
「
文
学
的
回
想
」

マ
ル
タ
ン
・
デ
ュ
・
ガ
ー
ル
著
・
店
村
新
次
訳

(
法
律
文
化
社
A
5
判
・
二
九
一
頁
七
八
0
円
)

昨
年
の
春
、
 
M
 
・
デ
ュ
・
ガ
ー
ル
の
処
女
作

「
生
成
」
を
訳
出
さ
れ
た
店
村
新
次
教
授
が
、
学
園

紛
争
に
伴
う
惡
条
件
と
戦
い
な
が
ら
、
困
難
な
訳

業
を
見
事
に
完
成
し
、
再
び
世
に
問
わ
れ
た
の
が

本
書
で
あ
る
。
あ
の
釜
の
青
岩
小
説
「
テ
ィ
ボ

1
家
の
人
々
」
以
来
、
 
M
 
・
デ
ユ
・
ガ
ー
ル
の
名

を
青
春
の
導
師
と
し
て
脳
裡
に
か
た
く
刻
み
な
が

ら
、
(
個
人
的
な
こ
と
を
語
る
こ
と
を
好
ま
な
い
デ

ユ
・
ガ
ー
ル
の
主
義
め
せ
い
も
あ
っ
て
)
そ
の
人

生
の
個
人
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
知
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
彼
の
愛
読
者
に
と
っ
て
、
こ
れ

以
上
あ
り
が
た
い
贈
物
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

も
店
村
教
授
は
、
長
年
、
作
者
の
研
究
に
う
ち
こ

ん
で
こ
ら
れ
た
か
九
で
あ
る
。
果
し
て
本
当
は

「
文
学
的
回
想
」
の
ほ
か
、
デ
ユ
・
ガ
ー
ル
が
恩
師

の
た
め
に
も
の
し
た
美
し
い
「
祉
言
」
を
は
じ
め

友
人
や
医
師
の
追
想
を
収
め
、
デ
ユ
・
ガ
ー
ル
文

学
研
究
の
分
野
で
定
評
の
あ
る
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ

ミ
ユ
(
M
 
・
デ
ュ
・
ガ
】
ル
論
)
と
ド
ミ
ニ
ッ

ク
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
(
プ
ル
ー
ス
ト
か
M
 
・
デ

ユ
・
ガ
ー
ル
か
)
の
長
智
噐
文
二
点
を
加
え
、
最

後
に
訳
者
が
独
自
の
立
場
か
ら
、
全
作
品
の
成
立

過
程
と
そ
の
發
を
改
め
て
展
説
説
す
る
と
い

う
周
到
さ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
本
穫
、
彼
の
文

学
の
愛
読
者
必
糖
書
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
彼

の
文
学
の
研
究
者
に
と
っ
て
欠
か
せ
ぬ
文
献
と
な

つ
て
い
る
の
で
あ
る

そ
の
主
義
と
あ
く
ま
で
謙
虚
な
人
柚
の
せ
い
で

あ
ろ
う
か
、
本
沓
で
も
身
辺
の
屯
要
な
事
件
、
た

と
え
ぱ
結
婚
、
家
庭
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
鑾
員
、
な
ど

に
関
す
る
記
述
は
、
篤
く
ほ
ど
簡
潔
で
あ
る
。
こ

の
点
、
い
さ
さ
か
物
足
ら
徐
じ
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
が
、
器
文
学
的
回
想
(
原
題
で
は
自
伝

的
・
文
学
的
回
想
)
が
示
す
よ
う
に
、
文
学
集

上
の
苦
労
に
関
す
る
回
想
は
詳
細
を
き
わ
め
、
彼

の
文
学
制
作
の
秘
密
が
、
こ
れ
以
上
な
い
程
の
素

直
さ
で
告
白
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
家
は
、
少
年

時
代
か
ら
才
気
に
ま
か
せ
て
書
き
ま
く
る
こ
と
を

排
し
、
主
題
に
応
じ
九
い
く
つ
か
の
フ
ラ
ン
を
用

愆
し
て
、
慎
重
に
筆
を
す
す
め
る
方
法
を
採
用
し

て
い
る
が
、
古
文
譜
学
院
で
の
学
習
が
こ
の
方
法

を
さ
ら
に
強
固
な
も
の
と
し
て
、
大
作
「
一
プ
イ
ボ

ー
'
家
の
人
々
し
も
、
「
鼎
L
 
後
半
の
焦
点
を
な
す

「
モ
ー
モ
ー
ル
大
佐
の
手
記
L
(
未
公
開
)
も
力
】
ド

と
ノ
ー
ト
の
徹
底
的
整
備
の
の
ち
、
世
に
生
み
だ

さ
れ
九
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
が
あ
の
「
一
ブ
イ
ボ

1
家
の
人
々
」
の
「
た
だ
の
一
行
で
も
、
わ
た
し

の
目
の
前
に
で
き
あ
が
っ
て
い
な
か
っ
た
も
の
は

な
い
」
と
口
い
き
る
と
き
、
誰
が
驚
か
な
い
で
お

ら
れ
よ
う
か
?
器
、
明
晰
、
堅
牢
、
優
雅
な

ど
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
特
質
の
す
べ
て
は
、
こ
う

し
た
地
味
で
堅
実
な
不
断
の
努
力
と
無
縁
で
は
な

い
や
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
、
「
孤
独
で
、
カ

)
0

し強
く
、
執
揃
な
専
心
に
ょ
っ
て
は
じ
め
て
得
ら
れ

る
奇
蹟
」
で
あ
る
と
い
う
彼
の
信
条
告
白
に
接
す

る
だ
け
で
も
、
本
沓
を
ひ
も
と
く
価
値
が
あ
る
。

大
方
器
者
に
推
胞
す
る
所
以
で
あ
る
。

全
学
部
教
授
・
前
川
道
介
)
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「
松
山
高
士
口
」

満
口
靖
夫
編
著

(
創
兀
社
・
 
B
6
判
・
三
四
0
頁
・
七
0
0
円
)

著
者
神
晏
学
院
大
学
学
長
溝
口
博
士
は
長
年

同
大
学
の
図
書
館
長
で
あ
っ
た
の
で
資
料
に
詳
し

く
、
ま
た
同
志
社
や
米
国
で
神
学
を
修
め
、
か
つ

女
学
院
に
は
松
山
翁
の
令
嬢
初
子
女
史
も
お
ら
れ

松
山
仏
の
執
筆
に
は
最
適
者
で
あ
ろ
う
。
本
轡
は

ま
こ
と
に
ょ
く
松
山
高
吉
を
伝
え
て
い
る
と
同
時

に
黒
社
史
の
好
資
料
で
も
あ
る
。
そ
の
概
略
を

紹
介
し
よ
う
。

序
文
に
お
い
て
湯
浅
八
郎
、
佐
々
木
二
郎
、
柳

原
貞
次
郎
の
三
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
翁
の
人
と
な
り
を

述
べ
て
お
ら
れ
る
。

高
吉
が
儒
学
、
俳
諧
、
茶
道
に
通
じ
た
父
祖
の

血
を
う
け
、
自
身
も
国
学
に
ょ
っ
て
古
道
を
探
求

し
た
。
し
か
も
一
族
中
に
は
医
を
志
す
者
相
次
ぐ

有
様
で
、
松
山
家
に
は
自
由
進
歩
の
風
も
強
か
っ

九
。
こ
の
気
風
が
後
に
基
督
教
を
受
け
容
れ
る
下

地
と
な
り
、
つ
い
で
国
学
者
仲
間
か
ら
派
迪
さ
れ

九
探
子
松
山
が
か
え
っ
て
基
督
教
こ
そ
神
道
の
ま

だ
達
し
得
な
い
と
こ
ろ
に
到
達
し
九
宗
教
で
あ
る

と
見
て
、
断
然
受
洗
し
た
次
第
が
「
福
音
と
の
出

会
い
し
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
召
さ
れ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
日
本
架
督

者
松
山
に
は
彼
に
最
適
の
仕
票
待
ち
受
け
て
い

た
そ
れ
は
聖
占
和
訳
と
讃
美
歌
択
の
業
で
あ

「
松
山
轡
は
、
何
よ
り
も
聖
醤
の
和
訳
に
当
っ

て
陰
の
力
と
な
っ
て
つ
く
し
た
人
で
あ
り
、
特
に

そ
の
優
れ
た
日
本
語
の
表
現
力
を
も
っ
て
こ
の
こ

と
に
貢
献
し
た
の
で
あ
り
、
彼
は
こ
豊
味
で
、

み
こ
ー
ば

ま
さ
に
、
美
し
き
日
本
語
に
ょ
る
御
言
の
伝
達
者

と
呼
ぷ
に
ふ
さ
わ
し
い
(
五
頁
)
と
苫
者
は
言

つ
て
い
る
。
彼
は
明
治
・
大
正
を
通
じ
て
前
後
三

回
各
派
共
同
の
聖
当
和
訳
と
そ
の
故
訳
に
関
係
し

九
。
米
国
聖
譜
協
会
は
「
彼
は
聖
砂
翔
訳
に
正

し
く
そ
の
最
初
か
ら
一
九
一
七
年
新
約
聖
害
の
改

訳
完
成
ま
で
参
与
す
る
名
誉
を
も
ち
得
た
唯
一
人

の
人
で
あ
っ
九
L
 
と
称
裁
謝
の
辞
を
呈
し
た
こ

と
を
本
書
は
紹
介
し
て
い
る
。
識
美
歌
塑
に
お

い
て
も
彼
の
国
語
や
和
歌
の
知
識
が
非
常
な
力
と

な
っ
た
。
彼
自
信
の
作
認
な
る
も
の
も
あ
る
。

五
九
、
四
0
0
、
そ
し
て
天
皇
匙
激
さ
れ
た
と
伝

え
ら
れ
る
四
一
五
、
今
の
讃
美
歌
に
は
な
い
が
「
あ

ま
つ
み
く
ら
に
ま
し
ま
し
て
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

次
に
本
書
は
松
山
と
新
島
及
び
同
志
社
と
の
関

係
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。
新
島
の
桐
朝
早
々

横
浜
の
グ
リ
ー
ン
氏
宅
の
午
餐
の
席
で
出
会
っ
て

以
来
親
交
を
深
め
た
。
「
襄
」
の
字
を
考
え
て
く

れ
た
の
も
彼
で
あ
り
、
同
志
社
を
京
都
に
創
設
す

る
こ
と
に
つ
い
て
も
「
東
京
は
政
治
の
都
、
大
阪

は
商
業
の
都
、
京
都
こ
そ
教
育
の
都
と
二
人
の
怠

見
は
一
致
し
た
」
(
八
頁
)
。
松
山
は
明
治
十
六
年

社
員
(
器
)
と
し
て
正
式
に
同
志
社
に
関
係
し

て
以
来
、
仮
牧
師
、
講
師
、
資
産
管
理
委
具
同

志
社
病
院
主
鸞
為
婦
学
校
の
発
起
へ
社
長

代
理
等
、
明
治
四
十
四
年
満
期
で
理
事
を
退
任
す

る
ま
で
哲
九
こ
と
を
述
べ
彼
の
同
志
社
に
対
す

る
功
紲
の
倣
々
を
あ
げ
て
い
る
。

平
安
女
学
院
で
の
教
育
活
動
、
牧
師
と
し
て
の

神
.
只
公
会
、
平
安
教
会
で
の
働
き
、
あ
る
い
は
日

本
基
督
仏
道
会
社
社
長
に
選
任
の
事
も
述
べ
て
い

る
0

令
嬢
松
山
籾
子
女
史
の
「
亡
き
父
母
の
想
い
出
」

は
家
庭
に
お
け
る
翁
夫
妻
の
よ
き
素
描
で
あ
る
。

巻
後
半
の
遺
稿
と
年
表
は
貴
重
で
、
特
に
「
旅
日

記
」
は
同
志
社
に
と
っ
て
も
重
要
な
資
料
で
あ
ろ

、
つ
0

(
加
藤
延
雄
)



僕
ア
ホ
や
な
い
人
間
だ
」

福
田
達
雨
著
(
止
学
園
園
長
)

(
柏
樹
社
 
B
6
判
・
毛
0
頁
・
五
五
0
円
)

明
治
時
代
の
留
岡
幸
助
、
山
室
軍
平
は
も
と
よ

り
黒
社
は
今
日
ま
で
多
く
の
社
会
事
業
に
働
く

人
を
世
に
送
り
出
し
て
き
た
。

こ
れ
ら
の
先
輩
に
は
同
志
社
に
育
っ
た
も
の
と

し
て
共
通
に
流
れ
て
い
る
一
筋
の
も
の
が
あ
り
は

し
な
い
か
と
一
院
し
て
思
っ
た
。

社
会
事
業
に
働
く
者
は
社
会
に
対
す
る
態
度
、

人
間
観
、
そ
し
て
自
己
自
身
と
の
実
存
的
対
立
に

お
い
て
、
決
断
的
に
一
つ
の
立
場
を
と
ら
ぎ
る
を

え
な
い
。
こ
の
立
場
こ
そ
彼
の
仕
事
の
内
容
を
規

定
し
、
仕
事
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
な
る
。

玉
度
粘
薄
児
の
教
育
に
あ
た
る
著
者
は
、
「
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
」
と
い
う
内
的
必
然
性
に

抑
し
出
さ
れ
て
、
残
飯
を
も
ら
い
歩
く
「
乞
食
」

告
の
準
備
期
閻
を
経
て
、
昭
和
三
十
七
年
、
滋

賀
県
能
登
川
に
「
止
揚
学
園
」
を
建
設
す
る
。

)し

や
、
粘
薄
児
と
世
間
で
は
レ
ッ
一
プ
ル
を
つ
け
て
差

別
す
る
が
、
ま
さ
し
く
ひ
と
り
ひ
と
り
が
、
か
け

が
え
の
な
い
人
閻
で
あ
る
彼
ら
と
「
パ
シ
ン
パ
シ

ン
と
ぷ
つ
か
っ
て
火
花
を
散
ら
す
」
人
間
関
係
が

展
開
す
る
共
同
生
活
を
始
め
る
。

一
般
社
会
で
は
、
役
に
立
つ
人
、
能
力
あ
る
者

ほ
ど
値
う
ち
が
あ
る
と
い
う
尺
度
で
、
自
分
も
他

人
を
も
評
価
し
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
尺
度

で
重
度
翻
児
を
測
っ
た
ら
ど
れ
だ
け
の
値
う
ち

が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
こ
の
本
は
そ
う

い
っ
た
人
間
の
価
値
観
へ
の
真
剣
で
明
る
い
実
践

的
抵
抗
の
書
で
あ
る
。
抵
抗
の
ホ
コ
先
は
世
間
一

般
に
の
み
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
死

ん
で
く
れ
て
ょ
か
っ
た
」
と
嘆
息
す
る
粘
薄
児
の

親
九
ち
へ
、
自
ら
の
人
間
と
し
て
の
可
能
性
と
尊

さ
を
い
ま
だ
に
知
ら
な
い
粘
薄
児
に
、
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
仕
事
に
「
焼
け
石
に
水
L
 
の
よ
う
な
無

力
感
と
無
意
味
さ
を
感
じ
よ
う
と
す
る
著
者
自
身

と
、
施
設
に
働
く
同
労
者
に
も
鋭
い
ホ
コ
先
を
向

け
る
の
で
あ
る
。
「
ア
ホ
や
な
い
。
人
間
だ
。
」

偏
見
の
中
に
埋
も
れ
た
可
能
性
を
伸
ば
し
、
人

問
と
し
て
認
め
さ
せ
る
「
人
問
の
回
復
L
 
は
人
格

と
人
格
と
が
ぷ
つ
か
り
合
う
関
係
の
中
か
ら
勝
ち

と
る
も
の
だ
と
著
者
織
し
す
る
。

「
教
育
の
土
方
の
仕
事
」
を
す
る
と
い
う
姿
に
は

民
間
社
会
事
業
の
恵
義
と
社
会
璽
条
者
像
と

に
尓
唆
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
建
物
や
設
備
や
法

律
よ
り
も
、
も
っ
と
大
切
な
も
の
は
人
間
の
心
の

尊
重
と
こ
の
子
供
た
ち
へ
の
連
帯
責
任
感
が
社
会

の
中
に
育
つ
こ
と
で
あ
り
、
「
十
供
の
自
由
と
権

利
を
守
る
た
め
の
防
波
堤
に
な
る
」
こ
と
が
、
施

設
に
働
く
者
の
任
務
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る

人
間
の
生
活
を
規
定
し
、
精
薄
児
の
問
題
を
社

会
の
問
題
九
ら
し
め
る
も
の
、
つ
ま
り
、
社
会
の

讐
と
歴
史
の
動
き
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
暴
関

心
で
は
い
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
著
者
が
精
薄
児
の

心
を
大
切
に
さ
れ
る
ゆ
え
に
な
お
の
こ
と
、
心
と

社
会
の
問
題
を
含
め
た
ト
ー
タ
ル
な
範
囲
で
の
現

憲
識
と
発
言
が
聞
か
れ
な
い
の
を
惜
し
い
と
も

感
じ
る
の
で
あ
る
。

(
昭
和
三
十
六
年
・
大
社
卒
・
保
田
井
進
)
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