
す
「
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
」
の
記
述
を
参
照
す
る
こ
と
で
よ
り
明
ら
か
と
な
る
だ

ろ
う
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
は
ギ
リ
シ
ア
神
話
上
の
登
場
人
物
で
、
天
空
に
い
る
神
か
ら
火
を
盗
ん
で
人
間
に
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
彼
は
カ
ウ
カ
ソ
ス
山
に
つ
な
が
れ
、
大
鷲
に
肝
臓
を
つ
い
ば
ま
れ
る
。
し
か
し
神
と
人
間
の
中
間
の
存
在
で
あ
る
プ
ロ

メ
テ
ウ
ス
の
肝
臓
は
、
毎
日
再
生
し
、
彼
は
永
遠
の
苦
痛
と
い
う
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
「
詩
的
な
プ
ロ

メ
テ
ウ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
人
間
の
本
性
を
高
め
て
い
く
よ
う
な

0

0

0

0

0

0

0

0

心
的
活
動
を
い
つ
も
示
し
て
い
る 11
」
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
プ
ロ

メ
テ
ウ
ス
が
天
上
へ
上
る
と
い
う
物
理
的
な
上
昇
は
、
火
と
い
う
人
類
に
と
っ
て
欠
か
せ
な
い
英
知
を
も
た
ら
す
こ
と
で
精
神

的
な
向
上
、
本
性
の
向
上
へ
と
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
何
ら
か
の
困
難
が
あ
ろ
う
と
も
、
後
に
罰
を
受
け
る
と
し
て
も
、

人
間
は
常
に
英
知
を
求
め
、
高
み
へ
と
登
る
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
態
度
は
英
知
を
求
め
る
哲
学
者
に
と
っ
て
と

り
わ
け
重
要
で
あ
り
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
自
ら
の
進
む
べ
き
道
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
た
。『
断
章
』
の
中
に
は
、
バ
シ
ュ
ラ
ー

ル
の
ノ
ー
ト
に
残
さ
れ
た
「
日
々
、
自
身
の
精
神
的
熱
意
に
よ
っ
て
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
で
あ
れ 11
」
と
い
う
覚
書
が
あ
る
。
彼
は
死
の

直
前
ま
で
、
毎
日
を
よ
り
高
み
へ
と
登
る
熱
意
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
記
述
を
参
照
す
る
と
「
垂
直
性
」
が
人
間
の
英
知
を
求
め
る
試
み
を
象
徴
し
、
蝋
燭
の
焔
が
人
類
の
中
で
も
夢
想
家
、

哲
学
者
の
生
を
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
晩
学
、
苦
学
の
人
生
を
鑑
み
る
と
蝋
燭
の
焔

が
も
つ
儚
さ
、
そ
こ
か
ら
立
ち
上
が
る
雄
々
し
さ
を
彼
が
重
視
し
た
理
由
も
わ
か
る
。
人
間
が
様
々
な
状
況
に
よ
っ
て
簡
単
に
揺

ら
い
で
し
ま
う
存
在
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
そ
こ
か
ら
立
ち
上
が
り
、
精
神
的
高
み
を
目
指
す
努
力
が
常
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、

彼
は
自
ら
の
人
生
を
通
し
て
、
身
を
以
て
経
験
し
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
蝋
燭
の
焔
が
夢
想
家
、
哲
学
者
の
生
を
象
徴
す
る
の
は
、
そ
の
「
垂
直
性
」
だ
け
で
は
な
い
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
蝋
燭

の
焔
が
表
す
「
孤
独
」
に
も
注
目
す
る
。



死生学研究 17 号

144

そ
れ
ゆ
え
、
良
い
蝋
燭
の
思
い
出
の
中
に
こ
そ
、
我
々
は
孤
独
の
夢
を
再
発
見
す
る
に
違
い
な
い
。
焔
は
一
人
で
あ
り
、
本

本
性
上
一
人
で
あ
り
、
一
人
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る 12
。

蝋
燭
の
焔
が
炉
端
の
火
な
ど
と
異
な
る
点
は
、
我
々
に
孤
独
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
だ
、
と
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
指
摘
す
る
。
炉
端

の
火
は
大
き
く
、
そ
の
周
り
で
展
開
さ
れ
る
家
族
の
営
み
を
思
わ
せ
る
。
し
か
し
蝋
の
焔
は
小
さ
く
、
そ
れ
と
対
峙
す
る
人
間
の

孤
独
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
そ
し
て
孤
独
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
は
夢
想
家
、
哲
学
者
の
存
在
の
在
り
方
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め

「
孤
立
し
た
焔
は
、
夢
想
家
と
焔
を
一
体
化
す
る
孤
独
の
証 13
」
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
焔
の
孤
独
は
、
夢
想
家
の
持
つ
孤
独
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
を
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
ア
ン
リ
・
ボ

ス
コ
の
小
説
『
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
』
の
ラ
ン
プ
の
記
述
を
例
に
と
っ
て
説
明
す
る
。『
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
』
の
主
人
公
は
、
あ
る
日
、
小
さ

な
村
に
引
っ
越
し
て
く
る
。
到
着
し
て
き
た
そ
の
晩
、
家
か
ら
も
う
一
つ
ラ
ン
プ
の
光
が
見
え
る
こ
と
を
発
見
す
る
が
、
そ
の
光

は
彼
を
い
ら
い
ら
さ
せ
る
。
ラ
ン
プ
を
前
に
仕
事
を
す
る
と
き
、
近
く
に
別
な
ラ
ン
プ
が
あ
る
と
気
が
散
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
こ

れ
を
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
ラ
ン
プ
の
孤
独
が
十
分
で
な
い
た
め
だ
、
と
指
摘
す
る
。
な
ぜ
な
ら
「
別
の
夢
想
が
一
つ
の
世
界
を
、
彼

自
身
の
世
界
に
対
峙
さ
せ
て
い
る
と
い
う
確
証
を
持
つ
と
す
れ
ば
、
彼
の
夢
想
は
か
き
乱
さ
れ
、
宇
宙
は
混
乱
す
る 14
」
か
ら
で
あ

る
。
彼
は
孤
独
な
世
界
を
求
め
て
村
に
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
邪
魔
さ
れ
る
。
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
の
が
、
も
う
一
つ
の
ラ
ン

プ
の
明
か
り
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
あ
る
日
、
村
に
は
深
い
雪
が
降
る
。
す
る
と
も
う
一
つ
の
ラ
ン
プ
の
も
つ
意
味
が
、
が
ら
り
と
変
わ
る
。
雪
の
存
在
に

よ
っ
て
個
々
の
家
が
孤
立
し
、
主
人
公
が
よ
り
孤
独
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
も
う
一
つ
の
ラ
ン
プ
は
主
人
公
を
慰
め
る

存
在
と
な
る
。
そ
の
光
は
、
遠
く
に
い
る
別
の
孤
独
な
人
間
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
孤
独
の
中
で
努
力
す
る
人
間
が
存
在
し
て
い

る
こ
と
の
証
と
な
る
。
す
な
わ
ち
ラ
ン
プ
は
、
互
い
に
十
分
な
孤
独
の
中
で
照
ら
し
て
い
る
と
き
に
初
め
て
、
互
い
に
交
流
し
あ
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う
関
係
に
な
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
記
述
か
ら
夢
想
家
、
哲
学
者
の
孤
独
の
性
質
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
の

名
を
上
げ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

孤
独
と
い
う
絶
対
の
中
で
書
き
な
が
ら
、
自
分
が
孤
独
な
読
者
た
ち
か
ら
な
る
偉
大
な
「
他
者
」
と
交
流
し
て
い
る
こ
と
を
、

ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
は
わ
か
っ
て
い
た 15

夢
想
家
や
哲
学
者
は
一
人
孤
独
に
英
知
を
求
め
る
。
し
か
し
そ
の
孤
独
が
十
分
で
あ
り
、
そ
の
中
で
英
知
を
求
め
て
努
力
す
る
と

き
、
初
め
て
他
者
と
の
交
流
が
生
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
の
孤
独
は
、
孤
独
で
あ
る
時
に
初
め
て
孤
独
か
ら
抜
け
出
す
可
能
性

を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
夢
想
家
の
孤

独
な
努
力
が
「
書
く
」
と
い
う
行
為
へ
と
結
び
つ
く
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
記
述
か
ら
、
蝋
燭
の
焔
と
夢
想
家
、
哲
学
者
が
共
通
し
て
も
つ
と
さ
れ
る
「
孤
独
」
の
性
質
が
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
こ

の
考
察
に
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
状
況
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
そ
の
意
義
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
当
時
の
バ
シ
ュ
ラ
ー

ル
は
大
学
の
職
を
辞
し
、
病
床
に
臥
せ
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
家
族
や
友
人
、
か
つ
て
の
教
え
子
ら
が
彼
の
周
り
に
は
い
た
が
、

と
き
に
彼
は
孤
独
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
自
ら
の
死
や
病
が
も
た
ら
す
痛
み
と
い
っ
た
、
ど
ん
な
に
親
し
い
間

柄
で
も
分
か
ち
合
う
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
に
直
面
す
る
時
に
は
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
孤
独
の
中
で
彼
は
、
孤
独

で
あ
る
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
よ
う
な
「
交
流
」
を
目
指
し
た
。
そ
れ
が
「
書
く
」
と
い
う
行
為
で
あ
り
、
そ
の
と
き
彼
が
書
い

て
い
た
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
『
蝋
燭
の
焔
』、
そ
し
て
『
断
章
』
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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三　

死
の
イ
メ
ー
ジ　
「
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
」

以
上
の
よ
う
に
『
蝋
燭
の
焔
』
で
は
「
静
か
で
微
妙
な
生
の
一
典
型 16
」
を
考
察
し
た
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
で
あ
っ
た
が
、
火
が
象
徴

す
る
の
は
生
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
死
後
に
残
さ
れ
た
草
稿
を
集
め
た
『
断
章
』
で
は
、
火
が
も
つ
死
の
イ

メ
ー
ジ
に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。
な
ぜ
火
の
イ
メ
ー
ジ
を
論
じ
る
と
き
に
、
死
が
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
の
か
、
バ
シ
ュ
ラ
ー

ル
は
ク
ロ
ー
デ
ル
に
言
及
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

作
家
が
火
に
つ
い
て
書
こ
う
す
る
と
き
、
彼
は
自
分
の
運
命
の
か
な
た
に
お
い
て
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
運
命
を
夢
想
し
て
い

る
。
こ
こ
に
は
ま
さ
し
く
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
へ
の
暗
黙
の
示
唆

0

0

0

0

0

が
あ
る
。
一
九
〇
六
年
、
ク
ロ
ー
デ
ル
は
友
人

の
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
フ
リ
ゾ
ー
に
連
作
『
樹
木
』
の
後
、『
果
実
』
と
題
さ
れ
る
一
連
の
戯
曲
を
書
く
つ
も
り
で
あ
る
と
手
紙

に
書
い
た
。
そ
し
て
「『
果
実
』
の
後
、
私
は
『
火
』
を
書
く
つ
も
り
だ
。
神
の
お
許
し
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
私
の
葬
送
の

薪
と
な
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。
し
た
が
っ
て
作
品
の
終
わ
り
が
、「
人
生
の
終
局
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
一
つ
の
作
品
の

終
わ
り
、
一
つ
の
人
生
の
終
わ
り
が
こ
の
よ
う
に
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
運
命
と
同
じ
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る 17
。

ク
ロ
ー
デ
ル
の
手
紙
を
引
用
し
な
が
ら
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
彼
が
最
後
の
作
品
を
『
火
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
書
こ
う
と
し
、
そ

の
作
品
を
「
自
ら
の
葬
送
の
薪
」
と
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ク
ロ
ー
デ
ル
に
と
っ
て
「
火
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、

作
品
の
最
終
段
階
で
あ
る
と
も
に
、
人
生
の
終
り
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
こ
の
手
紙
に
つ
い
て
、『
火
の

詩
学
』
の
草
稿
ノ
ー
ト
で
言
及
し
た
の
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
に
賛
同
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
も
「
火
」

と
い
う
テ
ー
マ
は
、
人
生
の
最
終
局
を
表
す
テ
ー
マ
で
あ
り
、
死
を
前
に
書
き
残
す
に
ふ
さ
わ
し
い
テ
ー
マ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
と
き
火
の
も
つ
「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
論
点
と
な
る
。

火
の
も
つ
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
象
徴
す
る
の
が
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
で
あ
る
。
彼
は
エ
ト
ナ
山
の
火
口
か
ら
身
を
投
げ
る
こ
と
で

自
ら
命
を
絶
つ
。
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

我
々
が
実
存
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

と
好
ん
で
主
張
す
る
あ
ら
ゆ
る
哲
学
と
は
逆
に
、
こ
こ
に
は
死
の
中
に
自
ら
を
投

0

0

0

0

じ
る

0

0

「
哲
学
者
」
が
い
る
。
お
そ
ら
く
誕
生
と
死
は
、
双
方
と
も
「
瞬
間
」
の
栄
光
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
誕
生
は
外
か
ら

我
々
に
到
来
す
る
。
死
の
中
に
自
ら
を
投
じ
る

0

0

0

0

0

0

と
き
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
は
初
め
て
自
由
と
な
る
の
だ 18
。

「
我
々
が
実
存
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
」
と
実
存
主
義
哲
学
に
言
及
し
な
が
ら
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
生
と
死
は

と
も
に
人
間
の
生
の
か
け
が
え
の
な
い
「
瞬
間
」
で
あ
る
が
、
我
々
が
自
ら
決
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
死
の
瞬
間
だ
け
で

あ
る
、
と
指
摘
す
る 19
。
我
々
は
自
由
の
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
は
サ
ル
ト
ル
の
言
葉
だ
が
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
死
こ

そ
が
真
の
自
由
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
よ
う
に
自
ら
死
を
選
ん
だ
も
の
に
顕
著
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
そ
彼
は
「
火
の
中
の
自
由
な
死
の
英
雄
」
と
い
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
を
「
英
雄
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
、
自
殺
を
賛
美
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
今

日
、
エ
ト
ナ
山
に
登
る
旅
人
が
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
を
思
い
起
こ
す
と
し
よ
う
。
も
し
彼
が
噴
火
口
に
飛
び
込
ん
だ
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
失
敗
し
た
行
為
、―

失
敗
し
た
詩
的
行
為―

で
し
か
な
い
だ
ろ
う 21
」
と
い
う
彼
は
、
火
山
に
飛
び
込
む
行
為
自
体
に
価

値
を
見
出
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
死
が
重
要
と
な
る
理
由
は
、
次
の
文
章
か
ら
推
測
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
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人
は
、
死
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
そ
の
人
自
身
と
な
る
。
地
獄
で
生
き
る
た
め
に
は
、
焔
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
エ
ト
ナ
山

に
身
を
投
じ
る
た
め
に
は
、
焔
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
は
そ
こ
に
身
を
投
じ
る
以
前
に
、
火
山
に
属
し

て
い
た
の
で
あ
る 21
。

こ
こ
で
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
死
は
「
身
を
投
じ
る
前
に
、
火
山
に
属
し
て
い
る
」
と
表
現
さ
れ
、
彼
の
死
は
、
彼
そ
の
も
の
に

由
来
し
た
出
来
事
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
火
に
飛
び
込
む
と
い
う
行
為
は
、
単
な
る
自
殺
で
は
な
く
、
自
ら
の
運
命
を
遂
げ

る
こ
と
と
な
り
う
る
の
だ
。
そ
し
て
彼
が
火
の
運
命
を
持
ち
、「
火
山
に
属
し
て
い
た
」
と
い
わ
れ
る
原
因
を
理
解
す
る
た
め
に

は
、
彼
が
火
の
よ
う
に
激
し
い
一
生
を
送
っ
た
と
い
う
類
似
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
の
思
想
を
も
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
は
万
物
を
火
、
水
、
大
地
、
風
の
四
大
元
素
と
結
び
つ
け
、
魂
を
も
含
め
た
す
べ
て
が
、
そ
れ
ら
の
流
転

の
う
ち
に
生
成
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
そ
の
思
想
に
お
い
て
死
は
、
一
つ
の
流
転
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
彼
が
火
山
に
身
を

投
げ
た
の
は
、
自
ら
が
神
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
説
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
自
ら
の
思
想
を
背
景
に

火
口
へ
と
飛
び
込
ん
だ
の
で
あ
り 22
、
思
想
と
は
、
彼
の
生
の
営
み
か
ら
生
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
自
ら
の
生
を
背
景
と
し

て
死
へ
と
向
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
生
か
ら
生
ま
れ
る
思
想
が
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
を
死
へ
導
い
た
こ
と
を
強
調
す
る

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
彼
の
死
を
生
の
対
極
に
あ
る
も
の
と
は
と
ら
え
な
か
っ
た
。
火
山
に
身
を
投
げ
る
と
い
う
行
為
は
、
生
が
思

想
と
い
う
形
で
既
に
予
期
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
に
と
っ
て
死
は
運
命
で
あ
り
、
死
の
前
に
「
火
に
属
し
て

い
た
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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四　

こ
れ
ま
で
の
生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ　
『
火
の
精
神
分
析
』

そ
れ
で
は
、
以
上
考
察
し
た
生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
、『
蝋
燭
の
焔
』
お
よ
び
『
断
章
』
以
前
の
記
述
と
対
比
し
て
み
よ
う
。

こ
れ
ま
で
も
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
議
論
は
『
蝋
燭
の
焔
』
や
『
断
章
』
の

議
論
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
比
較
に
最
も
適
し
て
い
る
の
は
、『
火
の
精
神
分
析
』
だ
ろ
う
。
こ
の
著

作
は
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
詩
的
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
最
初
に
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、『
蝋
燭
の
焔
』
や
『
断
章
』
と
同
様
、
火
を

テ
ー
マ
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
序
論
と
結
論
部
を
除
く
と
七
章
構
成
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
章
が
プ
ロ
メ
テ

ウ
ス
、
第
二
章
が
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
と
い
う
同
じ
主
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
そ
し
て
と
り
わ
け
第
二
章
で
は
、
火
が
象
徴
す
る

生
と
死
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
と
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
事
実
か
ら
、
二
通
り
の
解
釈
が
可
能
だ
ろ
う
。
一
つ
は
、『
火
の
精
神
分
析
』
の
時
期
に
す
で
に
、
最
晩
年
の
主
題
と
な

る
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
に
一
章
が
割
か
れ
て
お
り
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
章
に
は
、
の
ち
に
論
じ
ら
れ
る
生
と
死

へ
の
関
心
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
蝋
燭
の
焔
』
や
『
断
章
』
で
の
記
述
は
、
バ

シ
ュ
ラ
ー
ル
の
生
涯
を
通
じ
た
関
心
に
基
づ
い
た
も
の
、
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
七
章
の
う
ち
の
二
章
の
み
の
記
述

で
は
、
火
の
イ
メ
ー
ジ
に
み
ら
れ
る
生
と
死
の
議
論
が
、『
蝋
燭
の
焔
』
や
『
断
章
』
に
比
し
て
、
中
心
を
占
め
て
い
な
い
と
解

釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
晩
年
の
著
作
で
は
、
生
や
死
の
イ
メ
ー
ジ
が
議
論
の
中
心
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
火
の
精
神
分
析
』

で
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
り
詳
細
な
指
摘
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、『
蝋
燭
の
焔
』
お
よ
び
『
断
章
』

で
の
記
述
は
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
思
想
の
新
た
な
展
開
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
解
釈
は
と
も
に
正
当
性
を

持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
晩
年
に
論
じ
る
生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
萌
芽
」
と
し
て
は
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
論
じ
た

当
初
か
ら
存
在
し
た
。
し
か
し
生
と
死
の
問
題
が
火
の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
論
じ
る
際
の
中
心
的
テ
ー
マ
と
な
り
、
よ
り
詳
細
な
議
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論
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
晩
年
の
議
論
に
は
当
初
見
ら
れ
な
か
っ
た
論
点
が
含
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
『
蝋
燭
の
焔
』
お
よ
び

『
断
章
』
は
、
生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
す
る
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
思
想
全
体
に
通
じ
る
主
張
で
あ
る
と
と
も
に
、
彼
の
思
想
の
最

終
的
な
到
達
点
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
晩
年
に
お
い
て
、
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
論
点
と
は
ど
の
部
分
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
生
と
死
の
イ
メ
ー

ジ
が
も
つ
関
係
性
の
議
論
で
あ
る
。
初
め
に
『
火
の
精
神
分
析
』
で
な
さ
れ
る
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
議
論
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。

流
れ
る
水
ほ
ど
単
調
で
も
抽
象
的
で
も
な
く
、
茂
み
の
中
で
毎
日
見
ら
れ
て
い
る
巣
に
い
る
鳥
よ
り
も
成
長
し
、
変
わ
っ
て

い
く
火
は
、
時
間
を
変
化
さ
せ
、
駆
り
立
て
る
欲
望
を
暗
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
生
命
を
そ
の
終
末
へ
、
そ
の
彼

岸
へ
と
連
れ
て
行
こ
う
と
す
る
欲
望
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
き
わ
め
て
特
殊
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
非
常
に
一
般
的
で
も
あ

る
夢
想
は
、
火
に
対
す
る
愛
と
尊
敬
と
を
、
生
命
の
本
能
と
死
の
本
能
と
を
結
び
付
け
る
真
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
規
定
す

る 23
。

火
は
常
に
燃
え
上
が
り
、
刻
々
と
変
化
す
る
。
そ
の
存
在
は
、
時
間
の
経
過
と
そ
れ
に
と
も
な
う
生
命
の
躍
動
を
感
じ
さ
せ
、
結

果
と
し
て
そ
の
終
末
、
死
を
も
思
わ
せ
る
。
そ
の
た
め
火
は
、
自
ら
生
き
よ
う
と
す
る
「
生
命
の
本
能
」
と
死
へ
と
誘
惑
さ
れ
る

「
死
の
本
能
」
を
併
せ
持
つ
存
在
な
の
で
あ
る
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
こ
の
二
つ
の
本
能
を
結
び
つ
け
る
「
真
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
」
を
「
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
と
名
付
け
る
。
こ
こ
か
ら
彼
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
の
議
論

を
独
自
に
解
釈
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
「
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
の
命
名
に
習
い
つ
つ
、
生
と
死
を
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス

と
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
し
た
が
っ
て
『
火
の
精
神
分
析
』
に
お
い
て
、
火
が
象
徴
す
る
生
と
死
が
表
裏
一
体

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
、
そ
の
基
本
的
な
主
張
に
お
い
て
は
晩
年
の
議
論
と
同
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じ
も
の
と
い
え
る
。

し
か
し
晩
年
の
議
論
に
は
、
こ
の
論
点
を
さ
ら
に
進
め
た
記
述
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
蝋
燭
の
焔
に
つ
い
て
論
じ

た
、
次
の
よ
う
な
箇
所
で
あ
る
。

（
蝋
燭
と
砂
時
計
と
い
う
）
二
つ
は
、
共
に
人
間
的
時
間
を
図
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
何
と
違
っ
た
方
法
で
あ
る
こ
と

か
！　

焔
は
上
に
向
か
っ
て
流
れ
る
砂
時
計
で
あ
る
。
流
れ
る
砂
よ
り
も
軽
く
、
時
自
身
が
常
に
な
に
か
な
す
べ
き
こ
と
を

持
っ
て
で
も
い
る
か
の
よ
う
に
、
焔
は
そ
の
形
態
を
形
作
っ
て
い
る 24
。

蝋
燭
と
砂
時
計
は
共
に
「
人
間
的
時
間
」
を
は
か
る
。
そ
れ
は
時
を
測
る
と
い
う
機
能
を
果
た
す
だ
け
で
な
い
。
絵
画
に
お
い
て

砂
時
計
が
人
間
の
生
を
象
徴
す
る
よ
う
に
、
我
々
の
生
の
時
間
に
は
限
り
が
あ
り
、
そ
の
先
に
死
が
待
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て

く
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
砂
時
計
と
蝋
燭
は
、
測
り
方
が
異
な
っ
て
い
る
、
と
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
指
摘
す
る
。
砂
時
計
の
砂
は
、

下
に
落
ち
る
。
そ
れ
は
止
め
よ
う
と
し
て
も
止
め
ら
れ
な
い
時
間
の
象
徴
で
あ
り
、
人
間
が
肉
体
と
し
て
、
常
に
劣
化
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
蝋
燭
の
時
間
は
、
上
昇
す
る
時
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
な
す
べ
き
こ
と
を
持
っ
て
い

る
」
時
間
、
何
か
を
成
し
遂
げ
、
ま
た
成
し
遂
げ
よ
う
と
試
み
た
結
果
、
燃
え
尽
き
る
時
間
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
バ
シ
ュ
ラ
ー

ル
が
、
自
ら
の
著
作
を
『
蝋
燭
の
焔
』
と
名
付
け
た
こ
と
か
ら
も
、
ど
ち
ら
の
時
間
を
よ
り
人
間
的
な
在
り
方
で
あ
る
と
考
え
て

い
た
か
が
わ
か
る
。
蝋
燭
は
上
昇
す
る
生
と
そ
の
先
に
待
っ
て
い
る
死
を
、
と
も
に
象
徴
す
る
が
ゆ
え
に
「
人
間
的
時
間
」
を
測

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
議
論
は
『
火
の
精
神
分
析
』
と
同
じ
く
、
生
と
死
が
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
さ
ら
な
る

論
点
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
蝋
燭
の
焔
は
、
激
し
く
燃
え
れ
ば
燃
え
る
だ
け
、
燃
え
尽
き
る
時
も
早
く
訪
れ
る
。
生
は
死
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と
一
体
と
な
っ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
生
そ
の
も
の
が
、
結
果
と
し
て
死
を
招
く
の
で
あ
る
。

こ
の
論
点
は
、
晩
年
の
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
議
論
に
お
い
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。『
火
の
精
神
分
析
』
で
は
、

「
生
の
本
能
」
と
「
死
の
本
能
」
は
「
本
能
」
と
い
う
逃
れ
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
両
立
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
『
断
章
』

に
お
け
る
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
議
論
で
は
、
生
の
結
果
で
あ
る
思
想
が
背
景
と
な
り
、
彼
の
死
が
運
命
と
な
る
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス

が
、
英
知
を
求
め
て
天
空
に
上
が
り
、
結
果
と
し
て
死
に
値
す
る
ほ
ど
の
罰
を
受
け
た
よ
う
に
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
に
お
い
て
も
、

英
知
を
求
め
る
努
力
の
結
果
が
死
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
に
関
し
て
な
さ
れ

た
ゲ
ー
テ
へ
の
言
及
を
見
て
み
よ
う
。『
断
章
』
に
お
い
て
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、「
火
の
中
に
自
分
自
身
の
無
を
見
出
す
」
と
い
う

エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
死
は
逆
説
的
に
「
人
間
の
偉
大
さ
を
語
る
も
の
」
で
あ
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
こ
の
死
に
関
し
て
「
ゲ
ー

テ
の
言
葉
、「
焔
に
あ
こ
が
れ
る
／
生
け
る
も
の
を
こ
そ
私
は
た
た
え
よ
う
」
を
思
い
起
こ
そ
う 25
。」
と
い
う
。
こ
れ
は
『
西
東
詩

集
』
に
収
め
ら
れ
た
「
至
福
の
あ
こ
が
れ
（Selige sehensucht

）」
か
ら
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
つ
い
て
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は

別
の
箇
所
で
も
注
記
す
る
ほ
ど
重
視
し
て
い
た
の
だ
が 26
、
こ
の
詩
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
始
ま
る
。

だ
れ
に
も
告
げ
る
な
、
賢
い
人
ら
を
お
い
て
、
／
衆
人
は
直
ち
に
あ
さ
む
の
だ
か
ら
、

焔
の
死
に
あ
こ
が
れ
る
／
生
け
る
も
の
を
こ
そ
わ
た
し
は
称
え
よ
う 27
。

ま
ず
ゲ
ー
テ
は
「
衆
人
」
で
は
な
く
「
か
し
こ
い
人
」
た
ち
へ
呼
び
か
け
る
。
な
ぜ
な
ら
「
か
し
こ
い
人
た
ち
」
こ
そ
、「
焔
の

死
に
あ
こ
が
れ
る
も
の
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
焔
の
死
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
第
四

連
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
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遠
さ
は
何
の
支
障
で
も
な
い
、
／
お
前
は
ま
し
ぐ
ら
に
呪
の
ち
か
ら
に
惹
か
れ
て
翔
ぶ
、

そ
し
て
究
竟
、
光
に
こ
が
れ
／
蛾
よ
、
お
前
は
焼
き
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
る
。

「
焔
の
死
に
あ
こ
が
れ
る
も
の
」
は
蛾
で
あ
る
。
夜
の
蛾
は
光
に
あ
こ
が
れ
て
、
そ
の
ま
ま
焔
に
飛
び
込
む
。
そ
の
死
を
、
か
し

こ
い
人
た
ち
が
理
解
す
る
の
は
、
か
し
こ
い
人
た
ち
も
ま
た
光
と
い
う
よ
り
高
い
英
知
へ
の
あ
こ
が
れ
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
こ
で
も
高
み
を
求
め
よ
う
と
す
る
生
の
結
果
と
し
て
「
焔
の
中
で
の
死
」
が
生
じ
る
、
と
い
う
論
点
が
繰
り
返
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
こ
れ
を
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
と
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
る
。
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
は
、
蛾
を
理
解
す

る
だ
け
は
な
い
。
彼
自
身
が
、
火
に
飛
び
込
ん
だ
一
匹
の
蛾
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
生
と
死
を
表
裏
一
体
の
も
の
と
考
え
る
『
火
の
精
神
分
析
』
の
記
述
を
さ
ら
に
展
開
し
、
晩

年
の
記
述
に
お
い
て
は
生
の
努
力
、
と
り
わ
け
英
知
を
求
め
る
努
力
の
結
果
と
し
て
の
死
の
訪
れ
に
着
目
す
る
。
し
た
が
っ
て

『
火
の
精
神
分
析
』
と
基
本
的
な
論
点
を
同
じ
く
し
つ
つ
も
、
晩
年
に
は
生
と
死
の
関
係
が
よ
り
具
体
的
に
語
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
先
ほ
ど
の
ゲ
ー
テ
の
詩
は
、
生
の
結
果
と
し
て
の
死
、
に
と
ど
ま
ら
な
い
論
点
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
最
終
の
第
五

連
が
、
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
、
死
し
て
成
れ
！　

こ
の
こ
と
を
、
／
つ
い
に
会
得
せ
ぬ
か
ぎ
り
、

お
前
は
暗
い
地
の
上
の
／
暗
く
悲
し
い
孤
客
に
す
ぎ
ぬ
。

「
死
し
て
な
れ
！
（Srtirb und W

erde

）」
と
い
う
こ
の
言
葉
に
は
、
様
々
な
解
釈
が
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
死
ぬ
と
い
う
行
為
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が
、
さ
ら
な
る
生
成
の
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
読
み
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
死
は
、
生
の
結
果
で
あ

る
だ
け
は
な
い
。
そ
れ
は
さ
ら
な
る
生
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
ゲ
ー
テ
の
詩
句
に
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
注
目
し
て
い
た
。
当
該
の
詩
が
全
文
引
用
さ
れ
て
い
る
注
の
あ
と
、
バ
シ
ュ

ラ
ー
ル
が
欄
外
に
「
死
し
て
成
れ
！
を
再
び
取
り
上
げ
る
こ
と
」
と
メ
モ
し
て
い
た
こ
と
を
、
シ
ュ
ザ
ン
ヌ
は
記
し
て
い
る 28
。
実

際
は
彼
の
死
に
よ
っ
て
、
こ
の
論
点
が
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
死
の
結
果
と
し
て

訪
れ
る
生
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
論
じ
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
か
、
推
測
で
き
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
火
が
も
つ
イ
メ
ー

ジ
を
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
論
点
で
ま
と
め
る
章
で
あ
る
。

五　

生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ　
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
」

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
は
火
の
鳥
と
も
い
わ
れ
、
不
死
の
鳥
と
さ
れ
る
伝
説
上
の
生
物
で
あ
る
。
彼
ら
は
時
期
が
来
る
と
自
ら
発
火
し

て
焼
け
死
に
、
そ
の
灰
か
ら
再
び
復
活
す
る
。
ま
さ
に
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
は
、
火
が
も
た
ら
す
死
と
そ
こ
か
ら
の
復
活
を
象
徴
す

る
存
在
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
『
火
の
詩
学
』
と
い
う
大
著
の
一
部
を
『
蝋
燭
の
焔
』
と
し
て
出
版
し
た
の
ち
、

残
っ
た
部
分
を
「
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ま
と
め
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
こ
の
事
実
は
、
蝋
燭
と
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の

関
係
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
。
蝋
燭
と
い
う
テ
ー
マ
が
、
火
に
お
け
る
生
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
生
の
結
果
と
し
て
の
死
を
も

暗
示
す
る
の
に
対
し
て
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
は
火
に
お
け
る
死
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
と
も
に
、
死
の
先
に
あ
る
再
生
を
象
徴
す
る
。

蝋
燭
と
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
は
、
い
わ
ば
生
と
死
の
一
つ
の
円
環
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
論
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
論
じ
る
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の

最
大
の
特
徴
は
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
と
い
う
神
話
上
の
存
在
を
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
の
在
り
方
と
関
連
付
け
る
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点
で
あ
る
。

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
は
今
後
、
語
の
十
全
な
意
味
に
お
い
て
言
語
活
動
の
一
存
在
、
詩
的
言
語
活
動
の
一
存
在
と
な
る
。
フ
ェ

ニ
ッ
ク
ス
は
そ
れ
で
し
か
な
い
が
、
そ
の
一
切
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
書
物
に
お
け
る
一
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
え
ず
再
生

す
る
。
い
つ
も
新
し
い
装
い
で
詩
的
に

0

0

0

再
生
す
る
の
だ 29
。

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
は
あ
り
ふ
れ
た
神
話
的
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
普
段
、
我
々
の
興
味
を
引
く
こ
と
は
少
な
い
。
こ
の
点
で
フ
ェ
ニ
ッ

ク
ス
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
い
わ
ば
死
ん
だ
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
才
能
あ
る
詩
人
が
自
ら

の
詩
の
な
か
に
入
れ
る
こ
と
で
再
生
す
る
。
そ
れ
は
新
し
い
装
い
で
我
々
を
ひ
き
つ
け
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
。
こ

の
点
で
詩
の
な
か
の
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
は
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
だ
か
ら

こ
そ
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
は
「
書
物
に
お
け
る
一
存
在
」
な
の
で
あ
る
。

そ
の
う
え
で
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、
実
は
詩
そ
の
も
の
が
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
す
る
。

詩
も
ま
た
、
歌
う
永
遠
の
中
で
震
え
る
「
鳥
」
の
よ
う
に
、
原
因
を
持
た
な
い
一
つ
の
詩
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
接
的
原
因
を

も
た
ず
、
心
理
的
原
因
も
文
化
的
原
因
も
持
た
な
い
。
そ
の
詩
は
、
一
羽
の
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
な
の
だ 31
。

一
つ
の
詩
が
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
の
は
、
過
去
の
詩
や
イ
メ
ー
ジ
と
は
関
係
が
な
い
。
こ
れ
を
バ
シ
ュ
ラ
ー

ル
は
、
詩
が
「
直
接
的
原
因
を
持
た
な
い
」
と
表
現
す
る
。
あ
る
詩
を
常
に
素
晴
ら
し
い
と
み
な
す
よ
う
な
心
理
的
な
理
由
も
存

在
し
な
け
れ
ば
、
文
化
的
な
要
因
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
点
で
詩
は
、
つ
ね
に
評
価
を
下
げ
、
忘
れ
さ
ら
れ
る
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可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
詩
は
常
に
再
生
の
力
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
る

べ
き
時
に
は
、
新
し
い
評
価
が
下
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
詩
と
い
う
存
在
は
、
死
ん
で
も
常
に
よ
み
が
え
る
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
な
の

で
あ
る 31
。

詩
を
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
と
と
ら
え
る
彼
の
議
論
は
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
る
議
論
の
背
後
に
あ
る
一
つ

の
主
題
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
書
く
」
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
を
詩
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
。
こ
こ
で
「
書
く
」
と
い
う
行
為
が
、
生
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
も
言
及

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ラ
ン
プ
を
主
題
と
し
た
生
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
ラ
ン
プ
が
孤
独
な
生
を
象
徴
す
る
、

と
い
う
議
論
を
考
察
し
た
。
そ
こ
で
は
「
書
く
」
と
い
う
行
為
が
、
孤
独
な
存
在
を
交
流
す
る
存
在
へ
と
転
換
す
る
力
を
持
っ
て

い
た
。
す
な
わ
ち
生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
は
と
も
に
「
書
く
」
と
い
う
行
為
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
上
の
考
察

を
踏
ま
え
て
、
先
ほ
ど
の
ゲ
ー
テ
の
詩
句
を
再
び
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

こ
の
、
死
し
て
成
れ
！　

こ
の
こ
と
を
、
／
つ
い
に
会
得
せ
ぬ
か
ぎ
り
、

お
前
は
暗
い
地
の
上
の
／
暗
く
悲
し
い
孤
客
に
す
ぎ
ぬ
。

「
死
し
て
成
れ
！
」
を
会
得
し
な
い
限
り
、
我
々
は
暗
く
悲
し
い
「
孤
客
」
に
過
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
ド
イ
ツ
語
のG

ast

、
フ
ラ

ン
ス
語
訳
で
はun hôte

を
日
本
語
訳
の
生
野
氏
が
「
孤
客
」
と
訳
し
た
よ
う
に
、「
暗
い
地
の
上
の
、
暗
く
悲
し
い
客
」
に
は
孤

独
の
影
が
存
在
す
る
。
そ
こ
か
ら
抜
け
出
る
方
法
が
「
死
し
て
成
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
と
っ
て
「
死
し

て
成
る
」
こ
と
は
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
死
と
再
生
で
あ
り
、
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
が
一
片
の
詩
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
書
く
と
い
う
行
為
が
、
我
々
を
孤
独
な
存
在
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
を
再
生
へ
と
繋
げ
て
い
た
か
ら
で
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は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
生
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
我
々
は
生
に
お
い
て
孤
独
な
存
在
で
あ
り
、
し
か
し
孤
独
な
存
在
だ

か
ら
こ
そ
、
書
く
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
誰
か
と
交
流
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
激
し
く
英
知
を
求
め
る
生
が
結
果

と
し
て
死
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
死
は
ま
た
、
再
生
へ
の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
書
か
れ
た
も
の
は

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
作
者
亡
き
後
も
常
に
再
生
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
生
か
ら
死
、
死
か
ら
生
へ

の
円
環
が
、
書
く
と
い
う
行
為
が
も
つ
交
流
の
力
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
。

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
彼
が
『
蝋
燭
の
焔
』
の
最
後
を
次
の
よ
う
な
文
章
で
締
め
く
く
っ
た

の
も
理
解
で
き
る
。

結
局
、
人
生
の
様
々
の
経
験
、
引
き
裂
か
れ
、
自
ら
引
き
裂
き
も
す
る
経
験
に
よ
れ
ば
、
私
が
真
に
実
存
の
テ
ー
ブ
ル

0

0

0

0

0

0

0

に
着

く
の
は
、
む
し
ろ
白
紙
を
前
に
し
た
と
き
、
私
の
ラ
ン
プ
か
ら
適
当
な
距
離
を
置
い
て
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
広
げ
た
白
い
ペ
ー

ジ
を
前
に
し
た
と
き
で
あ
る
。（
中
略
）
私
の
周
り
は
全
て
、
休
息
で
あ
り
、
静
け
さ
で
あ
る
。
私
の
孤
独
な
存
在
、
存
在
を

求
め
て
い
る
私
の
存
在
は
、
あ
る
別
の
存
在
、
存
在
を
超
え
出
た
存
在
と
な
ろ
う
と
す
る
信
じ
ら
れ
な
い
要
求
に
張
り
つ
め

て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、「
無
」
か
ら
「
夢
想
」
か
ら
書
物
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
も
す
る
の
で
あ

る 32
。

私
が
「
実
存
」
す
る
の
は
、
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
白
紙
を
前
に
し
た
時
だ
、
と
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
も
実
存
主

義
に
言
及
し
つ
つ
、
真
の
「
実
存
」
は
単
な
る
生
で
は
な
く
、
白
紙
を
前
に
「
書
く
」
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
初
め
て
可
能
と

な
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
れ
は
「
書
く
」
と
い
う
行
為
が
、
私
に
孤
独
な
静
け
さ
を
与
え
、
同
時
に
よ
り
良
い
英
知
へ
と
登
ろ

う
と
す
る
試
み
、
自
ら
を
「
超
え
出
た
存
在
に
な
ろ
う
と
す
る
要
求
」
を
掻
き
立
て
る
か
ら
で
あ
る
。
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そ
し
て
こ
の
「
超
え
出
た
存
在
」
と
は
、
よ
り
よ
い
自
己
で
あ
る
と
と
も
に
、「
別
の
存
在
」
と
い
う
他
者
で
も
あ
る
。
我
々

は
孤
独
な
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
書
く
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
他
者
を
求
め
る
。
書
か
れ
た
も
の
は
他
者
へ
の
交
流
を
可
能

と
す
る
こ
と
で
、
著
者
の
死
後
も
再
生
の
可
能
性
を
持
ち
続
け
る
。
そ
の
と
き
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
「
急
げ
、
死
を
宣
告
さ
れ
た
肉

体
よ
！
」
と
い
う
詩
句
を
引
用
し
な
が
ら
、
死
の
直
前
ま
で
自
ら
の
著
作
を
推
敲
し
て
い
た
意
味
が
明
ら
か
と
な
る
。
バ
シ
ュ

ラ
ー
ル
は
『
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
の
詩
学
』
と
い
う
幻
の
著
作
を
通
し
て
自
ら
の
死
と
、
そ
の
後
の
再
生
の
可
能
性
を
見
つ
め
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

結
語

本
論
文
で
は
、
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
の
遺
構
と
な
っ
た
『
蝋
燭
の
焔
』
と
、
死
後
出
版
さ
れ
た
『
火
の
詩
学　

断
章
』
を
中
心
に
火

を
主
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
考
察
し
た
。
生
の
イ
メ
ー
ジ
は
蝋
燭
と
ラ
ン
プ
と
い
う
主
題
、
死
の
イ
メ
ー

ジ
は
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
と
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
と
い
う
主
題
の
も
と
で
論
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
生
の
孤
独
や
上
昇
へ
の
努
力
、
そ
し

て
英
知
を
求
め
る
結
果
と
し
て
の
死
、
と
い
う
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
決
し
て
ば

ら
ば
ら
の
も
の
で
は
な
い
。
別
々
に
出
版
さ
れ
た
『
蝋
燭
の
焔
』
と
『
断
章
』
が
、
本
来
は
一
冊
の
大
著
『
火
の
詩
学
』
と
し
て

構
想
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
は
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
生
か
ら
死
へ
、
死
か
ら
再
生
へ
と
い
う
円
環
を

形
作
る
。
こ
の
生
と
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
な
ぐ
の
は
、
我
々
が
英
知
を
求
め
る
孤
独
な
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
で
あ
り
、
だ

か
ら
こ
そ
可
能
に
な
る
「
書
く
」
と
い
う
行
為
の
重
要
性
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
生
を
勉
学
に
捧
げ
、
生
涯
に
お
い
て
二
十
冊
以

上
の
著
作
を
発
表
し
た
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
が
、
自
ら
の
死
を
前
に
し
て
生
涯
を
振
り
返
っ
た
時
の
率
直
な
思
い
で
あ
り
、
願
い
で
も

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
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な
お
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
に
は
、
火
以
外
の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
に
関
連
し
て
生
や
死
の
イ
メ
ー
ジ
に
言
及
し
た
箇
所
も
存
在
す
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
記
述
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
死
生
観
を
形
作
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
考
察
は
稿

を
改
め
て
行
う
こ
と
と
し
た
い
。
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Summaries

(146)

Early 20th century French philosopher Gaston Bachelard (1884-1962), 

who received extensive training in the physical sciences, devoted his life to the 

promotion of the human imagination. Taking most of his examples from poetry, he 

discussed and classified various kinds of images in terms of their relationships with 

the elements of earth, water, air, and fire.

Before his death, he returned to images of fire. Some of this work was 

published before Bachelard died under the title The Flame of a Candle (La flame 

d’une chandelle, 1961). The remainder was edited by his daughter Suzanne and 

subsequently published as Fragments of a Poetic of Fire (Fragments d’une poétique du 

Feu, 1988). In this paper, I will consider Bachelard’s examination of life and death 

images, focusing chiefly on these two volumes.

In The Flame of a Candle, Bachelard claims that the candle’s flame is a model 

of the tranquil and delicate life, because it expresses verticality and solitude. He 

uses the flame as a metaphor to explain how people live solitary lives with a desire 

to improve. On the other end of the spectrum, the death images of fire, which 

Bachelard examines in Fragments of a Poetic of Fire, are linked to the Phoenix, the 

mythical bird that dies by fire, and Empedocles, who killed himself by leaping into 

volcanic Mount Etna.

Yet we must note that these two arguments, although published in two 

different volumes decades apart, were originally considered to be part of a single 

work. Consequently, to Bachelard, life and death images do not remain mutually 
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of a Poetic of Fire

Keiko Hashizume
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exclusive opposites, but interdependent. The phoenix dies, but rises again from the 

ashes. Similarly, as I argue, Bachelard regarded life and death as two sides of the 

same coin. 
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