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Ⅰ
．“L

e Tom
beau d’E

dgar Poe”

　

エ
ド
ガ
ー
・
̖
・
ポ
ー
は
謎
の
多
い
作
家
で
あ
り
、
い
ま
だ
死
因
す
ら

正
確
に
わ
か
ら
ず
じ
ま
い
で
あ
る
。
妻
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
の
母
で
、
ポ
ー
の

身
を
案
じ
て
い
た
叔
母M

aria C
lem

す
ら
葬
儀
に
参
列
す
る
こ
と
が
ま

ま
な
ら
な
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
の
病
院
に
お
い
て
客
死
し

た
。
周
知
の
よ
う
に
、
ポ
ー
は
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
「
呪
わ
れ
た
」
詩

人
・
作
家
と
さ
れ
、
様
々
な
神
話
化
の
素
材
と
な
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、

ポ
ー
の
作
品
や
生
涯
を
歴
史
的
に
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま

な
困
難
に
阻
ま
れ
る
。
ポ
ー
の
名
前
が
も
つ
、
あ
る
種
の
親
し
み
に
く
さ

に
は
、
お
そ
ら
く
様
々
に
入
り
組
ん
だ
原
因
が
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
よ
く

知
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、
ポ
ー
が
生
前
原
稿
や
書
簡
の
管
理
を
依
頼
し
、

ポ
ー
の
最
初
の
伝
記
を
書
く
こ
と
に
な
っ
たR

ufus G
risw

old
な
る
人
物

が
、
お
そ
ら
く
ポ
ー
を
嫉
妬
す
る
あ
ま
り
書
簡
な
ど
に
悪
意
の
改
竄
を
加

え
て
発
表
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
悪
意
あ
る
憶
測
は
、

生
前
の
ポ
ー
が
批
評
家
と
し
て
、
と
き
に
は
い
い
が
か
り
と
し
か
思
え
な

い
ほ
ど
の
あ
ま
り
に
も
辛
辣
な
批
評
を
ラ
イ
バ
ル
た
ち
に
加
え
た
こ
と

に
も
起
因
す
る
ら
し
い

１
。
現
在
で
は
ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
ナ
ボ
コ
フ
に
よ

る
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
反
復
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
作
品Lolita

が
、
ポ
ー
と
妻
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
と
の
関
係
を
近
親
相
姦
的
な
幼
児
性
愛
と

解
釈
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
か
ね
な
い
足
が
か
り
を
あ
た
え
て
い
る
な

ど
、
あ
る
意
味
で
極
端
な
ポ
ー
の
人
物
像
の
解
釈
が
必
然
的
に
な
っ
て
も

い
る
。
ポ
ー
の
専
門
家
で
も
な
け
れ
ば
、
ポ
ー
が
実
際
ど
の
よ
う
な
人
物

で
あ
り
、
残
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
い
か
な
る
解
釈
を
可
能
に
す
る
の
か
に

つ
い
て
明
確
に
知
る
由
も
な
い
だ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
文
学
の
読
者
・
研
究

者
と
し
て
そ
れ
な
り
に
長
く
ポ
ー
の
作
品
を
読
ん
で
き
た
筆
者
の
よ
う

な
も
の
で
も
、
も
しA

rthur H
obson Q

uinn

に
よ
る
名
著Edgar Allan: 

A C
ritical Biography

が
提
示
す
るG

risw
old

に
よ
る
改
竄
行
為
の
過
程

の
描
写
と
改
竄
前
後
の
書
簡
の
対
照
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
を
飲
酒
と
賭

博
が
原
因
で
退
学
し
た
経
緯
や
結
婚
生
活
の
失
態
な
ど
、
ゴ
シ
ッ
プ
に
ま

み
れ
た
ポ
ー
の
生
涯
の
細
部
に
つ
い
て
のQ

uinn

に
よ
る
名
探
偵
さ
な
が

ら
の
調
査
と
例
証
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
ポ
ー
と
い
う
作
家
像
を
幾
重

に
も
と
り
ま
く
神
話
的
な
異
常
性
を
真
実
と
取
り
違
え
る
ほ
か
な
か
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。
現
代
作
家
ポ
ー
ル
・
オ
ー
ス
タ
ー
が
、
メ
ル
ヴ
ィ

ル
、
ホ
ー
ソ
ー
ン
な
ど
他
の
ア
メ
リ
カ
一
九
世
紀
作
家
と
な
ら
ん
で
ポ
ー

の
テ
ク
ス
ト
に
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

Q
uinn

に
よ
る
伝
記
は
、
オ
ー
ス
タ
ー
が
初
期
のN

ew
 York Trilogy

で

主
人
公
の
探
偵
像
をA

rthur H
obson Q

uinn

と
名
づ
け
て
い
る
こ
と
に

も
納
得
が
ゆ
く
ほ
ど
執
拗
に
、
根
拠
の
な
い
神
話
か
ら
ポ
ー
の
歴
史
的

生
涯
を
引
き
離
そ
う
と
試
み
、
高
い
程
度
に
そ
れ
に
成
功
し
て
い
る

２
。

エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
２
０
０
年
と
そ
の
可
能
性

　
　
─
ゴ
シ
ッ
ク
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ア
、
不
在
と
反
復
に
つ
い
て
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ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
在
学
時
の
ポ
ー
の
出
納
帳
や
成
績
票
を
調
べ
る
な

ど
、
徹
底
し
た
資
料
調
査
に
よ
っ
て
豊
か
な
成
果
が
得
ら
れ
た
伝
記
的
研

究
の
顕
著
な
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、Q

uinn

に
よ
る
伝
記
や
、
そ
れ
に
続
く
よ
り
新
し
い
ポ
ー
の

伝
記
を
参
照
す
る
な
ど
し
、
今
後
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
新
た
な
事
実
を
知
る
な
ど
し
た
と
こ
ろ
で
、
ポ
ー
と
い
う
作

家
に
ま
つ
わ
る
謎
が
す
べ
て
解
消
し
、
よ
く
知
ら
れ
た
肖
像
写
真
に
映
し

出
さ
れ
た
額
の
広
い
男
の
写
真
と
、「
黒
猫
」「
ラ
イ
ジ
ー
ア
」『
ユ
リ
イ

カ
』
な
ど
の
作
者
と
が
ま
っ
た
く
の
一
致
を
見
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
あ
り

得
な
い
だ
ろ
う
。
生
き
た
時
代
そ
の
も
の
が
遠
く
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

短
編
小
説
な
ど
の
形
式
に
よ
る
文
芸
創
作
が
高
級
芸
術
と
し
て
認
知
さ

れ
る
以
前
の
時
代
に
生
き
た
作
家
ポ
ー
は
、
妻
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
死
の
床

に
伏
し
て
い
る
際
に
す
ら
布
団
を
買
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ほ
ど
、
わ

ず
か
の
収
入
し
か
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
が
ポ
ー

の
コ
ー
ト
を
布
団
が
わ
り
に
し
て
い
る
の
を
発
見
し
た
救
貧
団
体
の
メ

ン
バ
ー
に
よ
っ
て
、
ポ
ー
一
家
の
苦
境
が
救
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

た
ら
し
い
。

　

ポ
ー
の
影
響
を
受
け
た
フ
ラ
ン
ス
象
徴
派
の
詩
人
ス
テ
フ
ァ
ン
・
マ
ラ

ル
メ
は
、「
エ
ド
ガ
ー
・
ポ
ー
の
墓
」
と
い
う
、
ポ
ー
の
死
と
テ
ク
ス
ト

を
題
材
と
し
た
詩
を
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
こ
で
マ
ラ
ル
メ
が
指
摘
し
て

い
る
の
も
ま
た
、
肉
体
的
、
身
体
的
な
死
と
一
致
し
て
意
味
的
な
完
結
性

を
も
つ
こ
と
が
な
く
、「
未
来
に
向
か
っ
て
」
開
か
れ
た
ポ
ー
独
特
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
か
た
だ
っ
た
。
こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
、
生

誕
二
〇
〇
周
年
を
記
念
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
詩
の
引
用
を
お
許
し
い
た

だ
き
た
い
。

Le Tom
beau d’Edgar Poe

Tel qu’en Lui-m
èm

e enfin l’éternité le change, / Le Poëte suscite 
avec un glaive nu / Son siècle épouvanté de n’avoir pas connu / Q

ue 
la m

ort triom
phait dans cette voix étrange !  / Eux, com

m
e un vil 

sursaut d’hydre oyant jadis l’ange / D
onner un sens plus pur aux 

m
ots de la tribu / Proclam

èrent très haut le sortilège bu / D
ans le flot 

sans honneur de quelque noir m
élange. / D

u sol et de la nue hostiles, 
ô grief !  / Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief / D

ont la tom
be 

de Poe éblouissante s’orne / C
alm

e bloc ici-bas chu d’un désastre 
obscur / Q

ue ce granit du m
oins m

ontre à jam
ais sa borne / A

ux noirs 
vols du B

lasphèm
e épars dans le futur.

（
つ
い
に
永
遠
が
彼
自
身
の
姿
と
な
っ
て
現
れ
た
か
の
よ
う
に
／
詩
人
が

諸
刃
の
剣
を
振
り
か
ざ
し
て
起
き
上
が
る
と
／
同
時
代
人
た
ち
は
改
め
て

思
い
知
ら
さ
れ
る
の
だ
／
こ
の
奇
怪
な
声
の
中
に
勝
ち
誇
っ
て
い
る
死
の

こ
と
を
／
怪
物
ヒ
ド
ラ
が
痙
攣
し
つ
つ
天
使
の
声
を
聞
い
た
よ
う
に
／

人
々
は
詩
人
の
言
葉
に
純
粋
な
意
味
を
認
め
は
し
た
が
／
そ
れ
は
ど
ろ
ど

ろ
と
し
た
黒
い
水
溜
り
か
ら
汲
み
取
ら
れ
た
／
魔
法
の
言
葉
だ
と
声
高
に

叫
ぶ
の
だ
っ
た
／
泥
だ　

敵
意
に
満
ち
た
雲
だ
と　

お
お
悲
哀
よ
！　

／

我
々
の
想
像
力
が
ま
ぶ
し
い
ポ
ー
の
墓
を
／
レ
リ
ー
フ
で
飾
る
こ
と
も
出

来
な
い
の
な
ら
／
陰
惨
の
闇
か
ら
落
ち
て
き
た
こ
の
静
か
な
石
の
塊
／
少

な
く
と
も
そ
の
石
に
永
遠
の
霊
域
を
刻
み
込
み
／
未
来
に
向
か
っ
て
振
り

ま
か
れ
た
冒
涜
の
徴
を
語
ら
し
め
よ
／　

壷
齋
散
人
訳
に
よ
る
）

　

ポ
ー
の
詩
と
死
を
歌
う
こ
の
作
品
は
、
た
ん
に
同
時
代
人
た
ち
の
無
知

を
嘆
く
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
よ
り
も
、「
永
遠
」
と
な
っ
て
立
ち
現
れ
、「
未
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来
に
向
か
っ
て
」
開
か
れ
た
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
可
能
性
を
、
肉
体
的
な

死
と
の
対
照
に
お
い
て
歌
お
う
と
す
る
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ

う
。
後
述
す
る
よ
う
に
ポ
ー
は
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
八
〇
年
代
に
か
け

て
の
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
も
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に

も
な
っ
た
。
ポ
ー
は
そ
の
肉
体
や
「
声
」
と
一
致
す
る
言
語
を
発
し
た
ひ

と
つ
の
具
体
的
な
身
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
う
る
の
と
同
時
に
、
そ
れ
ら

か
ら
解
き
放
た
れ
、
む
し
ろ
言
語
そ
の
も
の
の
開
か
れ
た
解
釈
の
可
能
性

に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
作
家
像
と
し
て
再
構
成
さ
れ
る
べ
き
ひ
と
つ
の

変
質
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ

ン
・
ポ
ー
」
は
謎
の
作
家
で
あ
り
続
け
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し

た
作
家
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
へ
と
開
か
れ
、
新

た
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
現
代
に
い
た
る

ま
で
強
い
影
響
力
を
も
つ
「
作
家
」
像
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
の
起
源
と
し

て
、
き
わ
め
て
特
殊
な
あ
り
か
た
を
示
し
て
い
る
の
だ
。

Ⅱ
．
現
代
ア
メ
リ
カ
批
評
、
ア
メ
リ
カ
文
学
と
ポ
ー

　　

こ
の
詩
を
引
用
し
た
の
は
ほ
か
で
も
な
く
、
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る

一
九
世
紀
文
学
の
研
究
者
で
あ
る
シ
ャ
ロ
ン
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
（Sharon 

C
am

eron

）
が
、
同
じ
作
品
を
引
用
し
つ
つ
ポ
ー
の
作
家
と
し
て
の
あ
り

か
た
に
注
意
を
向
け
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
他
に
も
エ
ミ
リ
・

デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
や
メ
ル
ヴ
ィ
ル
、
ホ
ー
ソ
ー
ン
な
ど
の
一
九
世
紀
ア
メ
リ

カ
作
家
・
詩
人
た
ち
を
、
き
わ
め
て
現
代
的
か
つ
鋭
利
に
論
じ
て
き
た

キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
近
刊Im

personality: Seven Essays (C
hicago: U

niv. of 
C

hicago Press, 2007)

に
お
い
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
エ
ン
プ
ソ
ン
や
ラ
ル

フ
・
ウ
ォ
ル
ド
ー
・
エ
マ
ソ
ン
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ

リ
オ
ッ
ト
、
ハ
ー
マ
ン
・
メ
ル
ヴ
ィ
ル
な
ど
を
論
じ
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ

ト
のFour Q

uartets

に
か
ん
す
る
章
で
は
、
上
記
マ
ラ
ル
メ
の
詩
へ
の

エ
リ
オ
ッ
ト
の
言
及
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
注
目
す
る
の

も
ま
た
、
マ
ラ
ル
メ
と
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
作
品
に
一
貫
す
る
ポ
ー

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
奇
妙
さ
（“bizarre”

）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
所
与
の
も
の
と
す
る
の
で
は
な
く
、
遅
延
さ
れ
た
何

か
と
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
」（“it supposes identity to be som

ething 
deferred rather than som

ething given”

）
奇
妙
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
も
と

づ
い
て
い
る

３
。

　

キ
ャ
メ
ロ
ン
は
、
初
期
の
秀
作
評
論Lyric Tim

e: D
ickinson and the 

Lim
its of G

enre

（
一
九
七
九
）
に
お
い
て
す
で
に
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ

に
触
れ
、「
差
延
」（différance

）
を
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
詩
を
特
徴
づ
け
る

も
の
と
し
て
紹
介
し
、The C

orporeal Self: Allegories of the Body in 
M

elville and H
aw

thorne （
一
九
八
一
）
で
は
、
ホ
ー
ソ
ー
ン
や
メ
ル
ヴ
ィ

ル
な
ど
を
本
格
的
に
議
論
し
た
論
者
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
に
即
し
た
ア
メ

リ
カ
文
学
研
究
に
お
け
る
ポ
ス
ト
構
造
主
義
批
評
の
最
も
鋭
利
な
初
期

の
実
践
者
の
ひ
と
り
だ
っ
た
。
上
記
の
よ
う
に
謎
を
残
す
作
家
と
し
て

ポ
ー
が
理
解
さ
れ
る
の
は
、
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
が
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ

に
お
い
て
は
や
は
り
マ
イ
ナ
ー
な
位
置
づ
け
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
エ

ミ
リ
・
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
の
も
の
な
ど
と
同
じ
く
、
声
や
言
語
と
自
然
、
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
身
体
と
の
一
致
が
、
作
者
や
詩
人
が
そ
れ
と
し
て
成

立
す
る
前
提
で
あ
る
と
考
え
た
主
流
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
包
含
さ

れ
る
詩
人
・
作
家
で
は
な
く
、
声
、
言
語
、
身
体
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

そ
の
も
の
に
他
者
性
を
認
め
、
そ
れ
と
の
一
致
を
求
め
つ
つ
も
必
然
的
に

そ
れ
に
失
敗
す
る
文
学
の
あ
り
か
た
を
強
く
認
識
す
る
、
い
わ
ば
傍
系
の
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ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
実
践
し
た
作
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ

４
。

　

後
の
作
家
た
ち
に
も
見
ら
れ
る
そ
う
し
た
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
ロ

マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
、
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
に
そ
く
し
て
そ
う

す
る
よ
う
に
、
デ
リ
ダ
的
な“différance”

を
言
語
と
し
て
具
現
化
し
た

文
学
の
形
式
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で

ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
は
、
当
然
な
が
ら
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
フ
ラ
ン
ス
象
徴
派

の
詩
人
た
ち
の
詩
学
に
し
た
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
ポ
ス
ト
・
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
な
認
識
に
も
と
づ
い
た
現
代
批
評
に
も
し
た
し
い
は
ず
で
あ

る
。
キ
ャ
メ
ロ
ン
に
よ
る
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
に
つ
い
て
の
つ
ぎ
の
一
節
は
、

ゴ
シ
ッ
ク
的
な
詩
人
で
あ
る
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
だ
け
で
な
く
、
ポ
ー
の
奇
妙

さ
、
計
り
が
た
さ
と
恐
怖
を
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
合
一
や
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
概
念
と
の
関
係
に
お
い
て
説
明
し
て
も
い
る
だ
ろ
う
。

“D
iffé rence” seem

s intolerable, as loss is intolerable, and identity 
therefore craves not m

erely to prove itself in oblique connection to 
its past and future or to otherness, but to be that past and future, to 
becom

e the otherness. W
here union is im

possible, identity resists the 
discovery of otherness as if otherness w

ere a contagion or a death. 
D

errida w
rites: “Everyw

here, the dom
inance of beings is solicited by 

difference—
in the sense that sollicitare m

eans, in old Latin, to shake 
all over, to m

ake the w
hole trem

ble.”

５

（「
差
延
」
は
、
喪
失
が
堪
え
が
た
い
の
と
同
じ
く
、
堪
え
が
た
く
思
わ
れ

る
も
の
だ
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
自
体
が
そ
の
過

去
と
未
来
、
あ
る
い
は
他
者
性
に
あ
い
ま
い
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を

証
明
す
る
こ
と
を
渇
望
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
過
去
と
未
来
に
な
る

こ
と
、
そ
の
他
者
性
そ
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
渇
望
す
る
。
合
一
が
不
可

能
な
場
合
に
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
あ
た
か
も
他
者
性
が
伝
染
病

や
死
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
他
者
性
を
発
見
す
る
こ
と
を
拒
む
。
デ
リ
ダ

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
い
か
な
る
場
所
に
お
い
て
も
、
諸
存

在
の
優
越
的
支
配
は
差
異
に
よ
っ
て
お
び
や
か
さ
れ
て
い
る

─
オ
ー
ル

ド
・
ラ
テ
ン
に
お
い
て
「
お
び
や
か
す
」
を
意
味
す
る“sollicitare”

が
、

す
べ
て
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
、
全
体
を
震
え
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の

と
同
じ
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。　

筆
者
訳
）

　

こ
こ
で
デ
リ
ダ
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
差
延
」
さ
れ
た
感
覚
は
、

ポ
ー
や
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
文
学
に
特
有
の
あ
る
種
の
恐
怖
や
憂
慮
の

感
覚
を
よ
び
お
こ
す
。
前
掲
の
マ
ラ
ル
メ
に
よ
る
詩
に
も
、
エ
リ
オ
ッ

ト
に
よ
る
同
じ
詩
へ
の
言
及
に
も
、
ポ
ー
と
い
う
作
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
に
か
か
わ
る
同
様
の
憂
慮
と
、
お
そ
ら
く
恐
怖
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
マ
ラ
ル
メ
や
エ
リ
オ
ッ
ト
以
外
の
、
ポ
ー
に

続
く
作
家
や
詩
人
た
ち
の
憂
慮
で
も
あ
る
に
違
い
な
い
。
古
典
的
な
作
家

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ラ
ル
メ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
死
後
に
も

そ
う
し
た
憂
慮
を
あ
る
種
の
余
剰
と
し
て
残
さ
ざ
る
を
え
な
い
ポ
ー
の

他
者
性
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
を
あ
ら
か
じ
め
不
気
味
な
も

の
と
し
て
定
義
づ
け
て
い
る
の
だ
。

Ⅲ
．
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
影
響

　　

Pauline B
urton

ら
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
ポ
ー
の
後
の
作
家

た
ち
へ
の
強
い
影
響
力
は
、
ポ
ー
の
文
学
的
力
量
を
否
定
す
る
作
家
た

ち
に
よ
っ
て
す
ら
認
め
ら
れ
て
き
た

６
。
ポ
ー
は
生
前
、
ホ
ー
ソ
ー
ン
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のTw
ice-told Tales

に
つ
い
て
現
在
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
書
評
を
書
き
、

共
通
点
も
多
い
同
世
代
の
ホ
ー
ソ
ー
ン
と
の
文
書
上
の
交
流
が
あ
っ
た
。

メ
ル
ヴ
ィ
ル
のM

oby-D
ick, “B

enito C
ereno,” 

と
く
にPierre; or the 

Am
biguities

な
ど
に
は
、
ポ
ー
の
影
響
の
痕
跡
が
消
し
が
た
く
顕
著
で
あ

る
。
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
、The Turn of the Screw

な
ど
の
中

期
の
幽
霊
譚
に
ポ
ー
の
痕
跡
を
見
い
だ
す
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い

し
、
同
時
代
の
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ
イ
ン
のThe Tragedy of Pudd’n H
ead 

W
ilson

やThe Adventures of Tom
 Saw

yer, Adventures of H
uckleberry 

Finn

な
ど
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
ダ
ブ
リ
ン
グ
の
パ
タ
ン
を
反
復
し
た
諸
作

品
は
、
ポ
ー
か
ら
の
影
響
を
抜
き
に
し
て
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
二
〇
世
紀
前
半
を
代
表
す
る
モ
ダ
ニ
ス
ト
で
あ
る
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ

オ
ッ
ト
や
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
、
直
接
的
に
影
響
の
起
源

で
あ
る
と
名
指
し
て
い
る
マ
ー
ク
・
ト
ゥ
エ
イ
ン
を
強
く
意
識
し
て
創

作
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
深
い
影
響
を
受
け

て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
のAbsalom

, 
Absalom

! 

結
末
で
、
ク
ゥ
エ
ン
テ
ィ
ン
・
コ
ン
プ
ソ
ン
と
シ
ュ
リ
ー
ヴ
・

マ
ッ
キ
ャ
ノ
ン
が
、
南
北
戦
争
当
時
に
生
き
た
ヘ
ン
リ
ー
・
サ
ト
ペ
ン
、 

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ボ
ン
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
サ
ト
ペ
ン
の
三
角
関
係
を
語
る

場
面
は
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
のPierre

が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
様
に
ポ
ー
の

“The Fall of the H
ouse of U

sher”

の
あ
る
種
の
反
復
に
ほ
か
な
ら
な
い

し
、
ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
い
て
人
種
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ダ
ブ
リ

ン
グ
の
構
造
と
し
て
示
し
て
い
るLight in August

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
、

ジ
ョ
ー
・
ク
リ
ス
マ
ス
は
、
ポ
ー
の“Ligeia,” “The M

urder in the R
ue 

M
orgue,” “The B

lack C
at”

な
ど
に
お
け
る
人
種
の
定
義
と
、
ア
メ
リ

カ
社
会
で
の
そ
の
意
義
に
関
す
る
理
解
を
反
復
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う

か
７

。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
以
降
の
ト
マ
ス
・
ピ
ン
チ
ョ
ン
、 

ド
ン
・
デ
リ
ー
ロ
、

ド
ナ
ル
ド
・
バ
ー
セ
ル
ミ
な
ど
の
作
家
た
ち
や
、
先
述
の
ポ
ー
ル
・
オ
ー

ス
タ
ー
の
諸
作
品
な
ど
に
お
い
て
も
、
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
影
響
と
反
復

が
持
続
さ
れ
て
い
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
マ
ラ
ル
メ
に
よ
る
ポ
ー
の
受
容

と
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ポ
ー
の
影
響
と
同
様
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も

ポ
ー
は
い
ま
だ
に
多
く
の
作
家
、
批
評
家
、
思
想
家
た
ち
の
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
未
来
に
開
か
れ
た
作
家
と
し
て

の
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
の
可
能
性
は
、
い
ま
だ
尽
く
さ
れ
た
と
は
い

え
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
を
代
表
と
す
る
主
流
の

純
文
学
作
家
・
詩
人
た
ち
は
、
小
説
や
詩
を
意
味
上
の
高
級
芸
術
（high 

art

）
と
し
て
定
義
づ
け
た
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
潮
流
を
形

成
す
る
過
程
で
、
彼
ら
が
目
指
し
た
よ
う
な
高
級
芸
術
を
か
な
ら
ず
し
も

実
践
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
ポ
ー
に
た
い
し
て
、
お
お
む
ね
否
定
的
な
見

解
を
示
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

８
。
批
評
に
お
い
て
も
ポ
ー
は
、
モ

ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
に
は
マ
リ
ー
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
に
よ
る
精
神
分
析
批
評
に

よ
っ
て
き
わ
め
て
顕
著
な
扱
い
を
受
け
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
の
時
代
に
は

ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
、
バ
ー
バ
ラ
・
ジ
ョ
ン
ソ

ン
ら
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
、
論
集The Purloined Poe: Lacan, D

errida, 
and Psyhoanalytic Reading  （

一
九
八
七
）
の
出
版
な
ど
に
よ
っ
て
、
文

学
に
お
け
る
ポ
ス
ト
構
造
主
義
的
分
析
の
最
先
端
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

な
ど
し
た
。
し
か
し
、
マ
ラ
ル
メ
が
前
掲
の
詩
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
通

常
の
世
間
か
ら
の
批
判
も
あ
り
、
Ｆ
・
Ｏ
・
マ
シ
ー
セ
ン
がAm

erican 
Renaissance: Art and Expression in the Age of Em

erson and W
hitm

an

（
一
九
四
一
）
で
ポ
ー
を
議
論
す
る
こ
と
を
回
避
し
、
ポ
ー
を
二
〇
世
紀
に

お
け
る
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
の
正
典
形
成
の
過
程
か
ら
排
除
し
た
こ
と

は
あ
ま
り
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

９
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
人
種
を
基
盤
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と
し
た
そ
の
後
の“politically correct”

な
批
評
に
お
い
て
も
、
フ
ェ
ミ

ニ
ス
ト
に
よ
る
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
か
ら
排
除
さ
れ
る
な
ど
、
ポ
ー
は
批
評
史

の
な
か
で
も
肯
定
・
否
定
両
極
端
な
評
価
を
受
け
て
き
た
と
い
っ
て
い
い

だ
ろ
う
。
と
く
に
注
目
す
べ
き
批
評
的
論
点
の
ひ
と
つ
に
、ジ
ョ
ン
・
カ
ー

ロ
ス
・
ロ
ー
（John C

arlos R
ow

e

）
な
ど
が
重
要
視
す
る
、
奴
隷
制
を
め

ぐ
る
ポ
ー
自
身
の
態
度
に
つ
い
て
の
長
い
議
論
な
ど
も
あ
る
。
ポ
ー
を

明
確
な
社
会
的
責
任
を
負
っ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
規
定
し
よ

う
と
す
る
き
わ
め
て
現
代
ア
メ
リ
カ
的
な
共
同
体
的
要
請
と
し
て
、
ポ
ー

「
自
身
」
が
奴
隷
制
度
を
肯
定
し
た
か
ど
う
か
、
極
端
な
奴
隷
制
支
持
論

者
の
態
度
を
表
明
す
る
無
記
名
の
書
評
の
筆
者
が
ポ
ー
自
身
だ
っ
た
の

か
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
が
議
論
の
対
象
に
も
な
っ
た

10
。

Ⅳ
．
ポ
ー
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
、
モ
リ
ソ
ン
と
黒
い
母
親

　　

と
は
い
え
、
上
述
の
よ
う
に
作
家
た
ち
は
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
を
た
え
ず

重
要
視
し
、
利
用
し
て
き
た
。
上
で
指
摘
し
た
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
や
フ
ォ
ー

ク
ナ
ー
に
よ
る
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
反
復
な
ど
に
つ
い
て
は
、
従
来
十
分

に
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
ず
、
そ
の
意
義
を
今
後
明
確
に
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
反
復
が
、
こ

れ
ら
の
作
家
た
ち
が
人
種
問
題
に
コ
メ
ン
ト
す
る
際
に
顕
著
に
観
察
さ

れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
上
で
注
目
し
た
他
者
性
が
た
ん
に
理

論
的
な
意
味
あ
い
を
も
つ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
種
に
か
か
わ
る
具
体
的
な

意
義
を
持
ち
得
る
こ
と
に
と
り
あ
え
ず
注
意
を
向
け
て
お
き
た
い
。

　

た
と
え
ば
メ
ル
ヴ
ィ
ル
で
あ
る
。
メ
ル
ヴ
ィ
ル
は
、
通
常
は
黒
い
マ
ッ

コ
ウ
ク
ジ
ラ
の
ア
ル
ビ
ノ
と
し
て
の
白
い
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
を
エ
イ
ハ

ブ
の
宿
敵
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
色
の
白
さ
と
黒
さ
が
持
つ
人
種
的
意

味
合
い
を
利
用
し
た
。
近
代
に
お
け
る
科
学
主
義
的
理
解
の
方
法
論
や
分

類
学
の
あ
り
か
た
が
強
く
前
景
化
さ
れ
て
い
る
『
白
鯨
』
に
お
い
て
そ
の

遺
伝
学
的
な
意
義
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
エ
イ
ハ
ブ
が
モ
ウ

ビ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
の
身
体
に
銛
を
打
ち
込
む
結
末
の
一
場
面
は
、
エ
イ
ハ

ブ
と
モ
ウ
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
と
の
性
的
な
結
合
の
隠
喩
と
な
っ
て
も
い
る

と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
も
し
「
モ
ウ
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
」
と
よ
ば
れ
る
ク

ジ
ラ
が
黒
い
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
の
ア
ル
ビ
ノ
だ
と
す
れ
ば
、
隠
喩
的
な
意

味
あ
い
と
し
て
予
想
さ
れ
る
結
果
は
、
ポ
ー
の
「
黒
猫
」
の
、
白
い
毛
が

黒
い
毛
に
混
じ
っ
た
二
匹
目
の
猫
の
出
現
が
示
唆
す
る
の
と
同
様
の
、
人

間
と
ク
ジ
ラ
が
入
り
交
じ
り
、
白
さ
と
黒
さ
が
混
じ
り
合
っ
た
混
血
児
の

誕
生
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

　

偶
然
な
の
か
ど
う
か
、
異
な
っ
た
種
類
の
動
物
が
入
り
混
じ
っ
た
動
物

を
意
味
す
る“chim

aera”

と
い
う
言
葉
が
意
義
深
い
文
脈
で
ポ
ー
の
「
黒

猫
」
の
語
り
手
に
よ
っ
て
つ
か
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。「
黒
猫
」

か
ら
そ
の
部
分
を
引
用
す
る
と
、“the m

erest chim
aera it is possible to 

conceive” （italics

は
筆
者
）
と
な
っ
て
お
り
、“conceive”

と
い
う
語
が

持
つ
「
考
え
つ
く
」「（
キ
リ
ス
ト
を
マ
リ
ア
が
）
懐
妊
す
る
」
と
い
う
二

重
の
意
味
が
、
お
そ
ら
く
宗
教
的
な
意
味
あ
い
も
ふ
く
め
て
利
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る

11
。「
黒
猫
」
は
、
と
き
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う

に
、
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
肌
の
黒
さ
や
白
黒
雑
婚
と
混
血
の
可

能
性
、
奴
隷
反
乱
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
な
ど
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
を
も

つ
が

12
、
キ
リ
ス
ト
を
懐
妊
す
る
マ
リ
ア
と
い
う
宗
教
的
な
意
味
あ
い
を

考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
語
り
手
の
家
の
地
下
室
の
壁
の
内
部
に
隠
さ
れ

た
語
り
手
の
遺
体
と
生
き
埋
め
に
さ
れ
た
二
匹
目
の
黒
猫
が
警
察
官
た

ち
の
目
の
前
で
あ
ら
わ
に
な
り
、
あ
た
か
も
出
産
の
場
面
で
あ
る
か
の
よ
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う
に
黒
猫
が
叫
び
声
を
あ
げ
る
結
末
は
、
近
親
相
姦
に
よ
る
懐
妊
と
そ
れ

に
よ
っ
て
黒
い
混
血
児
と
し
て
生
ま
れ
た
黒
い
キ
リ
ス
ト
（black C

hrist

）

生
誕
を
意
味
す
る
恐
怖
の
一
場
面
と
し
て
読
ま
れ
う
る
か
も
し
れ
な

い
13

。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
「
黒
猫
」
は
、M

oby-D
ick

の
結
末
や
、

白
人
の
義
弟
ヘ
ン
リ
ー
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
るC

harles Bon

（
強
調
筆
者
）

の
混
血
の
子
孫
と
し
て
生
ま
れ
た
ジ
ム
・
ボ
ン
ド
の
叫
び
声
を
喚
起
し

つ
つ
結
末
す
るAbsalom

, Absalom
! 

や
、
あ
る
種
の
キ
リ
ス
ト
像
で
も

あ
る
ベ
ン
ジ
ー
の
叫
び
で
終
わ
る
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
初
期
のThe Sound 

and the Fury

の
先
駆
け
と
も
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ

14
。

　
「
黒
猫
」
な
ど
に
お
け
る
不
気
味
な
も
の
と
し
て
の
「
黒
さ
」
は
か
な

ら
ず
し
も
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
家
な
ど
の
内
部
に
潜
ん
で
お
り
、
不
意

に
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
上
記
の
よ
う
な
「
黒
猫
」

の
解
釈
は
、
混
血
や
「
パ
ッ
シ
ン
グ
」（passing
）
と
い
っ
た
ア
フ
リ
カ

ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
と
白
人
と
の
混
血
の
社
会
的
な
あ
ら
わ
れ
の
ア
レ
ゴ

リ
ー
的
な
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
告
白

の
形
式
で
黒
い
記
号
を
書
き
記
し
、
い
わ
ば
産
み
出
し
て
い
る
語
り
手
あ

る
い
は
書
き
手
は
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
のLight in August
の
ジ
ョ
ー
・
ク

リ
ス
マ
ス
の
父
親
が
そ
う
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
内
に
秘
め
た
黒
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
を
再
生
産
す
る
の
か
も

知
れ
ず
、
そ
れ
が
理
由
で
無
意
識
的
に
二
匹
目
の
黒
猫
と
妻
の
死
体
の
あ

り
か
を
警
察
官
た
ち
に
知
ら
せ
、
一
匹
目
の
猫
と
同
様
に
み
ず
か
ら
絞
首

刑
に
な
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ
れ
る

15
。「
黒
猫
」

の
語
り
手
は
、
た
と
え
ば
、
み
ず
か
ら
ゲ
イ
ル
・
ハ
イ
タ
ワ
ー
の
部
屋
へ

と
逃
げ
込
み
、
混
血
の
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
と
し
て
パ
ー
シ
ー
・

グ
リ
ム
に
処
刑
さ
れ
る
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
ジ
ョ
ー
・
ク
リ
ス
マ
ス
の
原

型
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

あ
る
い
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
疑
問
を
提
示
し
て
み
る
こ
と
も
有
意
義

か
も
知
れ
な
い
。「
黒
猫
」
末
尾
で
語
り
手
の
家
を
訪
れ
る
警
察
官
た
ち

は
、
何
を
探
し
に
や
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
の
妻
の
死
体
だ
ろ

う
か
、
そ
れ
と
も
、
社
会
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
、
白
い
家
の
内

部
に
お
け
る
黒
さ
の
遺
伝
学
的
な
あ
ら
わ
れ
だ
ろ
う
か
。
語
り
手
が
述
べ

る
よ
う
に
、“perverse”

な
性
向
は
禁
止
を
規
定
す
る
法
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
テ
ク
ス
ト
に
含
ま
れ
た“w

itches”

と
い
う
言

葉
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
女
性
を
魔
女
と
し
て
処
刑
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

う
る
社
会
に
お
い
て
は
、
女
性
を
殺
す
こ
と
で
は
な
く
、
女
性
の
管
理
を

怠
り
、
人
種
的
雑
婚
を
ま
ね
く
こ
と
の
ほ
う
が
よ
り
犯
罪
的
と
さ
れ
る
可

能
性
も
あ
る
こ
と
を
、
ポ
ー
は
お
そ
ら
く
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い

か
16

。

　

メ
ル
ヴ
ィ
ル
のM

oby-D
ick

で
、
モ
ウ
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
追
撃
の
間
際

ま
で
エ
イ
ハ
ブ
の
船
室
に
潜
ん
で
い
た
黒
い
肌
を
も
つ
異
教
徒
の
銛
打

ち
の
な
か
で
、
そ
れ
自
体
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
と
も
思
え
る
名
前
を
あ
た
え
ら

れ
た
パ
ー
シ
ー
（Parsee

）
が
死
体
と
な
っ
て
モ
ウ
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
の

身
体
に
結
合
さ
れ
、
エ
イ
ハ
ブ
を
黒
い
ま
な
ざ
し
で
見
返
す
さ
ま
は
、
ナ

ル
シ
ス
の
鏡
と
し
て
の
モ
ウ
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ
ク
の
白
い
身
体
が
、
エ
イ
ハ

ブ
自
身
が
内
化
し
て
い
る
黒
さ
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と

も
考
え
ら
れ
る

17
。
そ
し
て
も
し
、『
白
鯨
』
に
お
け
る
銛
打
ち
の
行
為

が
性
的
な
隠
喩
で
あ
り
う
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
エ
イ
ハ
ブ
は
み
ず
か
ら
が

黒
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
内
化
し
た
身
体
と
し
て
、
や
は
り
白
い
肌
に

黒
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
隠
し
た
女
性
と
し
て
の
ク
ジ
ラ
と
交
わ
ろ

う
と
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り『
白
鯨
』結
末
の
場
面
は
、「
黒

猫
」
の
語
り
手
夫
妻
と
同
じ
よ
う
に
、
エ
イ
ハ
ブ
と
モ
ウ
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ

ク
の
両
方
が
黒
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
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る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
エ
イ
ハ
ブ
の
片
足
の
欠
損
を
性
的
な

隠
喩
と
し
て
、
た
と
え
ば
女
性
器
に
よ
っ
て
絶
対
性
を
損
壊
さ
れ
た
男
根

な
ど
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
エ
イ
ハ
ブ
が
白
人
男
性
と
し
て

の
自
ら
の
身
体
の
十
全
性
を
損
な
っ
た
宿
敵
と
し
て
モ
ウ
ビ
ー
・
デ
ィ
ッ

ク
を
追
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
エ
イ
ハ
ブ
が
追
跡
す
る
対
象
は
、
じ
つ
は
黒

い
子
供
を
出
産
す
る
か
も
し
れ
な
い
黒
い
母
親
像
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
、「
黒
猫
」
結
末
で
、“w

om
b”

を
対
比
的
に
連
想
さ
せ
る“tom

b”

と
し
て
の
壁
の
穴
か
ら
、“sobbing like that of a child”

と
と
も
に
生
ま

れ
で
て
く
る
混
血
の
キ
リ
ス
ト
像
と
し
て
の
猫
の
母
の

─
つ
ま
り
語

り
手
の
妻
の

─
お
そ
ら
く
は
腐
敗
し
黒
ず
ん
だ
身
体
と
連
接
す
る
イ

メ
ジ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

18
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
黒
猫
」
と
『
白
鯨
』

だ
け
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
ル
な
戯
れ
に

よ
っ
て
、
可
能
性
と
し
て
の
新
た
な
解
釈
の
あ
り
か
た
が
見
え
隠
れ
し
て

く
る
。

Ⅴ
．
ポ
ー
に
お
け
る
人
種
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ア

　　

こ
こ
で
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
に

お
け
る
ポ
ー
の
重
要
性
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
、
お
そ
ら
く
一
九
九
〇

年
代
以
降
の
ポ
ー
研
究
の
再
興
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
考
え
ら
れ
る
ト

ニ
・
モ
リ
ソ
ン
が
、Playing in the D

ark: W
hiteness and the Literary 

Im
agination （

一
九
九
一
）
の
序
文
で
、
こ
こ
で
の
議
論
の
コ
ン
テ
ク
ス

ト
に
奇
妙
に
符
号
す
る
か
た
ち
で
、
黒
い
母
親
殺
し
に
注
目
し
て
い
る
こ

と
だ
ろ
う
。
モ
リ
ソ
ン
が
と
り
あ
げ
る
の
は
、
白
人
男
性
で
は
な
く
白
人

女
性
の
、
思
春
期
に
お
け
る
性
的
覚
醒
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
の

失
敗
に
人
種
的
要
因
が
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
例
で
あ
る
。
フ
ラ
ン

ス
人
作
家
マ
リ
ー
・
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
病
の
記
録
で
あ
る
が
、
カ
ル
デ
ィ

ナ
ル
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
枠
組
み
が
撹
乱
さ
れ
る
の
は
お
そ
ら
く
、

み
ず
か
ら
が
黒
い
子
供
を
出
産
し
得
る
女
性
で
あ
っ
て
、
黒
い
血
と
の
親

和
性
を
も
っ
て
い
る
と
感
覚
的
に
理
解
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
認
識
が

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
過
程
に
お
い
て
他
者
性
が
も
た
ら
す
恐
怖

と
し
て
認
識
さ
れ
、
混
血
の
可
能
性
と
黒
い
母
親
に
な
る
こ
と
に
た
い
す

る
憂
慮
と
恐
怖
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
だ

19
。

　

モ
リ
ソ
ン
は
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
精
神
的
病
に
侵
さ
れ
た
過
程
を
描
写

す
る
な
か
で
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
病
の
原
因
を
、
現
代
ア
メ
リ
カ
の
文
学

批
評
一
般
が
示
す
形
式
的
問
題
と
同
種
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
は
、
ル
イ
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
に
よ
る

ジ
ャ
ズ
の
演
奏
を
伝
統
的
な
西
洋
音
楽
と
同
じ
解
釈
枠
で
と
ら
え
、
そ
こ

に
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
高
さ
、
つ
ま
り
、
上
下
の
階
層
構
造
の
絶
対
性
、
そ

し
て
内
部
性
、
つ
ま
り
、
外
部
性
と
の
絶
対
的
差
異
、
そ
し
て
驚
く
べ

き
こ
と
に
出
産
の
イ
メ
ジ
を
読
み
取
る

20
。
ル
イ
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
名

が
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
想
像
力
を
触
発
す
る
に
際
し
て
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
可
能
性
も
高
い
。
思
春
期
の
少
女
で
あ
っ
た
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル

は
性
的
興
奮
を
覚
え
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
ア
ラ
ブ
人
の
国
で
あ
る
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
生
ま
れ
で
あ
る
と
い
う
み
ず
か
ら
の
出
自
に
つ
い
て
の
認
識

と
思
春
期
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
発
現
に
よ
っ
て
、
人
種
的
他
者
と
の

性
的
な
関
係
の
可
能
性
に
覚
醒
し
、
自
我
形
成
に
混
乱
を
き
た
す
の
だ
と

い
っ
て
よ
い
。
後
に
モ
リ
ソ
ン
は
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
出
生
地
で
あ
る
ア

ル
ジ
ェ
リ
ア
を
自
ら
が
内
部
に
抱
え
込
ん
だ
「
黒
い
母
親
」
に
例
え
、
白

い
娘
に
よ
る
黒
い
母
親
殺
し
を
意
識
し
つ
つ
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
み
ず
か

ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
歴
史
化
し
よ
う
と
す
る
さ
ま
に
読
者
の
注



———　〈かたち〉の変容　———

69

意
を
向
け
る
。
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
に
と
っ
て
、
黒
い
母
は
よ
り
根
源
的
で
時

間
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
白
い
娘
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
過
程
に
お

い
て
殺
さ
れ
、
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
黒
い
母
と

白
い
娘
は
、
そ
れ
ぞ
れ
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
出
生
地
で
あ
る
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

と
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る

21
。
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
に

と
っ
て
精
神
分
析
的
枠
組
み
に
よ
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
崩
壊
と

そ
の
回
復
を
語
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
ら
し
い
の
で
、
お
そ
ら
く
カ
ル

デ
ィ
ナ
ル
は
黒
い
母
を
フ
ロ
イ
ト
的
な
父
と
同
じ
よ
う
な
根
源
的
な
も

の
と
し
、
み
ず
か
ら
と
フ
ラ
ン
ス
の
白
い
文
化
を
そ
の
娘
と
し
て
意
識
せ

ざ
る
を
え
な
い
の
だ
。
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
が
治
癒
す
る
発
端
と
な
る
の
が
、

現
在
で
は
悪
名
高
い
精
神
分
析
医
ブ
ル
ー
ノ
・
ベ
ッ
テ
ル
ハ
イ
ム
の
お
そ

ら
く
は
白
い
分
析
室
で
、
部
屋
に
置
か
れ
た
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
か
ら
取
ら
れ

た
ガ
ー
ゴ
イ
ル

─
建
築
か
ら
水
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に

男
性
器
の
イ
メ
ジ
を
部
屋
か
ら
出
す
よ
う
に
と
言
葉
に
出
し
、
み
ず
か
ら

の
心
的
な
問
題
の
あ
り
か
を
認
知
す
る
と
同
時
に
、
白
い
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と

空
間
の
見
せ
か
け
を
完
成
さ
せ
た
か
に
思
わ
れ
る
瞬
間
で
あ
る
こ
と
も

興
味
深
い

22
。

　

こ
こ
で
モ
リ
ソ
ン
は
、
精
神
分
析
的
枠
組
み
に
の
っ
と
っ
て
時
間
的
秩

序
と
エ
デ
ィ
パ
ス
的
な
父
親
殺
し
な
ら
ぬ
黒
い
母
親
殺
し
を
内
的
な
過

程
と
し
て
記
録
す
る
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
を
、
怜
悧
な
分
析
的
視
点
に
よ
っ
て

観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
崩

壊
と
そ
の
回
復
の
過
程
を
、
典
型
的
に
モ
ダ
ン
な
西
欧
的
知
性
の
あ
り
か

た
と
し
て
、
そ
の
精
神
分
析
的
枠
組
み
が
も
つ
意
味
合
い
も
含
め
て
分
析

的
に
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
先
行
す
る

黒
い
母
親
は
、
娘
と
し
て
の
カ
ル
デ
ィ
ナ
ル
の
隠
さ
れ
た
起
源
で
あ
り
、

殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
。
た
と
え
ば
同
じ
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
生
ま
れ
の
フ
ラ
ン
ス
人
作
家
、ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
の
『
異
邦
人
』
が
、

母
親
の
死
の
宣
告
で
始
ま
り
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
民
族
で
あ
る
ア
ラ
ブ
人

の
黒
さ
の
殺
害
を
プ
ロ
ッ
ト
展
開
の
重
要
な
転
機
と
し
て
い
る
こ
と
に

類
似
し
て
い
る
。

Ⅵ
．
モ
ダ
ニ
ズ
ム
批
評
と
死
ん
だ
母
親

　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
モ
リ
ソ
ン
は
、
上
記
の
序
文
に
続
く

Playing in the D
ark

本
文
な
か
ほ
ど
で
、
あ
ら
た
め
て
ア
メ
リ
カ
文

学
史
に
お
け
る
ポ
ー
の
重
要
性
を
確
認
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
に
よ
っ

て
、
モ
リ
ソ
ン
の
本
の
一
章
の
タ
イ
ト
ル
を
書
名
と
し
たRom

ancing 
the Shadow

: Poe and Race （
二
〇
〇
一
）
な
ど
の
論
集
・
研
究
書

が
出
版
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
ポ
ー
研
究
の
高
ま
り
が
導
か

れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
だ
が
、
モ
リ
ソ
ン
が
そ
の
指
摘
の
意

味
を
深
く
論
究
す
る
こ
と
は
な
い
。
モ
リ
ソ
ン
が
提
示
す
る
重
要
な

論
点
の
ひ
と
つ
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
の
作
品
に
お
い
て
は
、
ポ
ー
の

The N
arrative of Arthur G

ordon Pym

の
有
名
な
結
末
を
代
表
的
な

例
と
し
て
、
重
要
な
プ
ロ
ッ
ト
の
転
機
に
お
い
て
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア

メ
リ
カ
ン
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
死
が
描
か
れ
る
と
い
う
も
の
だ
っ

た
23

。
確
か
に
、The N

arrative of Arthur G
ordon Pym

の
結
末
で
は
、

南
極
近
く
に
住
む
黒
い
肌
の
民
族
に
船
ご
と
と
ら
わ
れ
、
虐
殺
と
破
壊

か
ら
逃
れ
て
ボ
ー
ト
で
南
極
と
お
ぼ
し
き
場
所
へ
向
か
っ
て
ゆ
く
ピ
ム

の
一
行
の
う
ち
黒
い
肌
の
ヌ
ヌ
が
、
白
い
経
帷
子
を
身
に
ま
と
っ
た
人

の
姿
ら
し
い
白
い
イ
メ
ジ
が
現
れ
る
に
際
し
て
理
由
な
く
突
然
に
息
絶

え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
し
、
ア
メ
リ
カ
文
学
全
般
に
議
論
を
拡
げ
る
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な
ら
ば
、
ト
マ
ス
・
サ
ト
ペ
ン
の
息
子
ヘ
ン
リ
ー
が
、
黒
人
の
血
を
も
っ

て
い
る
と
さ
れ
る
義
理
の
兄
チ
ャ
ー
ル
ズ
を
射
殺
す
る
こ
と
がAbsalom

, 
Absalom

!

の
プ
ロ
ッ
ト
の
重
要
な
転
換
点
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
他
に

も
数
多
く
の
類
似
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
上
記
の
よ
う

に
、
ア
メ
リ
カ
文
学
だ
け
で
は
な
く
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題

系
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
ら
し
い
カ
ミ
ュ
の
『
異
邦
人
』
ま
で
も
が
、
母

親
と
黒
い
肌
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
死
を
反
復
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。L’Etranger

と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
も
つ
小
説
作
品
が
そ
う
し
た
テ
ー
マ
を
も
つ
こ
と

は
、
考
え
て
み
れ
ば
ま
っ
た
く
自
然
な
こ
と
な
の
だ
が
、
従
来
か
な
ら
ず

し
も
そ
う
し
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
か
っ
た

24
。

　

実
際
、
生
誕
二
〇
〇
周
年
に
あ
た
っ
て
ポ
ー
の
批
評
史
を
ひ
も
と
い
た

際
、
ポ
ー
の
批
評
史
そ
の
も
の
が
、
論
者
の
国
籍
と
か
か
わ
り
な
く
、
エ

デ
ィ
パ
ス
的
な
言
説
と
階
層
構
造
化
に
依
拠
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
言
説

が
つ
く
り
だ
す
階
層
構
造
の
な
か
で
排
除
さ
れ
が
ち
な
黒
い
人
物
や
母

親
、
女
性
の
死
を
に
注
目
し
て
解
釈
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
に
驚
く
。
以

下
そ
の
例
を
挙
げ
る
。
い
ず
れ
も
批
評
史
に
お
い
て
、
ポ
ー
の
重
要
性
を

高
く
評
価
し
た
論
者
た
ち
の
代
表
的
な
著
作
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

１
．D

. H
. Law

rence, Studies in C
lassic Am

erican Literature (1923)
B

ut Ligeia, true to the great tradition and m
ode of w

om
anly love, 

by her w
ill kept subm

issive, recipient. She is the passive body 
w

ho is explored and analysed into death. A
nd yet, at tim

es, her 
great fem

ale w
ill m

ust have revolted.

25

２
．M

arie B
onaparte, The Life and W

ork of Edgar Allan Poe: A 

Psychoanalytic Interpretation (1933)
N

evertheless, this sim
ple displacem

ent served to keep Poe 
ignorant, as for alm

ost a century his readers, that these ailing 
sylphs w

ere but form
s of Elizabeth A

rnold. A
t the m

ost, it 
w

as som
etim

es guessed that V
irginia m

ight be a surrogate of 
Elizabeth…

. There, the “live-in-death m
other” is represented not 

only by M
adeline’s hum

an form
 but as a building…

.

26

３
．Leslie Fiedler, Love and D

eath in the Am
erican N

ovel (1960)
Poe follow

s the footsteps not of C
aptain C

ook but of his ow
n 

first voyage in the arm
s of his m

other, undertaken before his 
m

em
ory began, from

 N
ew

 England to the South.

27

　

Ligeia

が
、
黒
髪
のdark lady

で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
し
、

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
黒
い
と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
く
て
も
、
人
種
的
差
異
が

き
わ
だ
っ
て
問
題
と
な
る
ア
メ
リ
カ
南
部
へ
の
、
ポ
ー
と
ポ
ー
の
母
親
の

想
像
上
の
旅
を
ね
つ
造
し
て
い
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
ポ
ー
批
評
の
す
べ

て
と
ま
で
は
い
わ
な
く
と
も
、
上
に
挙
げ
た
よ
う
な
精
神
分
析
的
な
傾
向

を
も
つ
代
表
的
な
批
評
は
、
ポ
ー
に
か
ん
す
る
伝
記
的
細
部
の
解
釈
に
導

か
れ
て
か
、
女
性
と
し
て
の
母
親
の
喪
失
と
そ
れ
へ
の
メ
ラ
ン
コ
リ
ア
、

あ
る
い
は
、
ラ
カ
ン
と
ボ
ナ
パ
ル
ト
に
よ
る
解
釈
に
つ
い
て
デ
リ
ダ
が

述
べ
た
よ
う
に
、
女
性
を
去
勢
さ
れ
た
不
在
な
も
の
と
定
義
づ
け
る
方
向

性
を
基
調
と
し
て
い
る
。
デ
リ
ダ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
す
る
。“For 

B
onaparte too, the castration of the w

om
an (of the m

other) is the final 
sense, w

hat “The Purloined Letter” m
eans.” 

28 

そ
れ
ら
は
、
ボ
ナ
パ
ル

ト
が
示
唆
す
る
よ
う
に
た
と
え
無
意
識
的
に
で
あ
っ
て
も
、
喪
失
さ
れ
た
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母
親
、
起
源
を
求
め
る
主
体
と
し
て
の
ポ
ー
解
釈
を
、
死
や
不
在
、
去
勢

と
の
関
係
に
お
い
て
真
理
と
し
て
「
客
観
的
に
」
構
造
化
し
て
い
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ポ
ー
批
評
は
、“m

ournful and never 
ending rem

em
brance”

と
い
っ
た
言
葉
で
語
ら
れ
る
ポ
ー
そ
の
人
に
お

け
る
自
己
形
成
と
批
評
そ
の
も
の
の
形
成
と
を
同
一
視
し
、
メ
ラ
ン
コ
リ

ア
と
精
神
分
析
的
な
構
造
、
母
親
と
父
親
と
の
エ
デ
ィ
パ
ス
的
な
階
層
構

造
化
な
ど
と
い
っ
た
、
批
評
そ
の
も
の
が
も
つ
無
意
識
的
な
構
造
を
自
家

撞
着
的
に
構
造
化
す
る
過
程
と
し
て
反
復
さ
れ
て
き
た
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う

29
。
デ
リ
ダ
が
ラ
カ
ン
の
セ
ミ
ナ
ー
に
即
し
て
詳
細

に
述
べ
た
の
も
、
ひ
と
つ
に
は
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
た
め
だ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

　

上
記
２
、３
の
引
用
に
お
い
て
、
ボ
ナ
パ
ル
ト
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
批

評
家
の
観
点
か
ら
ポ
ー
の
生
涯
や
主
体
形
成
の
過
程
を
定
義
づ
け
て
い

る
こ
と
と
並
ん
で
、
ロ
レ
ン
ス
が
「
伝
統
」
に
触
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味

深
い
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
、
ロ
レ
ン
ス
が
一
九
世

紀
ア
メ
リ
カ
文
学
に
お
い
て
人
種
的
差
異
が
も
つ
意
味
あ
い
に
気
づ
い

て
い
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
は
か
な
ら
ず
し
も
定
か
で
な
い
に
し
て
も
、

ロ
レ
ン
ス
は
、
近
年
の
批
評
に
お
い
て
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
具
体

的
な
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
表

象
と
し
て
のLigeia

解
釈
の
可
能
性
を
明
確
に
意
識
し
て
は
い
な
か
っ

た
は
ず
だ

30
。
な
ぜ
な
ら
、
も
しLigeia

が
ア
フ
リ
カ
ン
・
ア
メ
リ
カ
ン

の
女
性
像
で
あ
る
と
い
っ
た
解
釈
が
可
能
に
な
る
と
す
れ
ば
、Ligeia

は

白
人
女
性
を
対
象
と
し
た
、“the great tradition and m

ode of w
om

anly 
love”

と
は
無
関
係
な
女
性
像
と
し
て
、“Ligeia”

の
語
り
手
の
二
度
目

の
白
い
肌
の
妻
と
語
り
手
と
の
愛
を
可
能
に
す
る
、
原
初
的
な
、
死
ん
だ

不
在
の
女
性
と
し
て
立
ち
現
れ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
だ
。
あ
た
か
も
無
意

識
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
批
評
家
た
ち
が
一
様
に
、
死
ん
だ
、
不
在

の
女
性
像
を
基
盤
と
し
て
ポ
ー
の
主
体
と
自
己
形
成
を
語
る
さ
ま
は
、
黒

猫
を
殺
そ
う
と
し
て
激
高
し
、
そ
れ
と
意
識
せ
ず
に
妻
の
頭
を
斧
で
打
ち

砕
き
殺
す
「
黒
猫
」
の
語
り
手
の
ふ
る
ま
い
に
む
し
ろ
類
似
し
て
は
い

な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
ポ
ー
批
評
あ
る
い
は
批
評
家
た
ち
は
、
ポ
ー

の
テ
ク
ス
ト
に
類
似
す
る
の
で
は
な
く
、
ポ
ー
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
た
ち

と
類
似
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
整

合
性
を
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
認
め
よ
う
と
し
た
り
、Jonathan A

uerbach

が
優
れ
た
研
究
書Rom

ance of Failure: First-Person Fictions of Poe, 
H

aw
thorne, and Jam

es

（
一
九
八
九
）
で
そ
う
す
る
よ
う
に
、
マ
ラ
ル
メ

が
指
摘
し
た
よ
う
な
意
味
で
の
ポ
ー
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
奇
妙
さ

を
そ
れ
と
し
て
理
解
し
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
、
批
評
に
お
け
る

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
階
層
構
造
化
が
必
然
と
な
る
だ
ろ
う

31
。
確
か
に
ポ
ー

は
、「
美
し
い
女
性
の
死
」
を
も
っ
と
も
美
的
な
文
学
的
テ
ー
マ
で
あ
る

と
の
べ
た
が
、
女
性
の
死
を
観
察
す
る
の
は
通
常
語
り
手
で
あ
り
、
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
自
分
は
狂
っ
て
は
い
な
い
の
だ
と
こ
と
さ
ら
に
強
調

す
る
「
黒
猫
」
の
語
り
手
の
、
お
そ
ら
く
現
実
的
に
は
狂
っ
た
想
像
力
の

な
か
で
は
、
妻
の
殺
害
は
通
常
雄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
最
初
の
黒

猫
の
殺
害
の
反
復
と
な
る

32
。
し
か
し
、
二
度
目
の
妻
の
殺
害
が
、
ポ
ー

の
典
型
的
な
女
性
殺
し
と
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、「
黒
猫
」
の
一
匹
目

の
猫
も
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
的
な
痕
跡
が
示
唆
し
な
い
で
も
な
い
よ
う
に
、

黒
い
女
性
像
な
の
か
も
知
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
、
語
り
手
が
妻
の
迷
信

と
し
て
紹
介
す
る
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
黒
猫
は
語
り
手
の
イ
マ
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
の
な
か
で
は
、
本
当
に“w

itches in disguise”

で
あ
る
の
か
も
知

れ
な
い
の
だ

33
。
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Ⅶ
．
反
復
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
時
間
性

　　

マ
ラ
ル
メ
が
上
掲
の“Le Tom

beau D
’Edgar Poe”

に
お
い
て
、“noir 

m
élange” （

強
調
筆
者
）
と
い
う
言
葉
を
つ
か
っ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深

い
。
そ
の
こ
と
で
世
間
は
ポ
ー
を
非
難
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、確
か
に
、

ポ
ー
の
作
品
に
お
い
て
は
、Ligeia

に
し
て
も
黒
猫
に
し
て
も
、
抑
圧
さ

れ
た
何
か
は
回
帰
し
て
、
そ
の
姿
を
明
瞭
に
あ
ら
わ
す
。“N

everm
ore”

と
い
う
叫
び
を
反
復
す
る
大
鴉
も
、
批
評
家
た
ち
が
指
摘
し
て
き
た
よ

う
に
、
抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
回
帰
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

詩
「
大
鴉
」
に
お
い
て“N

everm
ore”

と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
が
反
復
さ
れ

る
と
き
、“N

everm
ore”

と
い
う
言
葉
が
時
間
性
と
反
復
可
能
性
（never

）

や
存
在
（m

ore

）
を
含
意
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
言
葉
は
、
そ
れ

に
先
だ
つ
何
ら
か
の
出
来
事
や
実
体
の
反
復
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
自
体
の
反
復
で
し
か
あ
り
え
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
ポ
ー
の
反

復
の
方
法
は
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
のPierre

に
お
け
る
ピ
エ
ー
ル
の
父
親
の

二
枚
の
肖
像
画
と
ピ
エ
ー
ル
と
イ
ザ
ベ
ル
誕
生
の
時
間
的
前
後
関
係
や
、

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
のAbsalom

, Absalom
!

に
お
け
る
ク
エ
ン
テ
ィ
ン
・
コ

ン
プ
ソ
ン
と
ト
マ
ス
・
サ
ト
ペ
ン
と
の
関
係
な
ど
に
お
い
て
も
反
復
さ
れ

て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。“Ligeia”

や“The B
lack C

at”

に
お
い
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
神
話
的
な
構
成
を
も
つ
作
品
前
半
の
原
初
的
な
場
面
そ
の
も

の
が
事
実
と
し
て
生
起
し
た
と
も
い
え
な
い
か
ら
だ
。

　

ウ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
ナ
ボ
コ
フ
が
、Lolita

に
お
い
て
ポ
ー
の
喪
失
の

詩
で
あ
る“A

nnabel Lee”

に
コ
メ
ン
ト
す
る
際
、
ナ
ボ
コ
フ
は
上
記

の
よ
う
な
反
復
の
構
造
を
正
確
に
理
解
し
て
い
る
。Lolita

に
お
け
る

H
um

bert H
um

bert

の
愛
が
愛
と
し
て
実
現
す
る
の
も
、
ポ
ー
の
作
品

の
場
合
に
似
て
、
や
は
り
反
復
の
効
果
と
し
て
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

H
um

bert

に
よ
るLolita

へ
の
愛
は
、“A

nnabel Leigh”

と
い
う
少
女
と

の
「
初
恋
」
の
反
復
と
し
て
、
作
品
冒
頭
か
ら
あ
ら
か
じ
め
定
義
づ
け
ら

れ
て
い
る

34
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
始
源
と
し
て
の
「
初
恋
」
そ
の
も
の

は
、
反
復
と
し
て
の
二
度
目
の
愛
と
の
関
係
に
お
い
て
再
構
築
さ
れ
る

か
ら
だ
。「
初
恋
」
は
常
に
す
で
に
失
わ
れ
た
恋
で
あ
り
、John C

arlos 
R

ow
e

が
か
つ
て
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
文
学
読
解
の
基
本
的
概
念
と
し
て

利
用
し
た
フ
ロ
イ
ト
の
概
念
で
あ
る“N

achträglichkeit”

の
働
き
が
外

傷
体
験
の
起
源
を
「
事
後
的
」
に
再
構
築
す
る
よ
う
に
、
現
在
あ
る
自
我

や
恋
と
の
関
係
に
お
い
て
再
構
築
さ
れ
る

35
。「
黒
猫
」
と
似
て
犯
罪
者

の
告
白
録
の
形
式
を
と
るLolita

の
主
要
部
分
に
お
い
て
は
、
通
常
の
時

間
的
秩
序
に
の
っ
と
り
、
父
─
息
子
や
そ
れ
と
の
類
比
で
あ
る
母
─
娘
と

い
う
エ
デ
ィ
パ
ス
的
な
先
行
者
と
そ
れ
に
時
間
的
に
従
属
す
る
も
の
の

見
か
け
上
の
差
異
に
よ
っ
て
時
間
的
階
層
構
造
化
が
行
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。H

um
bert

は
お
そ
ら
く
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
精
神
分

析
的
言
説
の
蔓
延
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
な
の
だ

36
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
同
時

に
、
先
行
者
と
そ
れ
に
次
ぐ
も
の
と
の
関
係
を
、
時
間
的
に
絶
対
的
な
差

異
に
も
と
づ
か
な
い
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
視
点
が
同
時
に
提
出
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
に
気
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
は
通
常
の
歴
史
化
の
規

範
と
な
る
時
間
軸
と
、
そ
れ
を
解
体
す
る
、
反
復
に
よ
る
同
一
性
と
の
差

異
を
基
本
的
な
意
味
と
時
間
性
の
生
成
装
置
と
す
る
戯
れ
に
よ
っ
て
、
失

わ
れ
、
死
ん
だ
起
源
を
不
在
と
し
て
絶
対
化
す
る
論
理
を
相
対
化
し
う
る

過
程
を
意
識
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
デ
リ
ダ
や
キ
ャ
メ
ロ
ン
が
上
の
引
用

で
指
摘
し
た
よ
う
な
、
一
致
し
え
な
い
時
間
性
を
殺
す
、
あ
る
い
は
死
と

連
接
す
る
モ
ダ
ン
な
精
神
分
析
的
言
説
の
反
復
に
よ
る
共
同
体
的
な
絶

対
化
の
過
程
を
解
体
す
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る

37
。
そ
れ
は
い

わ
ば
、
そ
う
し
た
言
説
の
な
か
で
殺
さ
れ
る
始
源
と
し
て
の
黒
さ
、
女
性
、
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死
な
ど
を
、
同
じ
言
説
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
鏡

像
と
し
て

─
つ
ま
り
、
実
体
を
反
映
す
る
虚
像
と
し
て
の
鏡
像
で
は
な

く
、
ラ
カ
ン
の
鏡
像
段
階
の
理
論
に
お
け
る
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

そ
の
も
の
の
輪
郭
を
明
確
化
す
る
実
体
像
の
規
範
と
し
て

─
認
識
す

る
こ
と
を
可
能
に
し
、
ポ
ー
や
メ
ル
ヴ
ィ
ル
、
デ
ィ
キ
ン
ソ
ン
な
ど
と
も

か
か
わ
り
が
深
い
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
エ
ジ
プ
ト
趣
味
が
お

そ
ら
く
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
と
っ
て
も
っ
た
意
義
な
ど

と
と
も
に
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
、
モ
ダ
ン
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の

過
程
の
写
し
絵
と
し
て
観
察
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
装
置
と
な
る

38
。

　

デ
リ
ダ
自
身
は
、
た
と
え
ば
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
で
、
不
在
や
去
勢
さ

れ
た
女
性
が
真
実
の
形
成
に
と
っ
て
い
か
に
不
可
欠
で
あ
り
、
ラ
カ
ン
が

「
盗
ま
れ
た
手
紙
」
に
読
み
込
ん
だ
エ
デ
ィ
パ
ス
の
三
角
関
係
の
構
造
と

し
て
の
真
実
な
ど
は
、
そ
れ
自
体
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。

…
castration-truth is the opposite of fragm

entation, the very antidote 
for fragm

entation: that w
hich is m

issing from
 its place has in 

castration a fixed, central place, freed from
 all substitution.

39

（
去
勢
と
し
て
の
真
実
は
、
断
片
化
の
正
反
対
で
あ
る
。
そ
れ
は
断
片
化

を
妨
げ
る
ま
さ
に
そ
の
も
の
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
そ
れ
自
体
の
在
処
か
ら

失
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
去
勢
に
お
い
て
は
、
固
定
し
た
、
中
心
的
な
場

所
を
も
つ
か
ら
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
置
き
換
え
の
可
能
性
か
ら
解
き
放
た

れ
て
い
る
か
ら
だ
。）

　

そ
の
後
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
バ
ー
バ
ラ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
、
デ
リ
ダ
の
読

解
に
残
っ
た
構
造
を
さ
ら
に
脱
構
築
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

の
で
、
も
ち
ろ
ん
、
議
論
は
こ
こ
で
終
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

ポ
ー
や
メ
ル
ヴ
ィ
ル
、
ナ
ボ
コ
フ
や
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
、
モ
リ
ソ
ン
、
そ
し

て
や
は
り
ポ
ー
に
お
け
る
反
復
を
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
代
に
お
け

る
歴
史
・
時
間
表
象
の
先
例
と
し
て
利
用
す
る
オ
ー
ス
タ
ー
や
ド
ン
・
デ

リ
ー
ロ
な
ど
に
よ
る
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
反
復
を
す
こ
し
で
も
仔
細
に

観
察
し
て
み
る
な
ら
ば
、
ポ
ー
の
不
気
味
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
意
義

深
さ
は
、
時
代
を
と
わ
ず
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の
だ
と

わ
か
る

40
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
の
可
能
性
は
、
い
ま

だ
に
広
く
開
か
れ
て
い
る
。
作
家
た
ち
に
よ
る
ポ
ー
の
反
復
と
そ
の
利
用

法
を
仔
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ポ
ー
の
そ
の
次
の
変
容
を
観
察

し
、
従
来
以
上
に
豊
か
な
ポ
ー
研
究
の
成
果
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。＊　

　
　
　

＊　
　
　
　

＊

　

二
〇
〇
九
年
は
、
一
八
〇
九
年
に
生
ま
れ
た
エ
ド
ガ
ー
・
̖
・
ポ
ー
の
生
誕

二
〇
〇
周
年
に
あ
た
り
、
日
本
ポ
ー
学
会
の
記
念
大
会
、
ア
メ
リ
カ
のPoe Studies 

A
ssociation

に
よ
る
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
の
記
念
学
会
ほ
か
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン

ス
な
ど
世
界
各
地
で
学
会
が
企
画
、開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
、ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
、リ
ッ

チ
モ
ン
ド
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
国
内
の
ポ
ー
ゆ
か
り
の
地
で
も
、
記
念
行
事
が
盛
ん
に
お

こ
な
わ
れ
た
よ
う
で
す
。
生
誕
二
〇
〇
周
年
と
い
う
区
切
り
そ
の
も
の
に
本
来
的
な
意

味
は
な
い
も
の
の
、
こ
う
し
た
一
連
の
行
事
に
よ
っ
て
ポ
ー
が
い
ま
だ
に
世
界
的
な
人

気
を
も
つ
作
家
で
あ
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
筆
者
は
、
新
参
者

の
ポ
ー
研
究
者
な
が
ら
、
日
本
と
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
の
記
念
学
会
の
両
方
で
研
究

発
表
を
さ
せ
て
頂
く
機
会
を
頂
戴
し
て
、
あ
ら
た
め
て
ポ
ー
の
テ
ク
ス
ト
に
向
き
合
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
「
ポ
ー
を
（
脱
）
歴
史
化
す
る

─
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
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現
代
批
評
に
お
け
る
作
家
像
の
形
成
」“W

hen W
e W

ere O
rphans: Poe, N

avokov, and 

N
ew

 D
irections in C

ontem
porary C

ulture”

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
発
表
で
、
本
稿
の
一

部
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
本
稿
と
同
じ
く
ポ
ー
研
究
の
可
能
性
の
概

略
を
な
ぞ
っ
た
だ
け
に
終
わ
っ
た
よ
う
で
、
い
つ
も
な
が
ら
研
究
の
道
の
り
は
険
し
い

と
再
認
識
す
る
結
果
に
終
わ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
伊
藤
紹
子
先
生
、
野
口
啓
子

先
生
な
ど
日
本
ポ
ー
学
会
の
み
な
さ
ん
、
ア
メ
リ
カPoe Studies A

ssociation

の
み
な

さ
ん
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
御
一
緒
し
た
筑
波
大
学
の
鷲
津
浩
子
先
生
、
か
つ
て
の

加
藤
ゼ
ミ
の
メ
ン
バ
ー
で
、
初
め
て
の
国
際
学
会
で
の
研
究
発
表
を
難
な
く
乗
り
切
っ

た
東
京
大
学
大
学
院
生
の
高
橋
留
美
さ
ん
な
ど
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
関
係
者
み
な

さ
ん
に
御
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
注

 

１　
こ
こ
で
挙
げ
て
い
る
伝
記
的
情
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。
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。
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マ
シ
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ど
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た
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の
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わ
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な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
、
実
際
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な
コ
メ
ン
ト
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て
い
る
こ
と
で
あ
る
。John C

arlos 

R
ow

e, At Em
erson’s Tom

b: The Politics of C
lassic Am

erican Literature (N
ew

 

York: C
olum

bia U
niversity Press, 1997), 60.

10　

R
ow

e, At Em
erson’s Tom

b

の
三
章
、“A

ntebellum
 Slavery and M

odern C
riti-

cism
: Edgar A

llan Poe’s Pym
 and “The Purloined Letter””

を
参
照
。 

11　
Edgar A

. Poe, “The B
lack C

at,”O
liver M

abbott, ed., Tales and Sketches, vol. 2.
12　

Lesley G
insberg, “Slavery and the G

othic H
orror of Poe’s “The B

lack C
at,”” 

Am
erican G

othic: N
ew

 Interventions in a N
ational N

arrative (Iow
a C

ity: 

U
niversity of Iow

a Press, 1998), 99-128

な
ど
を
参
照
。

13　

こ
こ
で
の
「
黒
猫
」
分
析
は
、
二
〇
〇
六
年
六
月
に
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
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ド
大
学
の
ロ
ザ
メ
ア
・
ア
メ
リ
カ
研
究
所
で
開
催
さ
れ
た“Transatlanticism

 in 

A
m

erican Literature: Em
erson, H

aw
thorne, and Poe”

で
の
研
究
発
表
、“B

efore 

C
hrist, There W

as a B
lack C

hrist: R
acializing, Sexualizing, and C

ontextualizing 

Edgar A
. Poe’s ‘The B

lack C
at’”

に
も
と
づ
い
て
い
る
。
こ
の
分
析
に
つ
い
て
は
、

原
稿
を
書
く
時
間
が
と
れ
れ
ば
、
ま
た
別
の
機
会
に
総
括
的
な
論
文
と
し
て
発
表
す

る
予
定
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
も
と
も
と
は
東
京
外
国
語
大
学
の
英
語
専
攻
２
年
生
の

た
め
に
行
っ
て
い
る
授
業
で
使
わ
れ
た
も
の
で
、
ト
ニ
・
モ
リ
ソ
ン
のPlaying in 

the D
ark

と
な
ら
ん
で
、
筆
者
や
学
生
た
ち
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
に
も
な
じ
み
深
い

古
典
的
な
ネ
タ
で
あ
る
。
仕
事
の
進
行
ぶ
り
が
こ
う
し
た
ペ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
、
関
係
者
み
な
さ
ま
に
御
謝
罪
申
し
上
げ
ま
す
。
公
式
に
ひ
と
つ
の
論
文
と
し

て
発
表
す
る
機
会
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
概
略
だ
け
を
し
め

し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
筆
者
は
も
と
も
と
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル

の
研
究
者
だ
っ
た
の
で
、こ
こ
で
展
開
し
て
い
る「
黒
猫
」読
解
は
、む
し
ろ
メ
ル
ヴ
ィ

ル
や
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
作
品
に
お
け
る
ポ
ー
の
反
復
を
ヒ
ン
ト
と
し
て
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
さ
せ
て
頂
く
。

14　

伝
統
的
で
あ
る
こ
と
を
自
認
す
る
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
論
に
お
い
て
は
、フ
ォ
ー
ク
ナ
ー

の
作
品
に
お
け
る
人
種
問
題
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
多
く
、
ポ
ー

の
作
品
と
批
評
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
種
的
な
問
題
を
議
論
す

れ
ば
い
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ポ
ー
に
つ
い
て
も
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
に
つ
い
て
も
、

よ
り
広
い
視
野
が
も
と
め
ら
れ
る
に
違
い
な
い
が
、Absalom

, Absalom
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