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ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
の
文
学
が
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

の
は
、

第
三
章

に
、
二
つ
の

A
書
く
こ
と
＞
が
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
八
書
く
こ
と
＞
の
は
じ
ま
り
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
書
く
こ
と
の
は
じ
ま
り
と
い
う

ス
タ
ー
ン
に
お
け
る
八
言
葉
＞
と
八
現
実
＞
の
関
わ
り
の
意
識
1

あ
る
い
は
む
し
ろ
関
わ
り
な
さ
の
意
識
ー
|
'
が
、
彼
の

八
生
＞
を
抜
き
さ
し
難
く
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
は
じ
め
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ス
タ
ー
ン
に
と
っ
て
は
ト
ー
タ
ル
な
生

の
問
題
へ
と
向
か
う
は
じ
ま
り
で
あ
り
、
我
々
に
と
っ
て
は
ス
タ
ー
ン
文
学
の
形
成
史
を
知
る
た
め
の
―
つ
の
出
発
点
な
の
で
あ
る
。

そ
の
二
つ
と
は
、

八
書
く
こ
と
＞
の
も
う
一

五
九
年
一
月
二
十
日
）

つ
の
始
ま
り

に
お
い
て
そ
の
最
も
豊
か
な
開
花
を
見
せ
る
に
至
る
ま
で

ス
タ
ー
ン
が
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
を
書
き
出
す
直
前
に
書
い
た
諷
刺
的
作
品
『
権
争
物
語
』
（
一
七

と
、
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
以
前
に
書
き
は
じ
め
ら
れ
て
い
た
『
説
教
集
』

こ
れ
ら
二
つ
の
書
く
行
為
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

の
こ
と
で
あ
る
。
書
く
こ
と
の
経
験
年

数
か
ら
い
え
ば
『
権
争
物
語
』
よ
り
『
説
教
集
』
の
方
が
は
る
か
に
長
い
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
『
説
教
集
』
が
、

ス
タ
ー
ン
の
本
職
（
牧

師
）
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
が
生
ま
れ
て
来
る
た
め
に
は
、
長
短
の
違
い
は
あ
れ
、

37 



第二部 rョリック氏説教集』論

ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
の
数
少
な
い
作
品
の
う
ち
最
も
早
い
出
版
物
は
、
実
は
説
教
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
七
四

七
年
ス
タ
ー
ン
三
十
四
オ
の
時
の
慈
善
説
教
『
ヱ
リ
ヤ
の
場
合
』

で
あ
る
。
二
番
目
の
出
版
物
も
や
は
り
説
教
で
、
そ
の
三
年
後
一
七

五
0
年
に
出
た
『
良
心
の
濫
用
』
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
ス
タ
ー
ン
の
お
気
に
入
り
の
説
教
で
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

第
二
巻
で
ト
リ
ム
伍
長
に
読
ま
せ
る
説
教
と
し
て
、

ス
タ
ー
ン
は
こ
れ
を
再
び
生
か
し
て
い
る
。

『
ヨ
リ
ッ
ク
氏
説
教
集
』
は
右
の
説
教
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
加
え
て
、

翌
年
、

ま
ず
一
七
六

0
年
そ
の
第
一
、
二
巻
が
、
次
い
で
一
七
六
六
年
第

三
、
四
巻
が
出
さ
れ
た
。
前
者
は
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
第
一
、
二
巻
が
出
た
あ
と
、
後
者
は
そ
の
第
七
、

八
巻
が
出
た

い
ず
れ
も
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
刊
行
の
あ
い
だ
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
七
六
九
年
、

ス
タ
ー

ン
の
死
後
、
娘
の
リ
デ
ィ
ア
が
ス
タ
ー
ン
の
親
友
ジ
ョ
ン
・
ホ
ー
ル
11
ス
テ
ィ
ヴ
ン
ス
ン
の
協
力
を
得
て
、
未
発
表
の
説
教
を
集
め
、

『
故
ス
タ
ー
ン
師
説
教
集
』
と
い
う
題
で
第
五
・
六
・
七
巻
と
し
て
出
版
し
た
。
以
上
の
三
つ
の
説
教
集
を
合
わ
せ
た
収
録
総
篇
数
は

四
十
五
篇
、
す
べ
て
聖
書
の
一
節
を
枕
に
し
て
話
を
は
じ
め
、
様
々
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
使
い
、
時
に
は
人
の
意
表
を
つ
く
表
現
を
用
い

て
、
聖
書
の
中
の
人
物
を
生
き
生
き
と
生
か
し
な
が
ら
、
「
高
慢
」
（
説
教
24)
や
「
謙
遜
」
（
同
25)
、
「
幸
福
の
追
求
」
（
同
1
)
、
「
博

愛
の
す
す
め
」
（
同
3
)
等
と
い
っ
た
道
徳
を
、

書
名
の
頭
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』 キ

リ
ス
ト
教
の
伝
統
的
、
且
つ
博
愛
主
義
的
観
点
か
ら
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

の
道
化
の
名
を
冠
し
て
い
る
の
が
人
の
注
目
を
集
め
た
。
当
時
「
説
教
集
」
と
い

う
の
は
興
隆
期
の
市
民
た
ち
の
読
み
物
の
―
つ
で
あ
り
、
宗
教
の
教
義
そ
の
も
の
よ
り
は
、
宗
教
よ
り
来
る
倫
理
・
道
徳
の
、

い
わ
ゆ
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る
教
訓
主
義
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
道
化
の
説
教
集
と
い
う
の
は
人
々
の
意
表
を
つ
く
ア

イ
デ
ア
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
当
時
の
、
こ
の
『
説
教
集
』

面
目
な
評
言
も
あ
る
ほ
ど
だ
か
ら
で
あ
る
。

『
ヨ
リ
ッ
ク
氏
説
教
集
』
が
出
た
一
七
六

0
年
と
い
う
年
は
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

ン
が
一
躍
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
」
流
行
作
家
と
な
っ
た
年
で
あ
る
が
、
そ
の
評
判
の
一
方
で
は
、
こ
れ
を
猥
褻
と
し
、
下
品
と
す
る
ジ
ョ

ン
ソ
ン
博
士
や
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
の
批
判
も
あ
っ
た
の
で
、

に
対
す
る
批
評
の
中
に
は
、
こ
の
道
化
の
名
に
こ
だ
わ
る
実
直
且
つ
真

ス
タ
ー
ン
と
し
て
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
も
っ
と
真
面
目
な
「
説
教
集
」

『
説
教
集
』
は
今
で
こ
そ
殆
ど
省
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
作
品
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
出
た
当
座
は
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン

(
1
)

モ
ラ
ル
・
エ
ッ
セ
イ
ズ

(
2
)

デ
ィ
』
を
む
し
ろ
し
の
ぐ
非
常
な
評
判
を
と
っ
た
。
そ
れ
も
「
道
徳
的
読
み
物
」
と
し
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
批
判
は
、
た
だ
そ

の
頭
に
道
化
の
名
を
冠
し
た
不
敬
に
集
中
し
て
い
る
の
み
と
い
っ
て
よ
い
。

本
に
は
、

た
試
み
で
あ
っ
た
。
『
説
教
集
』
が
本
格
的
に
読
ま
れ
な
く
な
っ
た
の
は
十
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
態
の
根

ス
タ
ー
ン
の
中
に
八
説
教
者
＞
と
し
て
の
人
格
の
低
下
を
見
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
。
我
々
と
し
て
は
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う

な
人
格
低
下
が
予
想
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
に
も
拘
ら
ず
、
『
説
教
集
』
を
大
い
に
楽
し
ん
だ
十
八
世
紀
の
人
々
の
精
神
的
許
容
量
を
考
え
て

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ス
タ
ー
ン
が
こ
の
『
説
教
集
』
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
父
王
の
道
化
師
ヨ
リ
ッ
ク
の
名
を
冠
し
た
こ
と
は
、
現
象
的
に
見
れ
ば
、
『
ト
リ
ス

ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

を
出
し
て
世
の
評
判
を
と
り
た
い
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

の
第
一
、
二
巻
が
出
て
、

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
は
、

ス
タ
ー

ス
タ
ー
ン
に
と
っ
て
は
成
功
し

の
第
一
巻
で
既
に
「
牧
師
ヨ
リ
ッ
ク
」
を
登
場
さ
せ
、
且
つ
開
巻
早
々
か
ら
彼
を
死
な
せ
、
後
に
再
び
生
き
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で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

い
る
。

ス
タ
ー
ン
も
ま
た
、
自
ら
道
化
の
、

返
ら
せ
て
い
る
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
と
の
連
想
を
他
易
く
可
能
に
す
る
筈
と
い
う
ス
タ
ー
ン
の
計

算
が
あ
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、

う
作
家
の
精
神
の
位
相
の
―
つ
の
極
を
示
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
ヨ
リ
ッ
ク
」
と
は
つ
ま
り
八
死
ん
だ
道
化
＞
で
あ
る
。
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』

ヨ
リ
ッ
ク
の
頭
が
い
骨
を
手
に
取
っ
て
、

て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
笑
い
の
、
仮
面
を
か
ぶ
り
な
が
ら
、

つ
ね
に
「
無
限
」
や
「
死
」
の
観
念
と
戦
っ

つ
ま
り
そ
こ
で
は
、
笑
い
が
死
と
永
遠
の
破
壊
力
の
前
に
沈
黙
し
て

一
方
こ
の
名
前
は
単
な
る
ス
タ
ー
ン
流
の
悪
ふ
ざ
け
で
は
な
く
、
実
は
ス
タ
ー
ン
と
い

(
3
)
 

の
「
墓
掘
り
人
の
場
」
で
、

か
つ
て
そ
の
雄
弁
な
舌
か
ら
素
晴
ら
し
い
笑
い
を
生
み
出
し
て
い
た
ヨ
リ
ッ
ク
も
、
今
は
一

個
の
骸
骨
に
す
ぎ
ぬ
と
、
思
い
に
沈
む
。
生
命
あ
る
笑
い
を
も
た
ら
し
て
い
た
道
化
の
生
身
の
方
は
、
今
は
は
か
な
く
な
っ
て
い
る
。

時
の
運
命
の
前
で
道
化
も
や
は
り
死
ぬ
の
だ
と
い
う
訳
で
あ
る
。

つ
ね
に
笑
い
の
限
界
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ス
タ
ー
ン
が
、
笑
い
の
限
界
を
越
え
て
し
ま
っ
た

道
化
ヨ
リ
ッ
ク
を
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
他
人
に
は
悪
ふ
ざ
け
と
見
え
た
も
の
が
、
実
は
ス
タ
ー
ン
に
と
っ
て

は
深
い
内
部
の
決
意
で
な
か
っ
た
と
は
、
誰
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
八
ヒ
ュ
ー
モ
リ
ス
ト
＞
の
選
択
と
は
そ
う
し
た
も
の

と
こ
ろ
で
、
『
説
教
集
』
の
最
初
の
出
版
は
、
右
に
見
た
通
り
一
七
六

0
年
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
さ
か
の
ぼ
っ
て
十
な
い
し
十
三
年

前
に
二
つ
の
説
教
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
従
っ
て
ス
タ
ー
ン
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
を
出
て
、

ハ
ム
レ
ッ
ト
が
父
王
の
道
化
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牧
師
の
仕
事
を
は
じ
め
た
二
十
四
オ
の
一
七
三
七
年
か
ら
、
三
十
ニ
オ
の
一
七
四
五
年
に
至
る
間
に
、
『
説
教
集
』
の
中
の
基
本
的
な
形

(
4
)
 

は
お
お
む
ね
出
来
あ
が
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
タ
ー
ン
は
二
十
四
オ
の
新
米
牧
師
時
代
か
ら
、

四
十
六
オ
で
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
を
書
く
迄
の
ほ
ぼ
二
十
年
間
、

が
ら
、

そ
れ
を
毎
週
二
度
ヨ
ー
ク
付
近
の
受
持
ち
の
教
会
で
読
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ

ィ
』
の
作
家
に
な
る
こ
と
を
夢
想
だ
に
し
て
い
な
い
時
代
の
書
き
物
で
あ
っ
て
、

イ
フ
ト
な
ど
も
入
っ
て
い
る
）

い
る
。
ア
ー
サ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
の
調
べ
に
よ
る
と
、

ス
タ
ー
ン
の
「
剰
窃
」
は
、
出
版
さ
れ
た
説
教
四
十
五
篇
の
総
語
彙
数
十
四
万

(
5
)
 

語
の
う
ち
の
一
万
五
千
五
百
語
（
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
を
も
っ
て
ス
タ
ー
ン
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
が
『
説
教
集
』

に
は
な
い
、

な
り
誠
実
に
役
割
を
果
た
し
て
い
た
説
教
と
い
う
仕
事
の
中
に
は
、

わ
れ
る
し
、

振
り
・
仕
種
と
い
っ
た
も
の
ま
で
含
ん
で
い
る
）

ン
デ
ィ
』

か
ら
借
用
し
た
も
の
で
、

つ
ま
り
ス
タ
ー
ン
は
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ

そ
の
生
涯
の
中
心
的
な
時
期
を
、
説
教
文
を
書
き
な

そ
の
内
容
も
殆
ど
は
当
時
出
て
い
た
説
教
集
（
ス
ウ

そ
の
場
し
の
ぎ
の
や
っ
つ
け
仕
事
と
し
て
書
い
て
行
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
て

と
言
っ
て
し
ま
う
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
の
、
長
い
習
作
時
代
の
中
心
的
産
物
で
あ
り
、
同
時
に
現
実
の
職
業
と
し
て
か

さ
ら
に
後
に
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

ス
タ
ー
ン
の
基
本
的
な
宗
教
意
識
と
道
徳
・
倫
理
意
識
が
う
か
が

シ

ャ

ン

デ

イ

ア

ン

・

ス

タ

イ

ル

に
開
花
す
る
八
シ
ャ
ン
デ
ィ
的
文
体
＞
（
こ
の
場
合
の
文
体
と
は
、
身

の
朋
芽
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

に
至
る
文
体
的
訓
練
を
、
説
教
を
書
き
・
話
す
こ
と
の
中
で
こ
そ
果
た
し
て
来
た
の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
点
を
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
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ス
タ
ー
ン
の
宗
教
の
問
題

ス
タ
ー
ン
の
道
徳
・
倫
理
の
問
題

『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
と
の
関
連
の
問
題

で
あ
る
。
③
の
問
題
は
要
す
る
に
八
ヒ
ュ
ー
モ
リ
ス
ト
・
ス
タ
ー
ン
＞
の
問
題
に
収
赦
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
は
後
で
述

べ
る
と
し
て
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
と
の
関
連
の
上
で
、
文
体
や
修
辞
法
を
中
心
に
論
じ
た
二
人
の
評
家
の
言
葉
を
見
て

フ
ラ
ン
ス
の
英
文
学
者
ア
ン
リ
・
フ
リ
ュ
シ
ェ
ー
ル
は
、
こ
の
説
教
集
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ン
は
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

の
達
成
を
保
証
す
べ
き
修
得
を
行
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
八
シ
ャ
ン
デ
ィ
的
文
体
＞
の
発
展
の
上
で
特
別
重
要
な
作
品
で
あ
る
と
言
っ

(
6
)

ホ
ウ
リ
イ
・
ビ
ギ
ニ
ン
グ
ズ

て
い
る
。
ま
た
J
・
ト
ロ
ウ
ゴ
ッ
ト
は
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
「
聖
な
る
は
じ
ま
り
」
は
、
説
教
集
の
文
体
訓
練
の
中

に
見
出
さ
れ
得
る
し
、

ス
タ
ー
ン
は
後
の
作
品
（
つ
ま
り
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
）
で
も
「
説
教
者
」
と
し
て
の
習
慣
を
無

(7) 

く
し
は
し
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
言
葉
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
説
教
を
書
く
さ
い
の
ス
タ
ー
ン
の
理
想

が
八
劇
的
＞
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
こ
と
は
、
彼
が
転
地
療
養
の
た
め
フ
ラ
ン
ス
に
行
っ
た
時
、
ク
レ
マ
ン
と
い
う
牧
師
が
行
っ
た
説
教

(
8
)
 

の
、
動
作
・
声
色
を
ふ
ん
だ
ん
に
利
用
し
た
や
り
方
に
対
し
て
感
嘆
の
言
葉
を
吐
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
想
像
で
き
る
が
、
ス
タ
ー
ン

が
教
会
で
実
際
に
説
教
す
る
時
の
八
説
教
者
ス
タ
ー
ン
＞
が
、
作
品
の
中
で
は
八
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
＞
で
あ
り
、

A
会
衆
者
＞
が

つ
ま
り
八
読
者
＞
で
あ
り
、
説
教
の
際
の
、
劇
的
に
展
開
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
様
々
な
声
の
調
子
が
八
様
々
な
登
場
人
物
＞
で
あ
る
と
い

う
、
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
が
、
『
説
教
集
』
と
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

お
き
た
い
。

(3) (2) (1) 

の
間
に
は
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ス
タ
ー
ン
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の
読
者
意
識
は
、
彼
の
道
化
意
識
に
も
関
わ
っ
て
く
る
問
題
で
あ
り
、

し
て
神
経
的
な
反
撥
感
を
抱
か
し
め
た
ほ
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
恐
ら
く
、
現
実
の
、
教
会
の
信
者
た
ち
相
手
の
説
教
と
い
う
、
長

プ
ル
ピ
ッ
ト

い
、
二
十
数
年
に
及
ぶ
職
業
経
験
（
い
う
な
ら
ば
ス
タ
ー
ン
の
原
体
験
）
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
説
教
壇

に
立
つ
以
上
、
ス
タ
ー
ン
の
八
書
く
こ
と
＞
は
、
い
わ
ば
つ
ね
に
会
衆
（
読
者
）
の
前
に
開
か
れ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
し
て
当
時
の
会
衆
が
必
ず
し
も
忠
実
な
信
者
で
は
な
く
、
或
る
程
度
例
え
ば
ホ
ガ
ー
ス
の
描
く
と
こ
ろ
の
『
居
眠
り
会
衆
』
（
一
七
三

(9) 

の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
説
教
者
ス
タ
ー
ン
の
語
り
か
け
る
よ
う
な
会
話
体
の
文
体
が
、
よ
り
積
極
的
な
も
の
に
な

六
年
）

っ
て
行
っ
た
の
は
当
然
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

上
手
く
惹
く
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
う
点
に
向
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
説
教
を
書
く
こ
と
は
、

ッ
ト
・
コ
ン
バ
ッ
ト
を
強
い
る
行
為
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
、

デ
イ
ヴ
ァ
イ
ス

の
勝
負
を
賭
け
た
方
策
で
あ
っ
た
と
言
え
な
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

J
・
ト
ロ
ウ
ゴ
ッ
ト
は
、
『
説
教
集
』

の
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
話
し
方
で
、

ャ
ン
デ
ィ
』

そ
れ
が
極
め
て
あ
か
ら
さ
ま
で
あ
る
こ
と
は
、

サ
ッ
カ
レ
イ
を

ス
タ
ー
ン
の
意
識
は
、
こ
の
、
必
ず
し
も
明
晰
で
な
い
会
衆
の
興
味
を
、
如
何
に
す
れ
ば

ス
タ
ー
ン
に
と
っ
て
一
対
多
数
の
ウ
ィ

ス
タ
ー
ン
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
は
、
説
教
者
と
し
て

の
中
の
文
体
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
、
そ
の
中
に
見
ら
れ
る
修
辞
法
を
示
し
て
い
る
。
例
示

ア
シ
ン
デ
ト
ン

の
煩
雑
を
さ
け
て
、
そ
の
名
前
だ
け
挙
げ
る
と
、
「
ア
ポ
リ
ア
」
（
説
教
第
20
番
の
冒
頭
の
難
問
提
示
に
よ
る
方
法
）
、
「
接
辞
省
略
」
、

ア

ポ

ス

ト

ロ

フ

ィ

ブ

ロ

ソ

ボ

ポ

エ

イ

ア

(10)

「
頓
呼
法
」
、
「
も
の
ま
ね
・
声
帯
模
写
な
い
し
擬
人
化
」
（
同
18
、
27)
、
そ
し
て
「
ヱ
ロ
テ
ー
シ
ス
」
（
疑
問
の
形
で
訊
い
て
そ
の
反
対

一
種
の
修
辞
疑
問
。
同
2
)
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
つ
ま
り
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ

に
見
ら
れ
る
修
辞
法
の
種
類
で
も
あ
っ
て
、

ス
タ
ー
ン
が
説
教
を
書
く
こ
と
の
中
で
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

へ
至
る
た
め
の
文
体
訓
練
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
の
端
的
な
証
左
で
あ
る
。
『
説
教
集
』
は
こ
の
意
味
で
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
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ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
に
お
け
る
八
書
く
こ
と
＞
の
も
う
一
っ

の
は
じ
ま
り
を
画
し
た
書
き
物
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
だ
が
勿
論
、
こ
の
は
じ
ま
り
が
、
唯
に
文
体
的
特
徴
に
関
す
る
こ
と
だ
け
に
は

と
ど
ま
ら
な
い
の
で
、

そ
れ
は
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
①
お
よ
び
②
の
宗
教
・
道
徳
思
想
に
関
わ
る
問
題
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

ウ

ィ

ズ

ダ

ム

レ

ヴ

ェ

レ

イ

シ

ョ

ン

宗
教
人
ス
タ
ー
ン
に
あ
っ
て
は
、
宗
教
と
道
徳
は
切
り
離
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
彼
の
智
恵
と
神
の
啓
示
は
区
別
し
が
た
く
結
び

ビ
ネ
ヴ
オ
リ
ズ
ム

つ
い
て
い
る
（
説
教
33)
。
そ
し
て
そ
の
思
想
は
、
当
時
と
し
て
も
最
も
穏
当
な
、
寛
容
思
想
の
系
列
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
博
愛
主
義
で

あ
る
。
そ
し
て
ス
タ
ー
ン
の
基
本
的
な
神
学
的
立
場
は
、
神
の
支
配
に
対
す
る
伝
統
的
な
、
リ
ベ
ラ
ル
に
し
て
且
つ
啓
蒙
的
な
（
説
教

27
な
ど
）
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
古
く
は
パ
ウ
ロ
か
ら
近
く
は
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ウ
ィ
チ
コ
ウ
ト
（
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
お
気
に
入

t
ユ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
エ
レ
メ
ン
ト

り
の
説
教
師
で
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
ニ
ス
ト
）
な
ど
の
、
そ
の
思
想
の
中
に
人
本
主
義
的
な
要
素
を
有
す
る
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
プ

ラ
ト
ニ
ス
ト
達
に
近
く
、
同
時
代
的
に
は
、
テ
ィ
ロ
ッ
ト
ソ
ン
、

ク
ラ
ー
ク
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
英
国
教
会
内
の
自
由
（
広

教
）
主
義
（
ラ
テ
ィ
テ
ュ
ー
デ
ィ
ナ
リ
ア
ニ
ズ
ム
）
の
思
想
に
最
も
近
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
当
時
の
清
教
徒
の
狂
信
と
も
、
ま
た

フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム

カ
ト
リ
ッ
ク
の
形
式
主
義
と
も
異
な
る
、
英
国
教
会
自
由
主
義
に
よ
る
中
庸
の
位
置
で
あ
る
。
彼
ら
の
考
え
方
で
ゆ
く
と
、
「
理
性
」
の

能
力
は
勿
論
人
間
に
と
っ
て
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
正
し
い
理
性
は
決
し
て
神
の
顕
現
と
矛
盾
し
な
い
。
こ
の
点
で
、
世
界
が
創

造
さ
れ
た
あ
と
で
は
神
の
干
渉
を
必
要
と
し
な
い
と
す
る
新
し
い
理
神
論
と
明
確
に
対
立
す
る
。
自
由
（
広
教
）
主
義
に
お
い
て
は
、

人
間
の
理
性
と
神
の
意
志
と
は
聖
な
る
同
盟
を
結
ん
で
い
る
。

る
こ
の
無
批
判
的
な
確
信
は
、

ノ
リ
ス
、

ス
タ
ー
ン
の
神
概
念
の
中
心
に
は
こ
の
こ
と
が
あ
っ
て
、
神
の
奇
跡
に

ス
タ
ー
ン
を
そ
れ
だ
け
近
代
的
懐
疑
か
ら
引
き
離
し
た
が
、

対
す
る
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
の
デ
ィ
ド
ロ
と
の
論
争
は
、
神
を
疑
わ
ぬ
ス
タ
ー
ン
の
信
仰
を
物
語
っ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
に
対
す

モ

ラ

ル

・

キ

ャ

バ

シ

テ

ィ

一
方
、
人
間
の
道
徳
を
解
し
う
る
能
力
に

デ
ィ
』
と
の
関
連
に
お
い
て
、
『
権
争
物
語
』
と
は
別
の
意
味
で
の
、

44 



第三章 く書くこと＞のもう一つの始まり

と
こ
ろ
で
右
の
如
き
教
義
上
の
理
想
が
現
実
に
向
か
う
時
、

教
集
』
の
中
の
言
葉
ー
筆
者
注
）

ス
タ
ー
ン
の
思
想
は
別
の
広
が
り
を
持
っ
て
来
る
。
即
ち
、
現
実
に
お

い
て
は
、
下
界
の
人
間
の
事
象
に
は
一
っ
と
し
て
秩
序
や
調
和
の
保
た
れ
た
も
の
は
な
い
。
理
性
と
正
義
は
欠
如
し
、
時
と
偶
然
は
人

パ
ッ
シ
ョ
ン

間
の
運
命
に
猛
威
を
ふ
る
い
、
事
物
は
予
定
さ
れ
た
よ
う
に
は
動
か
な
い
。
感
情
が
理
性
を
さ
ま
た
げ
る
故
に
、
人
は
自
己
の
行
動
を

判
別
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
ま
た
理
性
は
自
ら
悪
へ
の
傾
斜
を
も
有
し
、
個
人
は
高
慢
や
自
尊
心
の
故
に
他
者
に
対
し
て
不
寛
容
に

な
る
。
ス
タ
ー
ン
の
現
実
の
人
間
に
つ
い
て
の
認
識
は
例
え
ば
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、

人
間
は
こ
の
世
の
華
で
あ
り
ー
八
無
限
に
親
切
で
慈
悲
ぶ
か
き
情
愛
に
み
ち
た
存
在
者
＞
の
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
に
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
彼
は
ま
た
こ
の
世
の
笑
い
草
で
あ
り
‘
_
—
！
ハ
不
思
議
と
謎
の
間
に
＞
生
き
、
そ
う
し
て
し
よ
っ
中
失
敗
し

(12) 

て
い
る
の
で
、
時
に
は
彼
は
、
こ
の
世
に
八
愚
行
を
演
ず
る
＞
た
め
に
送
ら
れ
て
来
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
（
八

そ
の
よ
う
な
、
人
間
の
不
完
全
さ
と
愚
か
し
さ
を
見
る
目
そ
の
も
の
が
、
ス
タ
ー
ン
に
お
い
て
は
寛
容
的
で
あ
る
と
い
う
議
論
は
さ

ビ

タ

ー

て
置
い
て
、
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
諷
刺
的
筆
致
に
は
辛
ら
つ
な
ヒ
ュ
ー
マ
ー
や
異
端
的
・
冒
漬
的
な
言
葉
が
あ
き
ら
か
に
混
っ
て
お

い
う
考
え
方
も
出
て
来
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

対
す
る
信
頼
、

お
よ
び
神
に
よ
る
宇
宙
統
治
の
秩
序
感
覚
を
確
か
に
し
た
。
こ
の
窮
極
の
秩
序
感
覚
か
ら
、

ス
タ
ー
ン
の
博
愛
主
義
も

(11) 

自
由
（
広
教
）
主
義
も
、
そ
し
て
ま
た
、
『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ィ
』
で
い
う
と
こ
ろ
の
八
世
界
の
偉
大
な
感
覚
の
中
枢
＞
と

＞
内
は
『
説
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た
だ
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
ス
タ
ー
ン
の
内
面
の
問
題
が
よ
り
明
確
に
見
え
て
来
る
の
は
、
彼
が
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

を
書
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
『
説
教
集
』
に
お
い
て
は
、
博
愛
主
義
及
び
自
由
（
広
教
）
主
義
者
と
し
て
の
根
本
的

選
択
を
彼
が
果
た
し
た
こ
と
の
方
に
、
そ
の
意
義
の
一
半
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
を
も
お
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ス
タ
ー
ン

の
内
部
は
、
『
説
教
集
』
に
お
い
て
は
未
だ
全
的
に
開
か
れ
て
は
来
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
『
説
教
集
』
の
宗
教
・
道
徳
に
関
す
る
見
方
に
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ー
」
と
い
う
概
念
を
入
れ
れ
ば
、
事
態
は
な
お
複
雑
化
す
る

か
も
知
れ
な
い
が
、
同
時
に
ス
タ
ー
ン
の
本
質
ヘ
一
歩
踏
み
込
む
こ
と
に
も
な
る
。

い
っ
た
い
ス
タ
ー
ン
の
時
代
（
即
ち
オ
ー
ガ
ス
タ
ン
の
時
期
が
移
行
し
て
ゆ
く
時
代
）

ス
テ
ィ
ー
ル
、

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
、
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
等
に
共
通
の
、
人
生
に
対
す
る
楽
観
主
義
を
そ
の
根
本
に
持
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
、
彼
ら
な
り
の
、
「
自
ら
の
時
代
の
も
っ
と
も
深
い
確
信
」
（
レ
ズ
リ
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
）

ば
、
前
時
代
の
ホ
ッ
プ
ス
等
の
、
人
間
性
の
堕
落
・
腐
敗
に
対
す
る
辛
ら
つ
な
諷
刺
や
冒
漬
的
な
知
性
と
は
違
っ
た
見
方
ー
っ
ま
り

不
満
の
対
象
に
対
す
る
笑
い
や
諷
刺
に
よ
る
弾
劾
よ
り
は
、
同
情
と
善
意
で
彼
ら
の
創
り
出
し
た
人
物
と
共
に
笑
う
こ
と
を
ー
欲
し

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ス
タ
ー
ン
も
お
お
む
ね
そ
の
例
に
も
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
彼
の
知
性
が
冒
漬
的
に
走
る
こ
と
が
あ
っ
て

に
お
け
る
道
徳
・
倫
理
は
、
こ
の
二
つ
の
極
の
あ
い
だ
を
動
く
。

り
、
彼
自
身
セ
ッ
ク
ス
や
ス
カ
ト
ロ
ジ
イ
ヘ
の
関
心
も
強
か
っ
た
と
い
っ
た
こ
と
も
合
わ
せ
て
、
彼
が
単
に
「
博
愛
主
義
者
」
や
「
自

由
（
広
教
）
主
義
者
」
と
い
っ
た
範
疇
に
入
り
切
れ
な
い
部
分
を
多
く
持
っ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
ス
タ

ー
ン
の
内
面
の
問
題
と
し
て
、

一
方
の
博
愛
主
義
を
あ
げ
れ
ば
、
も
う
一
方
の
諷
刺
家
・
哄
笑
家
が
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
ス
タ
ー
ン

の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ー
」
概
念
は
、
ア
デ
ィ
ス
ン
、

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
例
え

46 



第三章 く書くこと＞のもう一つの始まり

次
の
一
文
を
引
用
し
て
い
る
。
即
ち
、

も
、
で
あ
る
。

ソ

フ

ト

・

ヴ

ュ

ー

『
説
教
集
』
に
お
い
て
ス
タ
ー
ン
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ー
」
の
特
質
は
、
例
え
ば
説
教
第
5
番
な
ど
の
、
や
わ
ら
か
な
人
間
観
の
中
に
う
か

が
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
ス
タ
ー
ン
文
学
全
体
に
支
配
的
な
「
ヒ
ュ
ー
マ
ー
」
の
本
質
論
を
持
ち
出
せ
ば
、

質
を
最
も
よ
く
掴
み
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
ス
タ
ー
ン
の
異
国
の
後
継
者
の
一
人
、
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
・
リ
ヒ
タ
ー
で
あ
る
。

ト

ー

タ

リ

テ

ィ

ア

ブ

サ

ー

デ

イ

テ

ィ

そ
の
要
点
を
言
え
ば
、
「
ヒ
ュ
ー
モ
リ
ス
ト
」
は
「
全
体
性
」
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
故
に
、
ス
タ
ー
ン
に
お
い
て
は
善
も
悪
も
、
不
条
理

も
美
徳
も
、
人
間
的
価
値
と
し
て
は
等
価
で
あ
る
。
こ
れ
は
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
も
見
抜
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、

限
」
の
視
点
か
ら
こ
れ
ら
の
対
立
物
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
来
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
認
識
の
仕
方
は
、
不
可
避
的
に

メ
ラ
ン
コ
リ

対
立
す
る
も
の
の
共
時
的
存
在
を
自
己
の
内
に
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
故
に
、
こ
れ
を
行
な
う
人
間
は
「
憂
鬱
」
を
抱
え
込
ま
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
上
に
、
自
分
を
も
笑
い
の
対
象
に
と
り
入
れ
て
、
結
局
人
間
の
運
命
の
様
々
な
対
照
点
を
知
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
こ
そ
「
ヒ
ュ
ー
マ
ー
」
の
本
質
的
在
り
方
が
あ
る
、

ー
ン
の
モ
ラ
ル
・
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
ト
の
喜
劇
』

い
う
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
研
究
者
の
説
く
と
こ
ろ
を
重
視
し
て
、

そ
の
本

と
い
う
訳
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
ア
ー
サ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
は
、
『
ス
タ

の
序
文
で
、
右
の
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
・
リ
ヒ
タ
ー
と
共
に
エ
ド
モ
ン
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
と

ェ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
パ
リ
テ
イ

ス
タ
ー
ン
に
お
け
る
「
根
本
的
な
懸
隔
感
」
を
指
摘
し
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
の

彼
自
身
と
彼
の
運
命
の
あ
い
だ
に
、
そ
し
て
、
現
実
の
全
体
と
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
我
々
の
精
神
の
上
に
、
諸
事
物
の
法
則
と

し
て
印
せ
ら
れ
て
い
る
理
想
と
の
あ
い
だ
に
、
彼
の
根
本
的
な
懸
隔
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
対
照
は
至
る
処
で
明
々
白
々

つ
ま
り
笑
い
は
「
無
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四

法
と
な
っ
て
い
る
。

の
も
の
で
あ
っ
た
。
我
々
は
、
幸
福
と
美
徳
の
た
め
に
作
ら
れ
、
真
実
で
気
高
く
崇
高
な
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
方
向
へ
と
定
め
ら
れ

て
い
る
も
の
と
、
自
分
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
も
し
我
々
が
、
誠
実
さ
を
少
し
で
も
失
わ
な
け
れ
ば
、
我
々
は
自
分

が
か
弱
く
、
心
定
ま
ら
ず
、
狭
く
限
ら
れ
て
お
り
、
散
文
的
で
つ
ま
ら
な
く
、
軽
佛
浮
薄
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

(13) 

…
…
か
く
し
て
偉
大
な
、
す
べ
て
の
も
の
に
通
ず
る
喜
劇
ー
ー
＇
人
間
喜
劇
ー
|
'
八
虚
栄
の
市
＞
が
開
け
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
八
虚
栄
の
市
＞
と
は
い
う
迄
も
な
く
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
世
界
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
現
実
の

ア
ブ
サ
ー
デ
イ
テ
ィ

不
条
理
に
対
す
る
右
の
如
き
認
識
が
、
『
説
教
集
』
を
書
く
こ
と
の
中
で
既
に
は
じ
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
、
そ
れ
が
彼

の
自
由
（
広
教
）
主
義
神
学
思
想
の
基
盤
も
し
く
は
母
胎
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

ス
タ
ー
ン
の
八
書
く
こ
と
＞

が
、
こ
の
母
胎
の
方
に
向
か
う
時
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
豊
か
な
混
沌
の
世
界
が
開
け
る
の
で
あ
る
。

デ
ィ
ス
バ
リ
テ
ィ

以
上
を
要
約
す
れ
ば
、
宗
教
（
及
び
道
徳
）
の
理
想
と
外
的
現
実
と
の
間
の
懸
隔
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
、
ス
タ
ー
ン
の
「
ヒ
ュ
ー

マ
ー
」
は
位
置
づ
け
出
来
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
、
言
葉
と
現
実
と
の
距
離
を
満
た
す
た
め
の
ス
タ
ー
ン
流
の
一
方

『
説
教
集
』
の
問
題
に
戻
れ
ば
、
結
局
こ
れ
は
十
八
世
紀
半
ば
の
ス
タ
ー
ン
の
時
代
の
―
つ
の
幸
福
論
で
あ
っ
て
、
西
洋
の
伝
統
的
命

ノ

ウ

・

ザ

イ

セ

ル

フ

題
「
汝
自
身
ヲ
知
レ
」
と
い
う
道
徳
的
意
図
を
そ
の
中
に
持
ち
、
人
間
的
な
特
性
の
う
ち
最
も
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
、
他
者
に
対
す
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、、

る
博
愛
と
同
情
を
、

ス
タ
ー
ン
と
し
て
は
、
「
ヨ
リ
ッ
ク
」
と
い
う
道
化
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
、
現
実
と
の
間
合
い
を
と
り
な
が
ら
も
か

な
り
誠
実
に
、
称
賛
し
て
い
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
基
本
的
な
思
想
は
、

を
は
じ
め
た
オ
ー
ガ
ス
タ
ン
の
時
代
の
流
れ
に
棒
を
差
し
て
い
る
が
、

リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

ス
タ
ー
ン
が
そ
れ
を
出
版
す
る
時
期
に
は
、
す
で
に
彼
は
『
ト

の
作
家
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
神
学
的
・
道
徳
的
思
想
は
前
時
代
的
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

な
、
保
守
的
な
思
想
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
文
体
は
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
風
の
も
の
に
近
づ
い
て
い
る
、

と
に
な
っ
た
。
と
も
あ
れ
、
一
七
六

0
年
に
『
ヨ
リ
ッ
ク
氏
説
教
集
』
と
し
て
ま
と
ま
る
迄
に
田
舎
牧
師
ス
タ
ー
ン
が
説
教
を
書
い
て

き
た
、
そ
の
経
験
（
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
に
と
っ
て
の
言
葉
を
発
見
し
て
ゆ
く
こ
と
が
、
作
家
に
と
っ
て
本
質
的
な
経
験
で
あ

る
）
が
、
や
が
て
は
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
及
び
『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ィ
』

こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
説
教
を
書
く
牧
師
が
皆
、
作
家
に
な
る
訳
で
は
な
い
以
上
、

れ
て
し
ま
う
よ
う
な
異
様
な
作
品
で
あ
る
以
上
、
『
ヨ
リ
ッ
ク
氏
説
教
集
』

し
か
も
、
そ
の
作
品
が
並
の
小
説
概
念
か
ら
は
外

に
は
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
説
教
集
』
に
お
け
る
ス
タ
ー
ン
の
基
本
的
選
択
は
今
ま
で
見
て
来
た
通
り
、
自
由
（
広
教
）
主
義
思
想
で
は
あ
る
が
、
ス
タ
ー
ン
自

ら
『
説
教
集
』
の
序
文
で
、
こ
の
説
教
集
が
「
博
愛
主
義
と
、
そ
れ
と
同
類
の
美
徳
」
に
も
と
づ
い
て
、
「
頭
脳
か
ら
と
い
う
よ
り
は
心
臓

(14) 

か
ら
生
ま
れ
て
き
た
」
と
し
て
、
「
心
臓
か
ら
」
と
い
う
言
葉
を
強
調
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
宗
教
者
と
し
て
の
説
教
意
識

よ
り
は
む
し
ろ
、
猥
雑
な
現
実
認
識
の
上
に
立
っ
た
八
ヒ
ュ
ー
モ
リ
ス
ト
＞
意
識
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
が
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ

ャ
ン
デ
ィ
』
を
書
く
こ
と
の
中
に
既
に
入
っ
て
い
る
ス
タ
ー
ン
の
言
葉
で
あ
る
と
し
て
、

い
て
、

ス
タ
ー
ン
が
説
教
を
書
く
こ
と

の
作
家
ス
タ
ー
ン
を
生
み
出
す

そ
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ー
」
意
識
を
幾
分
差
し
引

ス
タ
ー
ン
を
説
教
活
動
中
心
の
時
代
に
引
き
戻
し
て
考
え
て
み
る
と
し
て
も
、
我
々
は
や
は
り
、

と
い
う
こ

ス
タ
ー
ン
の
宗
教
者
意
識
は
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(
1
)
 

注 発
見
す
る
と
い
う
き
っ
か
け
を
掴
め
ば
よ
か
っ
た
。

体
の
面
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

職
業
的
な
建
て
前
に
近
く
、
彼
自
身
は
ど
う
や
ら
宗
教
者
に
は
向
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
判
断
し
て
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
ま
た
ス
タ
ー
ン
の
場
合
、
建
て
前
で
あ
る
か
ら
本
音
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
言
え
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
が
渾
然
と
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ス
タ
ー
ン
の
本
領
で
あ
る
と
い
う
他
は
な
い
。
だ
が
と
に
か
く
、
生
涯
宗
教
者
と
し
て
の
仕
事
を
続
け
た
ス
タ
ー

ン
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
彼
が
そ
の
牧
師
と
い
う
職
業
に
負
う
所
は
い
う
ま
で
も
な
く
大
き
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
た
と
え
牧
師
の
義
務

と
し
て
で
は
あ
っ
て
も
、

ス
タ
ー
ン
に
は
じ
め
て
自
己
表
現
を
可
能
な
ら
し
め
た
仕
事
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
説
教
者
と
し

て
の
特
性
は
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

に
至
っ
て
も
消
え
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
特
に
そ
れ
は
思
想
の
面
よ
り
も
文

ス
タ
ー
ン
は
長
い
無
名
の
田
舎
牧
師
の
時
代
に
、
教
会
の
仕
事
と
し
て
こ
れ
ら
の
説
教
を
書
き
な
が
ら
、
自
ら
そ
れ
と
知
ら
ぬ
う
ち

に
、
彼
独
自
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ー
」
と
「
道
徳
」
と
「
文
体
」
の
訓
練
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ

ン
デ
ィ
』
に
ゆ
き
つ
く
迄
に
は
、
あ
と
は
、
『
権
争
物
語
』
と
い
う
諷
刺
的
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
八
笑
い
の
精
神
＞
を

A
l
a
n
 B. H
o
w
e
s
,
 
Yorick a
n
d
 the 
Critics: 
Sterne's Reputation in E
n
g
l
a
n
d
,
 
1
7
6
0
,
1
8
6
8
 
(
N
e
w
 H
a
v
e
n
:
 Y
a
l
e
 Univ. 

Press, 1958; rptd 1971 a
s
 a
n
 A
r
c
h
o
n
 B
o
o
k
)
,
 pp. 9-12. Cf•Kenneth 

M
o
n
k
m
a
n
,
 "
T
o
w
a
r
d
s
 a
 Bibliography of Sterne's 

S
e
r
m
o
n
s
,
"
 
T
h
e
 S
h
a
n
d
e
a
n
,
 Vol. 5
 (
N
o
v
.
1
9
9
3
)
 :
 32-109. 
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(
N
)
 

Ibid., 
p.10. Cf. Monthly R

e
v
i
e
w
 
(
M
a
y
 1760): "If w

e
 consider t

h
e
m
 (i.e. the sermons) 

as m
o
r
a
l
 essays, they are, 

indeed, highly c
o
m
m
e
n
d
a
b
l
e
…." 

(cv:>) 
Hamlet, V. i. 

203-04: 
"
[
H
a
m
l
e
t
]
…
Alas, 

p
o
o
r
 Y
o
r
i
c
k
 !

 I
 kn

e
w
 him, 

Horatio :
 a
 fellow of 

infinite jest, 
of 

m
o
s
t
 

excellent fancy." 

（"""") 
芝

•I\
ri
—
蕊
K
~
―
’
\
8
痣
抵
蒜
嶺
如
卓
娼
琴
砂

l
判

lギ
ー

1＜
ば
母
娼
世
蝶
翠
_
)
や
か
心
゜
ド
ロ
ざ
ぷ
器
『
蒋
抵
蠍
·
：
叫
極
』
（

I

兵
主
<lit-)'

ば
直
°

Cf. Lansing V
a
n
 D
e
r
 H
e
y
d
e
n
 H
a
m
m
o
n
d
,
 Laurence Sterne's 

S
e
r
m
o
n
s
 
of 

Mr. 
Y
o
ガ
ck

(
H
a
m
d
e
n
,
 

Connecticut: A
r
c
h
o
n
 Books, 1970), 

p. 
63. 

(L0) 
Arthur H

.
 Cash, Sterne's 

C
o
m
e
d
y
 of M

o
r
a
l
 Sentiments: 

T
h
e
 Ethical 

D
i
m
e
n
s
i
o
n
 of 

the 
Journey'(Pittsburgh: 

D
u
q
u
e
s
n
e
 Univ. Press, 

1966), p. 
25. 

こ悩
(
"
°
)

Henri Fluchere, Laurence Sterne, 
F
r
o
m
 Tristram 

to 
Yorick 

(
L
o
n
d
o
n
:
 O
x
f
o
r
d
 Univ. Press, 

1965), p. 
255. 

毀s
 
(r-) 

J
o
h
n
 Traugott, 

T
ガ
stram

Shandy's 
W
o
r
l
d
:
 Sterne's Philosophical Rheto

ガ
c
(
N
e
w
 Y
o
r
k
:
 Russell &

 Russell, 1970), 

j
 

pp. 98-106. 

＂^ ,.,:;; 
(oo) 

"
T
o
 Mrs. Sterne" 

(
M
a
r
c
h
 17, 

1762), Letters 
of Laurence Sterne, pp.154-56. 

゜ 八
（m

)
 
K
ぷ
―

’
\
S
似
姓
s
+
<
狛
各
罪
慈
述
や
8
4
闘
届
蛙
逗
埒
心
荼
＇
『

-L:::--K-L11"\~•
，
入
ギ
，
＼
界
ヤ
』
0
廿
や
晦
こ
曲
上
=
K
上

1ト
<
企
よ
<
s

ムトJ
吋
An

足
澁
器
_
)
ド
.
;
t-Cl0 

"Writing, w
h
e
n
 properly m

a
n
a
g
e
d
,
 (as y

o
u
 m
a
y
 b
e
 sure I

 think m
i
n
e
 is) 

is but a
 different n

a
m
e
 

攀＞憐川探

for conversation." 
(Tristram Shandy, Vol. II, 

Ch.11) 

ぼ
）

‘erotesis'='a
figure of speech b

y
 w
h
i
c
h
 a

 speaker, in the f
o
r
m
 of a

n
 interrogation, boldly asserts the opposite of 

w
h
a
t
 is 

asked.'(0. E. D
)
 

IS 



瀧『蠍榔痣出ヽ(6m」

(：：：：) 
器

（;::1) 

(~
) 

蔀1掘
(~

) 

Cf. 
"
T
h
e
 Bourbonnois" 

(
A
 Sentimental Journey) :

 "-
A
l
l
 c
o
m
e
s
 f
r
o
m
 thee, 

great, 
great S

E
N
S
O
R
I
U
M
 of 

the 

world! which vibrates, if 
a

 hair of our h
e
a
d
 but falls u

p
o
n
 the ground, in 

the remotest desert of thy creation." 

Gardner D. Stout, 
Jr., 

"Yorick's Sentimental Journey: A
 Comic'Pilgrim's Progress'for the 

M
a
n
 of 

Feeling," 

E
L
H
,
 Vol. 30, 

No. l
 (M
a
r
c
h
 1963), p. 

409. 

Arthur H
.
 Cash, op. 

cit., 
p. 
20

匡
蜘

都
朕

S
蜘
揺
払
心
坦
'
,
入

H
ー

ll"¥-Q
窯

菜
廷

％
e

ヂ
Q
遁
紐
菜
心
苓
＇
嶺
榔
述
桜
眠
゜

E
d
m
o
n
d
 Scherer, Essays 

o
n
 English Literature, trans. George Saintsbury. N

e
w
 York, 1891. 

"Sterne's Preface to the First T
w
o
 V
o
l
u
m
e
s
 of T

h
e
 Sermons of Mr. 

Y.。ガ
ck,"

T
h
e
 Sermons of Mr. 

Yorick, selected 

b
y
 Marjorie David (Cheadle, Cheshire: Carcanet Press, 

1973), pp. 30-31. 
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に
そ
の
文
学
的
卓
越
性
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
出
版
当
時
は
、

ヽ

~
1
1
)
と

そ
の
六
年
後
の
続
編
、

一
部
に
説
教
集
の
性
格
に
つ
い
て
批
難
す
る
向
き
も
あ
っ
た
と ノ‘

ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
の
説
教
の
出
版
は
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
一
七
四
七
年
ヨ
ー
ク
市
立
慈
善
学
校
基
金
募
集
の
た
め
の
説
教
、

『
エ
リ
ヤ
の
場
合
』
が
最
も
早
く
、
次
い
で
一
七
五

0
年
『
良
心
の
濫
用
に
つ
い
て
』
が
出
て
い
る
。
説
教
集
と
し
て
は
、

つ
の
説
教
を
含
め
て
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
第
一
、
二
巻
の
出
た
直
後
の
一
七
六

0
年
『
ヨ
リ
ッ
ク
氏
説
教
集
』

(
i
|

は
い
え
、

そ
れ
ら
二

一
七
六
六
年
『
説
教
集
』
（
面

1.lv)
と
い
う
形
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
殆
ど
す
べ
て
、

モ
ン
ド
も
「
少
な
く
と
も
世
紀
の
半
ば
ま
で
に
、

第

四

章

ス

タ

ー

ン

の

教

育

論

説

教

第

20番

ス

タ
ー
ン
が
作
家
的
出
発
を
す
る
四
十
五
歳
台
ま
で
の
、
作
家
ス
タ
ー
ン
を
準
備
し
た
書
き
物
と
し
て
重
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

(
l
)
 

ス
タ
ー
ン
は
す
で
に
相
当
の
文
学
的
技
法
を
獲
得
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う

む
し
ろ
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
以
上
の
人
気
を
得
た
書
き
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
事
情
も
あ
っ
て
ス
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第二部 rョリック氏説教集』論

タ
ー
ン
の
死
後
の
一
七
六
九
年
、
『
故
ス
タ
ー
ン
師
説
教
集
』

(
V
ー
面
）

代
が
移
る
に
つ
れ
て
説
教
集
は
読
ま
れ
な
く
な
り
、
十
九
世
紀
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
殆
ど
ふ
り
か
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
な
っ
て
い

る
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
バ
ジ
ョ
ッ
ト
の
『
文
学
研
究
』

(II)
に
次
の
様
な
評
言
が
あ
る
の
は
、
今
日
ま
で
の
大

方
の
批
判
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
「
ス
タ
ー
ン
は
異
教
徒
だ
っ
た
。
彼
は
教
会
人
に
は
な
っ
て
い
た
が
、
優
れ
た
鑑
定

家
で
あ
る
サ
ッ
カ
レ
イ
氏
も
正
当
に
評
価
し
た
よ
う
に
、
彼
の
説
教
集
に
は
八
キ
リ
ス
ト
教
徒
ら
し
い
感
情
＞
は
少
し
も
な
か
っ
た
。

(
2
)
 

道
徳
的
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
は
上
手
く
表
現
さ
れ
て
い
る
し
、
力
強
く
も
あ
っ
た
が
、
今
は
そ
の
評
価
も
変
わ
っ
た
。
」

し
か
し
今
日
、

ス
タ
ー
ン
文
学
の
全
体
像
を
捉
え
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
説
教
集
が
独
特
の
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
確

か
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
は
二
つ
の
側
面
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。

は
文
体
（
朗
読
）

の
面
で
あ
る
。
思
想
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
教
育
論
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
本
稿
で
取
り
上
げ
る
説
教
が
特
に
ロ
ッ
ク
に
関
係
が
あ
る
た
め
で
あ
っ
て
、
説
教
集
全
体
の
思
想
と
し
て
は
い
わ
ゆ
る
「
ラ
テ
ィ
テ

ュ
ー
デ
ィ
ナ
リ
ア
ニ
ズ
ム
」
に
よ
っ
て
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
文
体
（
朗
読
）

あ
る
い
は
ス
タ
ー
ン
の
言
語
的
想
像
力
と
い
っ
た
意
味
で
使
い
た
い
と
思
う
。
本
論
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
点
を
中
心
に
議
論
を
進

め
る
も
の
で
あ
る
。

ま
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
時

―
つ
は
思
想
の
面
、
も
う
一
っ

ロ
ッ
ク
の
教
育
論
と
の
関
連
は
、
そ
の
中
の
一
断
面
を

と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
ス
タ
ー
ン
の
説
教
の
言
葉
を
導
び
く
想
像
力
の
働
か
せ
方
、
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説
教
集
収
録
の
説
教
、
全
四
十
五
篇
中
、
導
入
部
分
と
し
て
各
説
教
に
付
さ
れ
た
聖
書
の
目
次
の
中
で
最
も
多
い
の
は
、
「
ル
カ
伝
」

こ
の
説
教
に
付
さ
れ
た
言
葉
は
、
「
ル
カ
伝
」
十
五
章
十
三
節
の
ょ
'
A
n
d
n
o
t
 m
a
n
y
 d
a
y
s
 after, 
the y
o
u
n
g
e
r
 s
o
n
 g
a
t
h
e
r
e
d
 

all h
e
 h
a
d
 together, a
n
d
 t
o
o
k
 his j
o
u
r
n
e
y
 into a
 far country." 
(
~
日
絡
{
‘
辛
Rは
4二
部
を
ま
と
め
て
造Qい
O
Oに
認
セ
り
、
そ
こ

で
放
蕩
生
活
を
送
っ
て
財
産
を
使
い
果
た
し
た
）

く
な
っ
た
羊
と
無
く
な
っ
た
銀
貨
の
臀
え
（
ト
ロ
ク
メ
）
」
に
続
く
「
放
蕩
息
子
の
臀
え
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
「
或
る
人
に
二
人

1̂1〉

1̂2〉

の
息
子
が
あ
っ
て
、
弟
が
父
親
に
、
財
産
の
う
ち
の
半
分
を
自
分
の
分
と
し
て
呉
れ
と
言
う
。
父
は
身
代
を
二
人
に
分
け
て
や
る
。
数

1̂3〉

日
後
、
弟
の
方
が
全
部
を
ま
と
め
て
遠
い
国
に
移
り
、
そ
こ
で
放
蕩
し
て
財
産
を
使
い
果
た
す
。
そ
の
後
そ
の
国
に
ひ
ど
い
飢
饉
が
起

1̂4〉

1̂5〉

こ
り
、
弟
は
万
事
窮
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
あ
る
人
の
も
と
へ
居
候
に
な
り
、
畑
で
豚
を
飼
わ
せ
ら
れ
る
。
彼
は
豚
の
食
べ
る
豆
が
ら

1̂6〉

で
腹
を
満
た
し
た
い
と
思
っ
た
が
、
そ
れ
を
く
れ
る
人
も
な
い
。
そ
こ
で
我
に
返
っ
て
言
っ
た
、
『
父
の
と
こ
ろ
は
大
勢
の
雇
い
人
が
た

1̂7> 

く
さ
ん
の
パ
ン
を
得
て
い
る
の
だ
。
こ
の
私
は
飢
え
死
に
し
そ
う
に
な
っ
て
い
る
の
に
。
立
っ
て
、
父
の
と
こ
ろ
へ
帰
っ
て
こ
う
言
お

う
、
父
よ
私
は
天
に
対
し
て
も
あ
な
た
に
対
し
て
も
罪
を
犯
し
た
の
で
、
も
は
や
あ
な
た
の
息
子
と
呼
ば
れ
る
資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
。

1̂9〉

雇
い
人
の
ひ
と
り
に
し
て
下
さ
い
。
』
そ
こ
で
父
の
と
こ
ろ
に
帰
っ
て
行
っ
た
が
、
ま
だ
遠
く
離
れ
て
い
る
間
に
父
親
は
息
子
を
見
つ

2̂0〉

2̂1〉

け
、
首
を
抱
い
て
接
吻
す
る
。
息
子
は
ま
た
、
彼
の
息
子
と
呼
ば
れ
る
資
格
の
な
い
こ
と
を
言
う
が
、
父
は
僕
た
ち
に
言
い
つ
け
て
、

の
五
回
（
説
教
3
、
6 ヽ

0
、

2
 
3‘ 2
 

で
あ
る
。
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
前
節
十
五
章
三
ー
十
節
の
「
い
な

24)
で
あ
る
が
、

い
ま
こ
の
う
ち
説
教
第
20
番
「
放
蕩
息
子
の
話
」
を
選
ん
で
み
る
。
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子
は
死
ん
で
い
た
の
に
生
き
返
り
、

2̂3〉

一
緒
に
食
べ
て
楽
し
も
う
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
私
の
息

2̂4〉

い
な
く
な
っ
て
い
た
の
に
見
つ
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
う
言
っ
て
祝
宴
を
始
め
る
。
兄
の
方
は
畑

2̂5〉

2̂6〉

に
い
た
が
、
音
楽
や
踊
り
の
響
が
聞
こ
え
た
の
で
、
僕
を
呼
ん
で
何
事
か
と
事
情
を
尋
ね
る
。
僕
が
、
弟
の
帰
っ
た
こ
と
、
彼
の
た
め

2̂7〉

2̂8〉

に
肥
え
た
小
牛
を
ほ
ふ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
と
、
兄
は
怒
り
、
家
に
入
ろ
う
と
し
な
い
の
で
、
父
が
出
て
き
て
な
だ
め
る
。
兄
は
不
平

を
言
う
、
何
年
も
あ
な
た
の
も
と
で
、
僕
の
よ
う
に
言
い
つ
け
に
も
そ
む
か
ず
に
仕
え
て
来
た
の
に
、
子
や
ぎ
一
匹
も
、
友
達
と
楽
し

2̂9〉

む
た
め
に
私
に
く
れ
た
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
遊
女
ど
も
と
一
緒
に
遊
び
、
身
代
を
食
い
つ
ぶ
し
た
弟
に
は
肥
え
た
子
牛
を
ほ
ふ
ら

3̂0〉

せ
る
と
は
何
事
で
す
か
！
父
親
は
こ
れ
に
対
し
て
答
え
て
言
っ
た
、
息
子
よ
、
お
ま
え
は
い
つ
も
私
と
一
緒
に
い
る
し
、
私
の
も
の

3̂1〉

は
皆
お
ま
え
の
も
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
お
ま
え
の
弟
が
死
ん
で
い
た
の
に
生
き
返
り
、
い
な
く
な
っ
て
い
た
の
に
見
つ
か
っ
た
の
だ

3̂2〉

か
ら
、
こ
れ
が
喜
び
祝
わ
ず
に
お
れ
よ
う
か
。
」

「
放
蕩
息
子
の
管
え
」
は
こ
れ
が
全
部
で
あ
る
が
、
ス
タ
ー
ン
は
こ
れ
ら
の
節
の
中
か
ら
と
り
わ
け
十
三
節
の
、
し
か
も
後
半
の

"
a
n
d

庄
ere
w
a
s
t
e
d
 his substance w
i
t
h
 riotous living."
の
部
分
は
省
い
て
、
敢
え
て
そ
の
前
半
の
み
を
説
教
の
前
置
き
と
し
た
の
で

あ
る
。
彼
の
話
の
重
点
は
特
に
、
＾
gand
t
o
o
k
 his j
o
u
r
n
e
y
 into a
 far country"
と
い
う
個
所
に
置
か
れ
て
い
る
。

ス
タ
ー
ン
は
、
こ
の
話
が
イ
エ
ス
が
語
っ
た
通
り
の
誓
え
話
で
あ
る
か
、
イ
エ
ル
サ
レ
ム
で
当
時
よ
く
知
ら
れ
た
何
か
の
話
を
基
に(

3
)
 

し
た
も
の
か
の
論
議
は
、
こ
の
説
教
の
目
的
で
は
な
い
と
し
て
、
聖
書
学
者
達
が
よ
く
や
る
よ
う
な
議
論
を
避
け
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

ス
タ
ー
ン
は
ま
ず
、
第
十
一

S
十
三
節
ま
で
を
読
み
、
話
の
叙
述
は
簡
潔
単
純
だ
が
、
こ
こ
に
語
ら
れ
る
「
自
然
」
は
多
弁
で
あ
る

と
言
う
。

2̂2〉

彼
に
最
上
の
着
物
と
指
輪
と
は
き
も
の
を
与
え
、
子
牛
を
ほ
ふ
ら
せ
、
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巳
is
occasion. 
(p. 1
8
6
)
 

T
h
e
 a
c
c
o
u
n
t
 is 
short :
 the interesting a
n
d
 pathetic p
a
s
s
a
g
e
s
 w
i
t
h
 w
h
i
c
h
 s
u
c
h
 a
 transaction w
o
u
l
d
 b
e
 

necessarily connected, a
r
e
 left 
to b
e
 supplied b
y
 the h
e
a
r
t
 :
ー
the
story is 
s
i
l
e
n
t
1
b
u
t
 n
a
t
u
r
e
 is 
n
o
t
 :
 

|
m
u
c
h
 ki
n
d
 advice, a
n
d
 m
a
n
y
 a
 te
n
d
e
r
 expostulation w
o
u
l
d
 fall f
r
o
m
 the father's lips, 
n
o
 doubt, u
p
o
n
 

父
親
と
息
子
の
間
の
感
情
の
交
流
1

父
親
の
親
切
な
忠
告
や
訓
戒
の
数
々
ー
が
そ
こ
に
見
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
説
教
者
は
想

像
の
翼
を
拡
げ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
ス
タ
ー
ン
は
、
こ
の
父
親
が
、
旅
と
い
う
も
の
の
危
険
な
こ
と
や
、
息
子
の
年
の
末
成
熟
な
こ
と
、

連
れ
も
な
い
旅
を
す
る
さ
い
の
生
命
•
財
産
・
美
徳
の
上
で
の
危
険
な
ど
を
示
し
て
、
こ
の
よ
う
な
愚
か
な
企
て
は
や
め
る
よ
う
に
と

言
い
、
ま
た
様
々
な
誘
惑
や
ワ
ナ
、
快
楽
に
迷
え
ば
得
る
と
こ
ろ
は
皆
無
た
る
こ
と
、
女
性
の
そ
そ
の
か
し
や
手
練
手
管
、
彼
女
ら
の

、
、
、
、
、

毒
の
こ
と
等
々
に
つ
い
て
息
子
に
話
し
て
聞
か
せ
る
で
あ
ろ
う
、
と
想
像
す
る
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
ス
タ
ー
ン
は
い
わ
ば
小
説
的
肉
付

け
を
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
父
親
の
諫
言
も
た
だ
息
子
の
欲
望
の
火
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
、
と
言
っ
て
次
の
様
に

出
発
の
情
景
を
描
き
出
す
。

T
h
e
 dissuasive w
o
u
l
d
 b
u
t
 inflame his desire. -

H
e
 ga
t
h
e
r
s
 all 
together. -

|

I

 see the picture of his d
e
p
a
r
t
u
r
e
 :
ー
the
c
a
m
e
l
s
 a
n
d
 asses l
o
a
d
e
n
 w
i
t
h
 his substance, d
e
t
a
c
h
e
d
 o
n
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o
n
e
 side of the piece, a
n
d
 a
l
r
e
a
d
y
 o
n
 their w
a
y
 :
ー
the
prodigal s
o
n
 standing o
n
 the fore ground, w
i
t
h
 a
 

forced sedateness, struggling against the fluttering m
o
v
e
m
e
n
t
 of joy, u
p
o
n
 his deliverance f
r
o
m
 restraint: 

|
t
h
e
 elder b
r
o
t
h
e
r
 holding his hand, as if 
unwilling to let it 
g
o
 :
 
-
t
h
e
 father,ー

s
a
d
m
o
m
e
n
t
 
!
 

w
i
t
h
 

a
日

m
look, c
o
v
e
r
i
n
g
 a
 prophetic sentiment,'
t^hat all 
w
o
u
l
d
 n
o
t
 g
o
 well w
i
t
h
 his child," -
a
p
p
r
o
a
c
h
i
n
g
 

to e
m
b
r
a
c
e
 h
i
m
,
 a
n
d
 bid h
i
m
 adieu. -

(p. 1
8
7
)
 

P
o
o
r
 inconsiderate y
o
u
t
h
 
!
 

F
r
o
m
 w
h
o
s
e
 a
r
m
s
 art t
h
o
u
 
flying•From 

w
h
a
t
 a
 shelter art t
h
o
u
 g
o
i
n
g
 forth 

into t
h
e
 s
t
o
r
m
?
 A
r
t
 t
h
o
u
 w
e
a
r
y
 of a
 father's affection, of a
 father's c
a
r
e
?
 or, H
o
p
e
s
t
 t
h
o
u
 to find a
 wa
r
m
e
r
 

interest, a
 truer counsellor, o
r
 a
 ki
n
d
e
r
 friend in a
 la
n
d
 of strangers, w
h
e
r
e
 y
o
u
t
h
 is 
m
a
d
e
 a
 prey, a
n
d
 so 

m
a
n
y
 t
h
o
u
s
a
n
d
s
 a
r
e
 c
o
n
f
e
d
e
r
a
t
e
d
 to deceive t
h
e
m
,
 a
n
d
 live b
y
 their spoils? 
(p. 1
8
7
)
 

聖
書
の
簡
明
な
記
述
の
間
を
、
こ
の
よ
う
に
感
情
を
込
め
て
豊
か
に
埋
め
て
ゆ
く
説
教
者
の
想
像
力
は
、
『
ト
ラ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン

デ
ィ
』
や
『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ィ
』

や
が
て
息
子
は
財
産
を
使
い
果
た
し
、

に
見
る
作
者
の
想
像
力
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
大
き
な
災
難
に
お
そ
わ
れ
る
。
聖
書
は
言
う
、
＾
'
f
o
r
w
h
e
n
 h
e
 h
a
d
 spent all, 
a
 

こ
の
愁
嘆
場
に
続
い
て
、
こ
う
息
子
に
呼
び
か
け
る
。
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m
i
g
h
t
y
 f
a
m
i
n
e
 a
r
o
s
e
 in that c
o
u
n
t
r
y
.
"
こ
の
伝
心
機
に
の
ぞ
ん
だ
時
の
若
者
へ
の
同
情
を
、
＾
＾
H
e
a
v
e
n!

 

h
a
v
e
 pity u
p
o
n
 the 

youth, for h
e
 is 
in h
u
n
g
e
r
 a
n
d
 distressー

stray'd
o
u
t
 of the r
e
a
c
h
 of a
 parent,…

neい
＞
つ
ふ
＞
つ
に
呼
み
ひ
か
け
ッ
た
ス
タ

ー
ン
は
、
次
の
よ
う
な
観
察
を
述
べ
る
。

N
o
t
h
i
n
g
 s
o
 p
o
w
e
r
f
u
l
l
y
 calls h
o
m
e
 the m
i
n
d
 as distress :
 the tense fibre t
h
e
n
 relaxes,ー

the
soul retires 

to itself,ー

sits
pensive a
n
d
 susceptible of right impressions :
 if 
w
e
 h
a
v
e
 a
 friend,'tis t
h
e
n
 w
e
 think of 

h
i
m
;
 if 
a
 benefactor, at that m
o
m
e
n
t
 all his kindnesses press u
p
o
n
 o
u
r
 m
i
n
d
.
 -
G
r
a
c
i
o
u
s
 a
n
d
 bountiful 

G
o
d
 
!
 

Is 
it 
n
o
t
 for this, 
that t
h
e
y
 w
h
o
 in their prosperity forget thee, d
o
 yet r
e
m
e
m
b
e
r
 a
n
d
 return to thee 

こ
れ
は
ス
タ
ー
ン
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
と
宗
教
者
的
心
情
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
例
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

h
a
v
e
 a
 friend,'tis t
h
e
n
 w
e
 think of h
i
m
 ;
 if 
a
 benefactor, at that m
o
m
e
n
t
 all kindnesses press u
p
o
n
 o
u
r
 mind.' 

の
部
分
は
ス
タ
ー
ン
の
考
え
る
モ
ラ
ル
上
の
判
断
あ
る
い
は
解
釈
で
あ
り
、
す
ぐ
そ
の
後
に
神
へ
の
感
謝
の
言
葉
が
想
起
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
に
、

モ
ラ
リ
テ
ィ
と
微
妙
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
ス
タ
ー
ン
の
宗
教
意
識
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
と
宗
教
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
は
、
説
教
第
27
番
「
良
心
の
濫
用
」
を
伍
長
の
ト
リ
ム
が
読
む
『
ト

リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
第
二
巻
十
七
章
の
個
所
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

in the h
o
u
r
 of their s
o
r
r
o
w
?
 
(p.188) 

つ
ま
り
、
＾
i
f
w
e
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[Florida edn.], p.159) 

A
s
,
 therefore, w
e
 c
a
n
 h
a
v
e
 n
o
 d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
 u
p
o
n
 m
o
r
a
l
i
t
y
 w
i
t
h
o
u
t
 religion 
;
ー
so,
o
n
 the other hand, 

there is 
n
o
t
h
i
n
g
 better to b
e
 e
x
p
e
c
t
e
d
 f
r
o
m
 religion w
i
t
h
o
u
t
 m
o
r
a
l
i
t
y
 ;
ー
nevertheless,'tis
n
o
 p
r
o
d
i
g
y
 to 

see a
 m
a
n
 w
h
o
s
e
 real m
o
r
a
l
 c
h
a
r
a
c
t
e
r
 s
t
a
n
d
s
 v
e
r
y
 low, w
h
o
 yet entertains the highest notion of himself, 

in the light of a
 religious m
a
n
.
 (Tristram S
h
a
n
d
y
,
 I
 

こ
れ
に
よ
っ
て
、

ス
タ
ー
ン
の
理
想
と
す
る
も
の
が
、
道
徳
的
品
性
と
宗
教
心
の
合
一
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来

る
。
そ
し
て
こ
の
説
教
を
読
ん
で
い
る
ト
リ
ム
伍
長
の
兄
ト
ム
が
、
異
端
審
問
裁
判
に
よ
っ
て
十
四
年
間
も
捕
わ
れ
の
身
で
あ
る
こ
と

が
語
ら
れ
（
二
巻
十
七
章
）
、
同
じ
場
面
に
、

カ
ト
リ
ッ
ク
諷
刺
の
対
象
と
し
て
ス
ロ
ッ
プ
医
師
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

ス
タ
ー
ン
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
が
宗
教
的
不
寛
容
と
対
決
す
る
寛
容
主
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

に
は
、
＾
ジ
M
a
n
surely is 
a
 co
m
p
o
u
n
d
 of riddles a
n
d
 contradictions."
と
い
う
モ
ラ
ル
に
関
わ
る
発
言
と
い
っ
て
よ
い
言
葉
が

語
ら
れ
る
。
人
間
を
八
謎
＞
と
八
矛
盾
＞
の
混
合
物
と
見
な
す
と
い
う
の
が
、

れ
る
。
し
か
も
こ
の
人
間
観
は
寛
容
主
義
と
矛
盾
し
な
い
。

う
す
れ
ば
、

一
方
、
こ
の
後
の
説
教
の
一
節

ス
タ
ー
ン
の
基
本
的
な
人
間
観
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ

ス
タ
ー
ン
の
こ
の
よ
う
な
観
察
に
、
喜
劇
的
意
識
を
入
れ
て
み
よ
う
。
そ

ヒ
ュ
ー
モ
リ
ス
ト
11
ス
タ
ー
ン
の
顔
が
そ
こ
に
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ヒ
ュ
ー
モ
リ
ス
ト
は
、
宗
教
的
寛
容
を
支
持

し
、
し
か
し
、
説
教
27
で
見
る
よ
う
に
人
間
の
良
心
の
あ
や
ま
り
や
す
さ
を
も
見
て
い
る
モ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
前
節
に
続
く
次
の
引

用
に
は
、
罪
に
陥
り
や
す
い
人
間
一
般
の
傾
向
に
つ
い
て
の
観
察
が
含
ま
れ
て
い
る
。
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S
trange!—

th
at w

e
 should only begin to think of G

O
D
 with comfort,―

w
h
e
n
 with joy a

n
d
 comfort 

w
e
 c
a
n
 think of nothing else. 

M
a
n
 surely is 

a
 co
m
p
o
u
n
d
 of riddles a

n
d
 contradictions :

 by
 the l

a
w
 of his nature he avoids pain, 

a
n
d
 

yet unless 
he suffers 

in 
the flesh, 

he will 
not cease f

r
o
m
 sin, tho'it is 

sure to bring pain a
n
d
 misery u

p
o
n
 

his h
e
a
d
 for ever. 

(p. 
188) 

~
J
Q
~
'
梱
榔
茶
括
藤
Q

くメ
e
悩
Q
嗣
令
和
足
屈
む
匂
紅
廷
~
,
皿
令
S
喘
報
や
Q
伽
染
苓
2
令
足
米
長
む
沢

n
女
令
如
く
メ
足
晦
〇
女
2

職ozm:lli痣一ー瀧枷ぷ苔入ー、x

,.1J屈
令^

f
ゃ
e
セ
fぬ
如

k
―ヽ
'
、
拉
瓢
継
涎
％
m
⇒

V
覇

蓬
孟

足
令

V
心

悩
中

心
゜

卜
J
S
閑
〇
足
企

k
―ヽ
'ヽ

e
匙

條
孟

顆
蓬
R
茶
葦

2
ゃ
2

心゚

憐目掘

H
o
w
 shall the youth m

a
k
e
 his father comprehend, that he w

a
s
 cheated at D

a
m
a
s
c
u
s
 b
y
 one of the best 

m
e
n
 in the w

orld; —
th

at he h
a
d
 lent a

 part of his substance to a
 friend at Nineveh, w

h
o
 h
a
d
 fled off with 

it 
to the G

anges;—
th

at a
 wh
o
r
e
 of Babylon h

a
d
 swallowed his best pearl, a

n
d
 anointed the whole city 

with the b
a
l
m
 of G

ilead; —
th

at he h
a
d
 been sold b

y
 a

 ma
n
 of honour for twenty shekels of silver, to a

 

w
o
r
k
e
r
 in graven im

ages;—
th

at the images he h
a
d
 purchased h

a
d
 profited h

i
m
 nothing;—

th
at they 

could not be transported across the wilderness, a
n
d
 h
a
d
 been burnt with fire at S

husan;—
that the apes 

I9 
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加
え
る
。

タ
ー
ン
を
示
し
て
い
る
と
言
い
得
よ
う
。

一
面
で
は

a
n
d
 p
e
a
c
o
c
k
s
,
 w
h
i
c
h
 h
e
 h
a
d
 sent for f
r
o
m
 Tharsis, lay d
e
a
d
 u
p
o
n
 his h
a
n
d
s
 ;
 an
d
 that the m
u
m
m
i
e
s
 h
a
d
 

n
o
t
 b
e
e
n
 d
e
a
d
 long e
n
o
u
g
h
,
 w
h
i
c
h
 h
a
d
 b
e
e
n
 b
r
o
u
g
h
t
 h
i
m
 o
u
t
 of E
g
y
p
t
 :
ー
that
all h
a
d
 g
o
n
e
 w
r
o
n
g
 since 

the d
a
y
 h
e
 f
o
r
s
o
o
k
 his father's house. 
(p. 1
8
9
)
 

ダ
マ
ス
カ
ス
で
人
に
蝙
さ
れ
た
り
、
他
の
町
で
彫
刻
師
の
所
に
売
ら
れ
た
り
、

普
通
の
取
ら
れ
方
で
は
な
い
）

と
い
う
よ
う
な
着
想
は
恐
ら
く
会
衆
（
読
者
）

や
が
て
父
親
は
貧
窮
の
果
て
の
息
子
を
迎
え
入
れ
る
。

バ
ビ
ロ
ン
の
娼
婦
に
真
珠
を
取
ら
れ
た
り
（
そ
れ
も

を
笑
わ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
中
近
東
エ
ジ
プ
ト
の
各
地
が
、

若
者
の
放
浪
を
テ
ー
マ
に
観
念
連
合
的
に
、
し
か
も
喜
劇
的
意
識
を
込
め
て
次
々
と
語
り
出
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
呼
吸
は
、

国
教
会
牧
師
の
一
般
的
な
説
教
の
パ
タ
ー
ン
を
示
す
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
他
方
で
は
、

ス
タ
ー
ン
の
八
書
く
こ
と
＞
の
基
本
的
パ

モ
ラ
リ
テ
ィ
に
よ
る
観
察
と
と
も
に
ス
タ
ー
ン
は
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
を

G
e
n
e
r
o
s
i
t
y
 s
o
r
r
o
w
s
 a
s
 m
u
c
h
 for the o
v
e
r
,
m
a
t
c
h
e
d
,
 a
s
 pity herself does. 

T
h
e
 idea 
of a
 s
o
n
 s
o
 ruin'd, 
w
o
u
l
d
 d
o
u
b
l
e
 the father's caresses:ー
ー

ー

ー

e
v
e
r
y
effusion 
of his 
tenderness 

w
o
u
l
d
 a
d
d
 bitterness to his son's r
e
m
o
r
s
e
.
 -
^
(
G
r
a
c
i
o
u
s
 h
e
a
v
e
n
!
 w
h
a
t
 a
 father h
a
v
e
 I 
r
e
n
d
e
r
e
d
 m
i
s
e
r
a
b
l
e
 !
 

(p. 1
9
0
)
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父
親
が
、
帰
っ
て
来
た
息
子
の
た
め
に
祝
宴
の
用
意
を
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
そ
の
時
の
よ
ろ
こ
び
が
宗
教
的
に
高
ま
る
様
子
は

次
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
。

W
h
e
n
 the affections s
o
 kindly b
r
e
a
k
 loose, Joy, is 
a
n
o
t
h
e
r
 n
a
m
e
 for Religion. 
(p. 1
9
0
)
 

以
下
、
祝
宴
が
開
か
れ
る
ま
で
の
話
を
し
た
説
教
者
は
、
こ
の
誓
え
話
の
主
題
に
つ
い
て
説
こ
う
と
す
る
。
こ
の
時
の
ス
タ
ー
ン
の

解
説
は
い
さ
さ
か
変
わ
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
、
神
が
こ
の
八
放
蕩
息
子
＞
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
罪
と
悔
い
あ
ら
た
め
を

教
え
、
八
そ
の
兄
＞
に
よ
っ
て
、
「
つ
む
じ
曲
り
の
ユ
ダ
ヤ
人
」
を
表
わ
そ
う
と
さ
れ
た
の
か
、
私
に
は
分
か
ら
な
い
と
言
い
、

そ
れ
よ

り
も
こ
の
息
子
を
導
い
た
＾
fatal
passion'
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
神
学
的
論
議
を
避
け
て
、
宗

教
者
と
し
て
の
姿
勢
よ
り
は
モ
ラ
リ
ス
ト
と
し
て
の
姿
勢
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
ス
タ
ー
ン
は
、
若
者
一
般
の
八
教
育
＞
と
八
放
蕩
息
子
の
旅
＞
を
結
び
つ
け
る
議
論
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
要
点
を

か
い
つ
ま
ん
で
い
え
ば
、
異
邦
の
言
語
・
法
律
・
習
慣
・
政
治
・
国
民
の
関
心
等
を
学
ぶ
こ
と
、
要
す
る
に
他
国
の
も
の
を
見
る
こ
と

し
て
、
少
年
に
は
連
れ
を
（
と
く
に
学
者
を
）

つ
け
る
方
が
よ
い
、
と
次
の
よ
う
に
説
く
。
こ
の
辺
り
、

が
自
己
の
教
育
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る

(p.
1
9
2
)

。
し
か
し
そ
の
旅
が
年
齢
的
に
早
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
と
い
う
。
そ

(
4
)
 

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
イ
コ
ン
や

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
大
陸
旅
行
論
を
伝
統
的
あ
る
い
は
常
識
的
に
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
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縄『蠍櫛猫出へ(,6m』

B
u
t
 y
o
u
 will send a

n
 able pilot with your son―

a
 scholar.—

 

If 
w
i
s
d
o
m
 c
a
n
 speak in n

o
 other language but G

r
e
e
k
 or Latin,―

y
o
u
 d
o
 well―

or if 
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
k
s
 

will m
a
k
e
 a

 ma
n
 a

 gentlem
an, —

or natural philosophy but teach h
i
m
 to m

a
k
e
 a

 bow, -
h

e
 ma
y
 b
e
 of 

s
o
m
e
 service in 

introducing your son into g
o
o
d
 societies

…
(p. 

193) 

文9

蔀1掘

や
⇒

ゃ
＇
挙
回

s
-
<
匡

胡
名

ヤ
4
翡
昔
岱
＇

2
兵

四
似

畷
(traffic-iQ

t-0 S.
述
trade)

や
,
Q
0

 ¥J'
捩

令
終

泉
握
S
盆^

文
冷
終

2,.IJA¥"¥

悩
V
◎
V
企
Q
や
廷
邸
2
゜
諾
ぬ
押
心
心
苓
ゃ
Q
廿
栽
e
-
<
打

..lJ莱
勾

4閥
届
如
似

1"'~J..lJ 茶
芯
2
e
述
’
~
J

Q
盆^

氏
苓
単
g,

心
全

や
'

卜J
A
"
2
^
＂
掘
眠
＇
水
顎
⇒
女
梱
抑
拉
サ
〇
似
畷
終
煕
~

(an easier society) 
如
採
全
心
卜

J
心

足
終

0
'

担
Q
瑚

編
拉

＆
荼

や
棠

兵

肉゚
ゃ,....)や卜

J
e
埒
兵
菜
終
楽
隙
藝
伸
述
＇
嘩
甘

1lI艤皿
S
廿

S
藝

片
,.lJ匝

惑
e
継

要
Q
哀

嗚
,.lJ

侭
0
ゃ
棠
兵
内
や
伶
心
＂
゜
蕊
←
芯
ゃ

e

挙
巡

Q
活
令
や
玲
心
゜

Conversation is 
a

 traffick ;
 an
d
 if 

y
o
u
 enter into it, 

without s
o
m
e
 stock of 

knowledge, to ballance the 

account perpetually betwixt you, -
t
h
e
 trade drops at once :

 
a
n
d
 this is 

the reason, —
how

ever it 
m
a
y
 

be boasted to the contrary, w
h
y
 travellers h

a
v
e
 so little 

(especially good) conversation with natives, -

o
w
i
n
g
 to 

their 
suspicion, -

o
r

 perhaps 
conviction, 

that 
there 

is 
nothing 

to 
b
e
 extracted 

f
r
o
m
 the 

conversation of y
o
u
n
g
 itinerants, w

o
r
t
h
 the trouble of their b

a
d
 language,―

or the interruption of their 
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T
h
e
 p
a
i
n
 o
n
 these occasions is 
usually reciprocal ;
 the c
o
n
s
e
q
u
e
n
c
e
 of w
h
i
c
h
 is, 
that the disappointed 

y
o
u
t
h
 s
e
e
k
s
 a
n
 easier society ;
 an
d
 a
s
 b
a
d
 c
o
m
p
a
n
y
 is 
a
l
w
a
y
s
 r
e
a
d
y
,
1
a
n
d
 e
v
e
r
 lying in wait,ー

the

career is 
s
o
o
n
 finished; 
a
n
d
 the p
o
o
r
 prodigal returns the s
a
m
e
 object of pity, 
w
i
t
h
 the prodigal in the 

gospel. 
(p.194) 

全
体
の
話
と
し
て
み
る
と
ス
タ
ー
ン
は
、
こ
の
放
蕩
息
子
の
話
か
ら
通
常
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
父
親
の
赦
し
に
拠
っ
て
イ
エ
ス
の

教
え
と
い
う
も
の
を
説
く
と
い
う
ふ
う
に
は
結
論
づ
け
て
い
な
い
こ
と
が
面
白
い
。
父
親
の
愛
か
ら
離
れ
て
旅
立
ち
、
自
ら
を
罰
す
る

苦
し
み
の
中
に
あ
る
息
子
を
神
か
ら
離
れ
る
罪
人
と
見
倣
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
い
ま
し
め
を
説
く
と
い
う
の
が
こ
の
誓
え
の
主
題
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

ス
タ
ー
ン
は
む
し
ろ
、
父
の
も
と
か
ら
離
れ
る
息
子
を
八
教
育
＞
と
い
う
面
か
ら
捉
え
直
し
、
息
子
の
旅
立
ち

を
八
神
か
ら
離
れ
る
こ
と
＞
の
暗
喩
と
は
解
釈
せ
ず
、
新
し
く
人
間
の
経
験
に
お
け
る
正
の
価
値
と
し
て
考
え
る
。
こ
れ
は
福
音
書
「
ル

力
伝
」
に
対
す
る
ス
タ
ー
ン
独
自
の
解
釈
で
あ
り
、
こ
の
点
に
、
こ
の
説
教
の
特
長
の
一
っ
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、

．．
 VlS

l
t
S
.
 

ス
タ
ー
ン
が
放
蕩
息
子
の
話
の
教
訓
的
な
ア
レ
ゴ
リ
ー
解
釈
を
無
視
し
て
、

い
わ
ば
説
教
の
本
筋
か
ら
の

脱
線
を
行
な
っ
た
こ
と
は
、
脱
線
自
体
が
方
法
と
し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
作
家
ら
し
い
や
り
方
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ろ、

m
a
k
e
 h
i
m
 a
 fine G
e
n
t
l
e
m
a
n
 ?" 

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
脱
線
に
よ
っ
て
、
こ
の
説
教
の
場
合
、
八
教
育
＞
の
テ
ー
マ
ヘ
の
展
開
と
い
う
新
し
い
意
味
づ

(
5
)
 

と
こ
ろ
で
こ
こ
に
持
ち
出
さ
れ
た
教
育
論
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
"
S
o
m
e
T
h
o
u
g
h
t
s
 C
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 E
d
u
c
a
t
i
o
n
"
か
ら
の
借
用

に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

ス
タ
ー
ン
は
ロ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
基
本
的
方
法
と
し
て
、
そ
の
「
観

念
連
合
」

(association
of 
ideas) 
の
考
え
方
を
与
え
ら
れ
た
ほ
ど
の
深
い
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。

そ
の
影
響
が
こ
の
説
教
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、

(
6
)
 

た
り
、
臀
え
話
の
一
応
の
解
説
が
終
わ
っ
た
あ
と
は
殆
ど
最
後
ま
で
ロ
ッ
ク
に
よ
り
か
か
っ
て
説
教
を
進
め
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

だ
が
、
こ
れ
を
ス
タ
ー
ン
の
剰
窃
の
く
せ
や
独
創
性
の
欠
如
の
せ
い
に
す
る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
ス
タ
ー
ン
の
引
用
の
仕
方
は
む
し

ロ
ッ
ク
の
原
典
か
ら
の
脱
線
と
ま
で
は
ゆ
か
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
翻
案
で
あ
る
と
言
っ
て
も
良
い
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
例

を
一
、
二
見
て
み
よ
う
。
始
め
に
ロ
ッ
ク
を
挙
げ
、
そ
の
後
に
説
教
文
を
挙
げ
る
。

Locke, sec. 9
3
 :
^
'
T
h
e
 C
h
a
r
a
c
t
e
r
 of a
 So
b
e
r
 M
a
n
 a
n
d
 a
 Sc
h
o
l
a
r
 is…

w
h
a
t
 e
v
e
r
y
 o
n
e
 e
x
p
e
c
t
s
 in a
 Tutor. 

T
h
i
s
 generally is 
t
h
o
u
g
h
t
 e
n
o
u
g
h
 a
n
d
 is 
all 
that P
a
r
e
n
t
s
 c
o
m
m
o
n
l
y
 l
o
o
k
 for. 
B
u
t
 w
h
e
n
 s
u
c
h
 a
n
 o
n
e
 h
a
s
 

e
m
p
t
i
e
d
 out into his Pupil all the Latin, a
n
d
 L
o
g
i
c
k
,
 h
e
 h
a
s
 b
r
o
u
g
h
t
 f
r
o
m
 the University, will that Furniture 

け
が
行
な
わ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

ハ
モ
ン
ド
の
調
べ
に
よ
れ
ば
ロ
ッ
ク
か
ら
の
引
用
は
計
四
ケ
所
に
わ

66 



第四章 スターンの教育論 説教第 20番

ロ
ッ
ク
の
教
育
論
は
、
「
紳
士
」
G
e
n
t
l
e
m
a
n
と
な
る
た
め
の

ロ
ッ
ク
が
い
う

・a
S
o
b
e
r
 M
a
n
'
は
抜
け
て

'an
able 

Sterne, 
(p. 1
9
3
,
 
1
1
.
 6
‘
1
1
)
:

'^But y
o
u
 will s
e
n
d
 a
n
 able pilot w
i
t
h
 y
o
u
r
 s
o
n
1
a
 s
c
h
o
l
a
r
.
-
/
 If 
w
i
s
d
o
m
 

c
a
n
 s
p
e
a
k
 in n
o
 other l
a
n
g
u
a
g
e
 b
u
t
 G
r
e
e
k
 or L
a
t
i
n
,
|
_
|
y
o
u
 d
o
 well 

or if 
m
a
t
h
e
m
a
t
i
c
k
s
 will m
a
k
e
 a
 

m
a
n
 a
 ge
n
t
l
e
m
a
n
,
 

or natural p
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 b
u
t
 t
e
a
c
h
 h
i
m
 to m
a
k
e
 a
 bo
w
,
 

h
e
 m
a
y
 b
e
 of s
o
m
e
 service 

家
庭
教
師
は
ど
う
い
う
タ
イ
プ
の
人
間
が
よ
い
か
と
い
う
議
論
で
あ
る
が
、

pilot'
と
し
て
の
scholar
の
点
だ
け
が
強
調
さ
れ
、
家
庭
教
師
が
習
得
し
て
い
る
学
問
と
し
て
ロ
ッ
ク
の
場
合
の
「
ラ
テ
ン
語
と
論
理

学
」
が
、

ス
タ
ー
ン
で
は
「
ギ
リ
シ
ャ
語
ま
た
は
ラ
テ
ン
語
」
あ
る
い
は
「
数
学
」
や
「
自
然
哲
学
」
と
い
う
ふ
う
に
連
想
が
進
み
、

(
7
)
 

而
も
多
少
そ
れ
ら
が
ヒ
ュ
ー
モ
ラ
ス
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

教
え
と
い
う
所
に
そ
の
目
的
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、

ス
タ
ー
ン
に
あ
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
理
想
は
む
し
ろ
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
の
辺
の
事
情
は
、
次
に
挙
げ
る
大
陸
旅
行
論
の
個
所
か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
今
少
し
あ
き
ら
か
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

Locke, sec. 2
1
2
 :
 "
T
h
e
 t
i
m
e
 therefore I
 

s
h
o
u
l
d
 think the fittest for a
 yo
u
n
g
 G
e
n
t
l
e
m
a
n
 to b
e
 sent abroad, 

w
o
u
l
d
 b
e
 

••• 

w
h
e
n
 h
e
 is 
s
o
m
e
 Y
e
a
r
s
 older

…〔
a
n
d〕

b
臼
n
g
t
h

゜r゜ugh
l
y
a
c
q
u
a
i
n
t
e
d
 w
i
t
h
 the L
a
w
s
 a
n
d
 F
a
s
h
i

゜n炉

the natural a
n
d
 m
o
r
a
l
 A
d
v
a
n
t
a
g
e
s
 a
n
d
 D
e
f
e
c
t
s
 of his o
w
n
 Country, h
e
 h
a
s
 s
o
m
e
t
h
i
n
g
 to e
x
c
h
a
n
g
e
`
w
i
t
h
 

those abroad, f
r
o
m
 w
h
o
s
e
 C
o
n
v
e
r
s
a
t
i
o
n
 h
e
 h
o
p
e
d
 to r
e
a
p
 a
n
y
 k
n
o
w
l
e
d
g
e
.
"
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し
い
経
験
と
し
て
の
教
育
的
価
値
を
そ
れ
に
つ
け
加
え
て
い
る
と
同
時
に
、

は
先
に
引
用
し
て
も
い
る
、
説
教
の
最
後
か
ら
二
番
目
の
一
節
で
あ
る
。
）

Sterne, 
(p. 1
9
4
,
 1
1
.
 1
4ー

2
1
)
:

'^Conversation
is 
a
 traffick ;
 an
d
 if 
y
o
u
 enter into it, 
w
i
t
h
o
u
t
 s
o
m
e
 s
t
o
c
k
 of 

k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
 to ballance the a
c
c
o
u
n
t
 perpetually b
e
t
w
i
x
t
 y
o
u
,
,
t
h
e
 trade d
r
o
p
s
 at o
n
c
e
 :
 an
d
 this is 
the 

r
e
a
s
o
n…

w
h
y
 travellers 
h
a
v
e
 s
o
 
little 
(especially 
g
o
o
d
)
 
conversation w
i
t
h
 natives,ー

o
w
i
n
g
to 
their 

suspicion,ー

or
p
e
r
h
a
p
s
 conviction, that there is n
o
t
h
i
n
g
 to b
e
 e
x
t
r
a
c
t
e
d
 f
r
o
m
 the conversation of y
o
u
n
g
 

itinerants, w
o
r
t
h
 the trouble of their b
a
d
 language,ー

or
the interruption of their visits." 

(
t
i
!
H
l
-
l
¾
n
:
l
;
!
:
i

ー
こ

s
ぃ

ス
タ
ー
ン
が
借
用
し
た
個
所
は
具
体
的
に
は
ロ
ッ
ク
の
引
用
の
最
後
の
＾
t
o
e
x
c
h
a
n
g
e
,
 
w
i
t
h
 
those 
abroad, 
f
r
o
m
 
w
h
o
s
e
 

C
o
n
v
e
r
s
a
t
i
o
n…

9

の
部
分
だ
け
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
の
場
合
、
「
紳
士
」
と
な
る
べ
き
者
が
外
国
旅
行
を
す
る
さ
い
の
最
適
の
時
期
は
、

家
庭
教
師
に
つ
い
て
い
る
若
い
時
期
か
、
あ
る
い
は
も
っ
と
年
を
と
っ
て
監
督
す
る
者
が
不
要
に
な
っ
た
時
期
が
よ
い
と
説
い
て
い
る

の
に
た
い
し
て
、

ス
タ
ー
ン
は
そ
の
文
脈
を
無
視
し
た
う
え
、
「
会
話
」
と
い
う
言
葉
を
基
点
に
し
て
、
「
会
話
」
が
成
立
し
な
い
場
合

を
強
調
す
る
方
へ
話
を
進
め
る
。
そ
し
て
そ
の
後
の
結
論
の
一
節
は
、
大
陸
旅
行
の
成
果
が
む
し
ろ
実
り
の
な
い
こ
と
を
説
い
て
、
意

外
に
も
悲
観
的
な
調
子
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

結
び
つ
け
、

そ
れ
を
奨
励
す
る
と
同
時
に
、

ス
タ
ー
ン
は
、
聖
書
（
福
音
書
「
ル
カ
伝
」
）
か
ら
も
、

ス
タ
ー
ン
は
こ
の
説
教
に
お
い
て
、
放
蕩
息
子
の
放
浪
に
た
い
し
て
新

つ
ま
り
そ
の
放
浪
を
連
想
作
用
に
よ
っ
て
大
陸
旅
行
論
に

そ
れ
に
た
い
す
る
否
定
的
な
現
実
観
を
も
示
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り

、
、
、

ロ
ッ
ク
（
そ
の
教
育
論
）
か
ら
も
少
し
ず
れ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
説
教
者
的
・
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ヒ
ュ
ー
モ
リ
ス
ト
的
姿
勢
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
八
ず
れ
＞
は
、

ロ
ッ
ク
の
属
し
た
十
七
世
紀
の
貴
族
主
義
的
教
育
観
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
台
頭
に
よ
っ
て
批
判
的
修
正
を
受
け
て
来

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
教
育
論
は
、
「
テ
レ
ー
ム
の
僧
院
」
に
よ
っ
て
そ
の
教
育
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
描
い
た
ラ
ブ
レ

(
8
)
 

ー
や
、
十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
が
理
想
と
し
た
オ
ネ
ッ
ト
オ
ム
honn@te
h
o
m
m
e
と
い
う
人
間
像
を
め
ざ
し
て
良
識
に
よ
る
教
育
を
説

(
9
)
 

い
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
か
ら
の
影
響
を
受
け
、
今
度
は
そ
れ
が
ル
ソ
ー
の
『
エ
ミ
ー
ル
』
に
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
訳
で
あ
る
が
、
そ
の

大
筋
に
お
い
て
、
「
理
性
」
へ
の
信
頼
と
い
う
い
わ
ば
時
代
的
命
題
と
と
も
に
、

っ
て
、

ス
タ
ー
ン
も
ま
た
自
然
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ラ
プ
レ
ー
、

テ
ー
ニ
ュ
か
ら
ロ
ッ
ク
ヘ
と
続
く
系
譜
こ
そ
は
、

ス
タ
ー
ン
個
人
の
奇
矯
さ
に
帰
す
る
こ
と

ス
タ
ー
ン
の
時
代
に
お
い
て
も
支
配
的
な
考
え
方
で
あ

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
お
よ
び
セ
ル
バ
ン
テ
ス
と
と
も
に
ス
タ
ー
ン
文
学
を
形
成
す
る
主

流
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
教
育
論
と
い
う
テ
ー
マ
は
、

ラ
ー
ニ
ッ
ド
・
ウ
イ
ッ
ト

「
博
学
の
オ
人
」
達
と
ス
タ
ー
ン
と
の
関
連
を
あ
ら
た
め
て
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

モ
ン

と
こ
ろ
で
ス
タ
ー
ン
自
身
の
教
育
に
た
い
す
る
ア
イ
デ
ア
は
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
第
五
巻
第
十
六
章
に
お
い
て
語
ら

れ
る
例
の
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
教
育
方
針
』
＾
T
R
I
S
T
R
A
,
p
8
d
i
a
'
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
父
親
ウ
ォ
ル
タ
ー
・

シ
ャ
ン
デ
ィ
が
、
主
人
公
兼
語
り
手
で
あ
る
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
幼
年
時
代
の
教
育
方
針
を
書
物
に
し
よ
う
と
す
る
話
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル

タ
ー
は
す
で
に
、
息
子
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
人
生
の
た
め
の
三
つ
の
賭
け
1

そ
の
八
種
つ
け
と
鼻
と
名
前
＞
と
1

に
こ
と
ご
と
く
負

知
れ
な
い
。

が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
一
面
で
は
、

ロ
ッ
ク
を
中
心
に
し
て
他
の
ユ
マ
ニ
ス
ト
達
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る

ロ
ッ
ク
の
時
代
ま
で
の
大
陸
旅
行
論
の
変
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
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よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

け
て
、
今
は
八
教
育
＞
が
最
後
の
賭
け
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、

そ
の
仕
事
は
「
三
年
た
っ
て
も
」
半
分
ほ
ど
し
か
進
ま
ず
、
そ
の
書

き
物
が
著
し
く
さ
ま
た
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
「
悪
魔
の
誘
惑
」
の
せ
い
に
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
お
ま
け
に
、
教
育
の
も
た
ら

す
「
偏
見
」
は
悪
魔
そ
の
も
の
で
あ
り
、
母
親
の
乳
の
中
に
も
す
で
に
そ
の
「
悪
魔
の
集
団
」
は
入
り
込
ん
で
い
る
の
だ
と
、

口
癖
の

Prejudice of education, h
e
 w
o
u
l
d
 say, is 
the d
e
v
i
l
,
1
a
n
d
 the multitudes of t
h
e
m
 w
h
i
c
h
 w
e
 s
u
c
k
 in w
i
t
h
 

o
u
r
 m
o
t
h
e
r
'
s
 m
i
l
kー

are
the 
devil 
a
n
d
 all. -

W

e

 a
r
e
 h
a
u
n
t
e
d
 w
i
t
h
 t
h
e
m
,
 brother 
Toby, 
in 
all 
o
u
r
 

(10) 

lucubrations a
n
d
 researches…
 

そ
ん
な
具
合
で
あ
る
か
ら
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
成
長
に
父
親
ウ
ォ
ル
タ
ー
の
教
育
方
針
が
追
い
つ
け
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
ス
タ
ー
ン
は
こ
こ
で
、
教
育
そ
の
も
の
の
、
あ
る
い
は
教
育
に
つ
い
て
の
書
物
の
、
不
可
能
性
を
、
作
品
全
体
の
八
失
敗
＞

あ
る
い
は
八
不
運
＞
の
テ
ー
マ
と
結
び
つ
け
て
寓
意
的
に
語
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、

な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
教
育
に
対
す
る

懐
疑
は
、
説
教
「
放
蕩
息
子
の
話
」
の
結
論
部
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
懐
疑
的

教
育
観
つ
ま
り
は
懐
疑
的
人
間
観
は
、
観
念
史
的
な
流
れ
か
ら
見
れ
ば
、
例
え
ば
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
人
間
観
に
通
底
し
て
い
た
の
で
は
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(
5
)
 

(
4
)
 

(
3
)
 

(
2
)
 

(
1
)
 

＊
 

注

本
稿
は
昭
和
五
十
三
年
五
月
六
日
、
十
八
世
紀
英
文
学
研
究
会
例
会
に
お
け
る
談
話
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
は

ilbur

Cross, ed., 
T
h
e
 C
o
m
p
l
e
t
e
 
W
o
r
k
s
 A
n
d
 Life o
f
 L
a
u
r
e
n
c
e
 Sterne, V
:
 T
h
e
 S
e
r
m
o
n
s
 of Mr.•Yorick 

(
A
M
S
 Press, 1
9
7
0
)
 

の
い
わ
ゆ
る
＾
Y
o
r
i
c
k
Edition D
e
L
u
x
e
'
を
使
用
し
た
。
フ
ロ
リ
ダ
版
も
参
考
に
し
、
各
引
用
文
の
後
の
頁
数
は
同
版
に
拠
っ
て
い
る
。

L
a
n
s
i
n
g
 V
a
n
 D
e
r
 H
e
y
d
e
n
 H
a
m
m
o
n
d
,
 lぃ
a
S、eミ
ce
Sterne's'Sermons o
f
 
Mr.•Yorick'(Hamden: 

A
r
c
h
o
n
 B
o
o
k
s
,
 1
9
7
0
)
,
 

p. 5
6
.
 

荒
井
献
「
イ
エ
ス
と
福
音
書
文
学
ー
八
放
蕩
息
子
の
瞥
話
＞
に
よ
せ
て
」
、
『
神
話
・
文
学
・
聖
書
ー
ー
＇
西
洋
古
典
の
人
間
理
解
』
（
教
文

一
九
七
七
年
）
所
収
論
文
、
参
照
。
荒
井
論
文
で
は
、
こ
の
瞥
話
を
、
イ
エ
ス
自
身
の
実
際
の
話
、
イ
エ
ス
以
前
の
伝
承
の
「
古
層
」
か

ら
出
た
も
の
と
す
る
か
、
ま
た
は
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
著
作
家
」
と
し
て
最
も
自
覚
的
な
作
家
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
ル
カ
の
、
「
創
作
と
は
言
え
な

い
ま
で
も
、
ル
カ
自
身
の
思
想
に
比
較
的
に
適
合
す
る
」
瞥
話
で
あ
る
と
す
る
問
題
の
中
で
と
ら
え
、
後
の
方
の
、
つ
ま
り
こ
の
瞥
え
を
ル
カ

A'Of T
r
a
v
e
l
"
 
(Essay X
V
I
I
I
)
 
in Essays 
(
E
v
e
r
y
m
a
n
'
s
 University Library, 1
9
7
5
)
,
 
p. 5
4
1
1

ミ

'
T
R
A
V
E
L
`
i
n
the y
o
u
n
g
e
r
 

sort, is 
a
 part of education ;
 in the elder, a
 part of 
experience

…

•That 

y
o
u
n
g
 m
e
n
 travel u
n
d
e
r
 s
o
m
e
 tutor, or g
r
a
v
e
 

servant, I
 

a
l
l
o
w
 well ;
 
so that h
e
 b
e
 s
u
c
h
 a
 on
e
 that h
a
t
h
 the l
a
n
g
u
a
g
e
 a
n
d
 h
a
t
h
 b
e
e
n
 in the country before ;
 
w
h
e
r
e
b
y
 

h
e
 m
a
y
 b
e
 able to tell 
t
h
e
m
 w
h
a
t
 things are w
o
r
t
h
y
 to b
e
器
e
n
in the c
o
u
n
t
r
y
 w
h
e
r
e
 they g
o
 ;
 wh
a
t
 acquaintances 

t
h
e
y
 are to
器
e
k
;
w
h
a
t
 exercises or discipline the place yieldeth." 

ロ
ッ
ク
の
テ
ク
ス
ト
は
、

J
a
m
e
s
L. Axtell, ed., 
T
h
e
 Educational Writings o
f
 J
o
h
n
 L
o
c
k
e
 (
C
a
m
b
r
i
d
g
e
:
 C
a
m
b
r
i
d
g
e
 Univ. 

自
身
の
思
想
的
傾
向
を
示
す
も
の
と
い
う
解
釈
を
取
っ
て
い
る
。

館、
H
a
m
m
o
n
d
,
 p. 9
0

に
引
用
。

← 
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第二部 『ヨリック氏説教集』論

(10) 
9
)
 

8
)
 

7
)
 

(
6
)
 

『
エ
セ
ー
』
第
一
巻
第
二
十
六
章
「
子
供
の
教
育
に
つ
い
て
」
参
照
。

Press., 
1
9
6
8
)

を
使
用
し
た
。
引
用
の
際
の
s
e
c
t
i
o
n
n
u
m
b
e
r
も
同
版
に
拠
る
。

ス
タ
ー
ン
が
下
敷
き
に
し
た
ロ
ッ
ク
か
ら
の
引
用
の
四
個
所
は
、
セ
ク
シ
ョ
ン
番
号
[
9
3
]
[
2
1
2
a
]
[
2
1
2
b
]
そ
し
て
[
2
1
4
]
で
あ
る
。
本
文
で

「
テ
レ
ー
ム
の
僧
院
」
の
話
は
、
『
ガ
ル
ガ
ン
チ
ュ
ワ
と
パ
ン
タ
グ
リ
ュ
エ
ル
』
第
一
の
書
「
ガ
ル
ガ
ン
チ
ュ
ワ
物
語
」
第
五
十
ニ
ー
五
十
七

章
あ
た
り
、
ガ
ル
ガ
ン
チ
ュ
ワ
の
幼
児
教
育
法
の
話
は
第
十
―
|
＋
五
章
あ
た
り
に
出
て
く
る
。

J
a
m
e
s
 A. W
o
r
k
,
 ed., 
T
r
i
s
t
r
a
m
 S
h
a
n
d
y
 
(
N
e
w
 Y
o
r
k
:
 T
h
e
 O
d
y
s
s
e
y
 P
r
e
s
s
,
 
1940), p. 375. 
C
f
.
 
F
l
o
r
i
d
a
 e
d
n
.
,
 V
o
l
.
 I
,
 

p. 4
4
6
.
 

Cf. 
T
r
i
s
t
r
a
m
 
S
h
a
n
d
y
,
 V
I
,
 5. 

引
用
す
る
の
は
こ
の
う
ち
第
一
番
目
と
第
三
番
目
で
あ
る
。
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