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第五章 スターン文学の伝統的解釈

ス
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o
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)

所
収
の
エ
ッ
セ
イ
、
「
ロ
ー
レ

ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
」

第
五
章

の
中
で
、
中
世
騎
士
ロ
マ
ン
ス
が
な
け
れ
ば
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
は
な
く
、
「
パ
ミ
ラ
』
が
な
け
れ
ば
『
ジ
ョ
ウ

ゼ
フ
・
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
』
は
な
く
、

述
べ
る
。
こ
の
評
言
は
、

よ
い
。
そ
の
―
つ
は
、

リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
、

ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
言
い
、

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
、

ス
モ
レ
ッ
ト
の
先
行
作
品
が
な
け
れ
ば
『
ト
リ
ス
ト

さ
ら
に
ス
タ
ー
ン
の
作
品
は
、
イ
ギ
リ
ス
小
説
史
に
お
け
る
最
初
の
隆
盛
期

の
終
わ
り
に
投
げ
つ
け
ら
れ
た
一
種
の
大
き
な
不
敬
の
疑
問
符

('a
sort o
f
 l
a
r
g
e
 a
n
d
 irreverent q
u
e
s
t
i
o
n
 m
a
r
k
'
)
 
で
あ
る
と

ス
タ
ー
ン
の
文
学
批
評
が
基
本
的
に
有
し
て
い
る
二
つ
の
性
格
を
あ
き
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て

ス
タ
ー
ン
の
先
行
作
家
へ
の
依
存
の
仕
方
の
問
題
で
あ
り
、
二
つ
目
は
、

自
な
文
学
的
達
成
の
問
題
で
あ
る
。

そ
の
上
に
立
っ
て
の
ス
タ
ー
ン
の
独
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品
で
あ
る
『
イ
ラ
イ
ザ
に
寄
せ
る
日
記
』

最
初
の
先
行
作
家
へ
の
依
存
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一
七
九
八
年
に
ジ
ョ
ン
・
フ
ェ
リ
ア
の
『
ス
タ
ー
ン
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー

(
1
)
 

シ
ョ
ン
ズ
』
が
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
に
表
わ
れ
る
先
行
作
家
及
び
作
品
の
影
響
を
、
例
え
ば
ラ
ブ
レ
ー
、
ス
カ
ロ
ン
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
、

説
教
集
』

ベ
イ
コ
ン
、

に
お
い
て
も
、

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、

エ
ラ
ス
ム
ス
等
と
の
関
係
に
拠
っ
て
跡
付
け
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
周
知
の
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
ス
タ
ー
ン
の
説
教
集
に
つ
い
て
も
一
九
七

0
年
に
ラ
ン
ジ
ン
グ
・
ハ
モ
ン
ド
が
『
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
の
ヨ
リ
ッ
ク
氏

に
お
い
て
説
教
執
筆
の
さ
い
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
同
時
代
の
説
教
家
か
ら
の
借
用
あ
る
い
は
八
割
窃
＞
の
例
を
詳
細
に
跡
付

け
、
例
え
ば
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ベ
ン
ト
リ
ー
、
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
バ
ト
ラ
ー
、

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ク
ラ
ー
ク
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
、
そ
し
て
ジ
ョ
ン
・

ロ
ッ
ク
等
か
ら
ス
タ
ー
ン
が
ア
イ
デ
ア
を
得
た
例
を
あ
げ
て
比
較
対
照
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
先
行
作
家
と
の
問
題
を
集
約
的
に
み
る
と
、

そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ガ
ス
タ
ン
の
時
代
思
潮
（
オ
ー
ガ
ス
タ
ニ
ズ
ム
）
と
の
影
響
関
係
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
二
つ
目
の

問
題
は
従
っ
て
、
こ
の
過
去
の
文
学
的
・
時
代
思
潮
的
伝
統
に
関
わ
っ
て
ス
タ
ー
ン
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
独
自
の
姿
勢
を
保
っ
て
い
る

か
の
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
私
見
で
は
こ
れ
は
、
す
で
に
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
、

文
学
（
小
説
）
形
式
の
伝
統
に
対
す
る
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

に
『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ィ
』

こ
ろ
の
、
世
紀
後
半
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
動
き
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
ス
タ
ー
ン
は
、
そ
の
古
典
的
教
養
を
基
礎

に
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
あ
た
り
で
定
ま
っ
た
感
の
あ
る

の
技
法
的
革
新
性
に
関
わ
る
と
同
時
に
、

で
展
開
し
て
見
せ
た
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
と

に
お
い
て
街
学
趣
味
に
よ
る
狂
詩
文
（
エ
ク
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
ガ
ン
ザ
）

風
の
ヒ
ュ
ー
マ
ラ
ス
な
作
品
効
果
を
上
げ
て
い
る
の
と
同
時
に
、
『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ィ
』

ス
タ
ー
ン
が
特

の
、
『
ダ
ン
シ
ア
ッ
ド
』

に
お
い
て
も
、
ま
た
周
辺
的
作

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
近
づ
く
側
面
を
そ
の
「
自
然
」
と
「
感
情
」
の
描
出
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と
こ
ろ
で
、

ス
タ
ー
ン
の
文
学
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
二
十
世
紀
の
半
ば
頃
か
ら
そ
れ
を
い
わ
ゆ
る
「
博
学
の
オ
人
」
の
伝
統

の
中
に
置
く
捉
え
方
が
有
効
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
つ
ま
り
ス
タ
ー
ン
を
上
述
の
オ
ー
ガ
ス
タ
ニ
ズ
ム
及
び
そ
れ
以

前
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
や
中
世
後
期
の
文
学
思
潮
の
中
に
置
く
捉
え
方
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
主
張
の
原
動
力
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、

(
3
)
 

D
.
W
・
ジ
ェ
フ
ァ
ス
ン
の
論
文
「
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
と
そ
の
伝
統
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ジ
ェ
フ
ァ
ス
ン
の
言
う
「
博

学
の
オ
人
」
の
伝
統
に
連
な
る
文
人
達
は
、
ラ
ブ
レ
ー
、

ベ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
そ
し
て
ス
タ
ー
ン
で

あ
り
、
彼
ら
に
共
通
す
る
方
法
を
要
約
的
に
言
え
ば
、
喜
劇
的
作
風
の
も
と
に
知
的
武
装

('intellectual
equipment')
を
整
え
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
沿
っ
て
わ
が
国
で
も
例
え
ば
糊
沢
雅
子
氏
「
ス
タ
ー
ン
と
'learned
w
i
t
'
J
(
『
人
文
研
究
』
第
二
十
八
巻
、

九
七
六
年
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
博
学
の
オ
人
」
の
伝
統
の
ス
タ
ー
ン
の
場
合
の
根
本
問
題
を
そ
の
八
遊
戯
性
＞
に
見
、

ヘ
ル
マ
ン
・

メ
イ
エ
ル
の
『
物
語
芸
術
に
お
け
る
引
用
句
1

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
小
説
の
歴
史
と
詩
学
』
が
問
題
と
し
て
提
示
す
る
八
引
用
＞
ダ
quota,

tion'.あ
る
い
は
八
引
喩
＞
と
い
う
行
為
の
中
に
そ
の
遊
戯
性
の
本
質
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
の
以
下
の
議
論
は
、
そ

こ
で
問
題
と
さ
れ
た
八
引
用
＞
行
為
論
を
起
点
と
し
て
進
め
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
八
引
用
＞
と
い
う
も
の
が
、
原
テ
ク
ス
ト
か
ら
そ
の
中
味
を
引
き
出
し
、

(2) 

を
通
し
て
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
引
用
者
が
そ

れ
に
対
し
て
あ
る
解
釈
を
付
し
て
ゆ
く
と
い
う
行
為
に
他
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
quotation
の
行
為
は
即
ち
ゴ
translation'
の
行
為
と
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な
り
変
わ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ス
タ
ー
ン
に
あ
っ
て
は
、
八
引
用
＞
行
為
と
八
遊
戯
性
＞
が
単
に
小
説
技
巧
上
の
方

法
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
自
身
の
人
間
を
見
る
仕
組
み
の
中
に
そ
れ
が
入
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

ス
タ
ー
ン
の
こ
う
し
た
側
面
を
最
も
良
く
伝
え
る
の
が
、
『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ィ
』
第
三
十
六
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
章
題
そ
の

も
の
が
問
題
の
所
在
を
示
し
て
い
る

"
T
h
e
Translation. Paris"
の
章
で
あ
ろ
う
。
主
人
公
の
ヨ
リ
ッ
ク
は
オ
ペ
ラ
座
で
老
フ
ラ
ン

ス
士
官
と
同
じ
桟
敷
へ
坐
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
時
相
手
は
、

ヨ
リ
ッ
ク
が
席
に
つ
く
か
つ
か
ぬ
う
ち
に
メ
ガ
ネ
を
外
し
、
読
ん
で

い
た
小
冊
子
を
そ
れ
と
一
緒
に
ポ
ケ
ッ
ト
に
仕
舞
い
込
ん
で
し
ま
う
。
こ
こ
で
ヨ
リ
ッ
ク
は
腰
を
浮
か
し
て
一
礼
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
時
相
手
の
仕
種
を

'translate'
し
て
み
る
と
ど
う
で
し
ょ
う
か
と
読
者
に
（
例
に
よ
っ
て
）
呼
び
か
け
、

り
に
気
の
毒
な
異
邦
人
が
や
っ
て
来
た
が
、
も
し
も
近
く
に
来
た
奴
が
皆
、
鼻
の
上
に
メ
ガ
ネ
を
の
っ
け
て
い
た
ま
ま
だ
っ
た
ら
ド
イ

ツ
人
よ
り
も
ひ
ど
い
扱
い
を
し
て
や
ろ
う
か
」
と
言
い
も
す
る
で
あ
ろ
う
、

創
り
上
げ
て
み
る
の
で
あ
る
。

て
も
そ
の
術
を
試
み
て
い
る
。

9
．ー・

’1≫
・〇丑・

そ
の
心
の
う
ち
を
、
「
隣

と
相
手
の
心
理
を
読
み
か
え
る
。
そ
し
て
今
度
は
自
分
の

方
の
言
葉
と
し
て
、
「
心
づ
か
い
の
程
感
謝
し
ま
す
よ
」
と
い
う
ふ
う
に
勝
手
に
翻
訳
し
て
、
無
言
の
う
ち
に
心
理
的
ド
ラ
マ
を
そ
こ
に

ヨ
リ
ッ
ク
は
彼
の
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
」
な
旅
行
の
中
で
常
に
こ
う
し
た
速
記
法
的
な
翻
訳
術
を
習
慣

的
且
つ
機
械
的
に
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
同
じ
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
の
も
う
―
つ
の
情
景
「
マ
ル
テ
ィ
ー
ニ
の
音
楽
会
の
場
」
に
お
い

ヨ
リ
ッ
ク
は
そ
の
音
楽
会
の
会
場
の
入
り
口
で
、
入
り
が
け
に
「
F
侯
爵
夫
人
」
と
ぶ
つ
か
り
そ
う
に

な
る
。
そ
こ
で
お
互
い
に
道
を
ゆ
ず
ろ
う
と
し
て
、
二
人
と
も
、
同
じ
側
に
と
び
退
き
、

ヨ
リ
ッ
ク
の
方
が
や
っ
と
踏
み
と
ど
ま
っ
て
道
を
あ
け
て
や
る
の
で
あ
る
が
、

•
9
-
r
’

■
•

＇

1
 

お
互
い
に
ま
た
相
手
の
道
を
塞
ぐ
と
い
っ
た

事
を
く
り
返
し
、
「
二
人
は
揃
っ
て
、
あ
ち
ら
に
飛
ん
で
は
戻
り
、
こ
ち
ら
に
飛
ん
で
は
ま
た
戻
る
」
と
い
っ
た
有
様
と
な
る
。
そ
こ
で

そ
の
後
で
壁
に
身
を
寄
せ
る
よ
う
に
し
て
歩
き
去
る
夫

1

ー
，
ー
'
‘
、

.
~
9
、
.

78 



第五章 スターン文学の伝統的解釈

人
の
心
理
を
様
々
に
読
み
か
え
(
^
t
r
a
n
s
l
a
t
e
'
)
て
、
「
夫
人
が
道
の
片
側
を
歩
い
て
お
ゆ
き
に
な
る
の
は
、
自
分
が
そ
こ
に
立
っ
て
お

詫
び
が
出
来
る
よ
う
に
と
の
心
配
り
か
ら
だ
な
」
と
解
釈
し
、
そ
こ
で
再
度
夫
人
に
近
づ
い
て
、

と
が
出
来
た
。

あ
る
。
こ
こ
に
は
つ
ま
り
、
く
り
返
さ
れ
る
動
作
の
ゲ
ー
ム
的
な
可
笑
し
味
と
、
相
手
の
心
理
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
心
の
葛
藤
が
ヒ

ュ
ー
マ
ラ
ス
に
溶
け
合
っ
て
、

四
巻
冒
頭
）

か
く
て
ヨ
リ
ッ
ク
と
夫
人
の
間
に
和
解
(
s
e
n
t
i
m
e
n
t
の
交
流
）
が
生
じ
て
、

ス
タ
ー
ン
に
お
け
る
「
想
像
的
翻
訳
」
'
i
m
a
g
i
n
a
t
i
v
e
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
'
の
行
為
と
遊
戯
性
の
不
可
分
性
が

で
、
ご
た
ま
ぜ
の
機
智
を
弄
し
た
も
つ
れ
話
の
、

「
博
学
の
オ
人
」
の
伝
統
に
よ
る
「
翻
訳
」
の
方
法
意
識
は
さ
ら
に
明
確
な
形
で
は
、
例
え
ば
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

(
4
)
 

一
種
超
現
実
主
義
的
な
縮
図
で
あ
る
「
ス
ラ
ウ
ケ
ン
ベ
ル
ギ
ウ
ス
の
鼻

物
語
」
に
現
わ
れ
て
来
る
。
こ
れ
は
、

ス
ラ
ウ
ケ
ン
ベ
ル
ギ
ウ
ス
と
い
う
ド
イ
ツ
人
が
「
鼻
」
に
関
す
る
大
著
を
著
わ
し
て
お
り
、
そ

の
「
第
二
巻
第
十
部
第
九
話
」
を
紹
介
す
る
と
言
っ
て
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が
語
る

容
を
紹
介
す
る
と
い
う
、
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
式
の
創
作
法
を
示
し
て
い
る
事
は
容
易
に
察
し
得
ら
れ
よ
う
）
物
語
ー
ェ
ク
ス
ト
ラ

ヴ
ァ
ガ
ン
ザ
風
の
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
的
世
界
ー
で
あ
る
。
或
る
「
巨
大
な
見
事
な
鼻
」
を
持
っ
た
男
が
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
グ
の
町
に
入
っ

て
来
た
た
め
に
、
そ
の
町
の
人
々
の
間
で
そ
の
鼻
を
め
ぐ
っ
て
「
解
釈
」
騒
ぎ
が
持
ち
上
が
る
。
こ
の
「
解
釈
」
に
加
わ
る
の
は
、
ま

ず
「
番
兵
」
、
「
ラ
ッ
パ
吹
き
」
、

そ
の
女
房
、
町
の
有
力
者
の
細
君
、
そ
し
て
旅
館
の
亭
主
と
そ
の
女
房
と
い
っ
た
人
々
で
あ
る
が
、
彼

ら
が
男
の
鼻
の
奇
怪
な
正
体
を
突
き
と
め
よ
う
と
、
「
洋
皮
紙
製
」
説
や
ら
「
真
鍮
製
」
説
や
ら
「
樅
の
木
」
説
等
々
を
展
開
す
る
。
そ

の
間
に
そ
の
見
知
ら
ぬ
男
は
、
螺
馬
(
^
a
d
a
r
k
 mule') 

示
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

l-―

●

●

一

●

「

1

（
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
残
さ
れ
た
草
稿
か
ら
そ
の
話
の
内 （第

ヨ
リ
ッ
ク
の
心
は
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
の
で

に
や
さ
し
い
声
を
か
け
た
り
、
自
分
の
持
物
を
ま
と
め
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で

つ
い
に
お
詫
び
の
挨
拶
を
述
べ
る
こ
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め
る
。

せ
し
め
よ
う
と
し
て
>
る
こ
と
が
感
知
さ
れ
る
。

部三
し

第 『トリストラム・シャンディ』論

,, 

の
旅
の
経
験
を
宿
の
亭
主
に
語
っ
た
り
し
て
い
る
。
男
の
持
物
が
「
わ
ず
か
に
シ
ャ
ツ
が
二
枚
と
靴
一
足
、
真
紅
の
編
子
の
半
ズ
ボ
ン
」

(
＾

a
 f
e
w
 shirts, a
 pair of shoes, a
n
d
 a
 crimson,satin pair of breeches') 

ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ィ
』

の
ま
ま
」

(#half
a
 d
o
z
e
n
 shirts a
n
d
 a
 bl
a
c
k
 pair of silk 
b
r
e
e
c
h
e
s
|
t^
h
e
 c
o
a
t
 I
 

h
a
v
e
 on, 
said I
,
 

l
o
o
k
i
n
g
 at the 

sleeve, will do.") 
(
第
一
エ
ビ
ソ
ー
ド
）
ー
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
登
場
の
仕
方
が
周
囲
の
人
々
を

一
驚
さ
せ
る
点
に
お
い
て
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
第
一
巻
第
十
章
で
馬
に
乗
っ
て
村
に
入
っ
て
来
る
牧
師
ヨ
リ
ッ
ク
の
姿

を
も
想
起
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
像
の
背
景
に
、
喜
劇
意
識
を
湛
え
つ
つ
、
作
者
が
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
的
騎
士
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起

さ
て
、

と
い
う
身
軽
な
様
子
で
あ
る
の
は
、
丁
度
『
セ

の
ヨ
リ
ッ
ク
の
軽
い
出
立
ち
ー
「
半
ダ
ー
ス
の
シ
ャ
ツ
と
黒
絹
の
半
ズ
ポ
ン
、
上
着
は
着
の
み
着

ス
ト
ラ
ス
プ
ル
グ
の
町
が
夜
に
入
っ
て
騒
ぎ
も
お
さ
ま
る
か
に
見
え
る
が
、
そ
の
晩
今
度
は
「
尼
僧
院
長
」
や
「
修
道
尼
」

た
ち
の
頭
の
中
に
そ
の
「
鼻
」
が
妄
想
を
湧
き
起
こ
さ
せ
、
宗
教
界
の
「
御
偉
方
」
も
ま
た
彼
女
ら
同
様
不
眠
の
夜
を
過
ご
さ
ざ
る
を

得
な
く
な
る
。

か
く
し
て
こ
の
「
鼻
」
の
真
実
を
め
ぐ
っ
て
、
「
医
者
」
や
「
論
理
学
者
」
、
「
弁
護
士
」
、
「
カ
ト
リ
ッ
ク
」
の
神
学
者

達
、
「
ル
タ
ー
派
」
の
神
学
者
達
が
加
わ
っ
て
喧
々
ご
う
ご
う
の
一
大
論
争
あ
る
い
は
「
謝
肉
祭
そ
こ
の
け
の
大
騒
ぎ
」
が
展
開
す
る
。

語
り
手
の
ス
ラ
ウ
ケ
ン
ベ
ル
ギ
ウ
ス
は
、
こ
の
「
鼻
」
が
町
の
人
々
の
夢
想
の
中
に
引
き
起
こ
し
た
混
乱
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と

|
こ
こ
で
は
こ
れ
だ
け
を
云
う
に
止
め
て
お
こ
う
、
即
ち
こ
の
鼻
が
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
グ
の
市
民
た
ち
の
幻
想
の
中
に
惹
き
起
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も
の
は
、

ス
タ
ー
ン
に
と
っ
て
す
で
に
親
し
い
形
式
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
し
た
混
乱
騒
擾
は
、
そ
の
及
ぶ
所
市
中
に
あ
ま
ね
く
、

ス
ト
ラ
ス
プ
ル
グ
全
市
民
の
精
神
機
能
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
圧
倒
的
な

支
配
を
受
け
、
こ
の
鼻
に
関
す
る
実
に
お
び
た
だ
し
い
珍
談
が
、
四
方
八
方
、
至
る
所
で
、

い
ず
れ
劣
ら
ぬ
自
信
と
雄
弁
を
も
っ

て
誓
と
共
に
述
べ
立
て
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
談
論
は
驚
嘆
を
伴
っ
て
そ
の
流
れ
を
鼻
の
方
向
に
転
じ
ー
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
グ
の
あ
ら

ゆ
る
人
間
は
ー
·
—
善
人
も
悪
人
も1

金
持
も
貧
乏
人
も
1

学
識
の
あ
る
者
も
無
学
な
者
も
|
|
＇
神
学
博
士
も
神
学
生
も
ー

ー
奥
様
も
女
中
も
1

紳
士
淑
女
も
庶
民
も
1

冷
や
か
な
尼
僧
も
色
好
み
の
女
人
も
、
そ
の
噂
を
聞
く
こ
と
に
時
間
を
使
い
尽

く
し
ー
—
ス
ト
ラ
ス
プ
ル
グ
中
の
眼
と
い
う
眼
が
、
そ
の
姿
に
恋
い
焦
が
れ
、
1

ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
グ
中
の
指
と
い
う
指
ー
~
親

(5) 

指
と
い
う
親
指
は
、
こ
れ
に
触
り
た
さ
に
疼
い
た
と
。

こ
の
話
が
ラ
ブ
レ
ー
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
「
巨
大
な
鼻
」
に
「
男
性
精
気
の
象
徴
」
の
意
函
が
こ
め
ら
れ
、
尼
僧

院
長
そ
の
他
の
尼
達
が
悶
々
と
し
て
そ
の
物
を
思
い
つ
つ
眠
ら
れ
ぬ
夜
を
過
ご
す
場
面
に
好
色
趣
味
的
な
、
同
時
に
皮
肉
的
な
笑
い
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
各
人
物
の
「
翻
訳
」
に
よ
る
無
秩
序
と
混
乱
の
エ
ク
ス
ト
ラ
ヴ
ァ
ガ
ン
ザ
は
、

ス
タ
ー
ン
が
一
七
六

0
年
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
第
一
、
二
巻
を
出
し
て
一
躍
文
壇
に
躍
り
出
た
年
の
、
そ
の
直
前
に
書

い
た
小
冊
子
、
『
権
争
物
語
』
の
中
の
「
鍵
」
の
章
に
お
い
て
、

ヨ
ー
ク
の
市
民
達
が
「
半
ズ
ボ
ン
」
や
「
ト
リ
ム
」
な
る
人
物
そ
の
他

を
め
ぐ
る
こ
の
「
ロ
マ
ン
ス
」
の
設
定
に
つ
い
て
様
々
に
、
政
治
上
、
宗
教
上
か
ら
の
「
翻
訳
」
合
戦
を
行
な
う
場
面
に
す
で
に
見
ら

サ
イ
コ
マ
キ
ア

れ
た
所
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
中
世
文
学
的
な
ア
レ
ゴ
リ
ー
形
式
に
よ
る
心
理
分
析
、
あ
る
い
は
一
種
の
心
理
合
戦
と
も
い
う
べ
き
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「
鼻
物
語
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
学
者
・
医
者
・
論
理
学
者
・
宗
教
家
等
の
知
識
人
達
の
様
々
な
解
釈
が
結
局

リ

ゴ

リ

ズ

ム

は
八
笑
い
＞
を
生
み
出
す
仕
組
み
の
中
に
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
学
問
あ
る
い
は
宗
教
の
こ
わ
ば
り
が
否
定
さ
れ
て

い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
の
引
用
で
「
鼻
」
論
争
に
参
加
し
た
者
の
中
に

'learned',,.;'unlearned'
も
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の

'wit'

の
合
戦
に
は

'learned',,;p'unlearned',,;p
共
に
同
資
格
で
参
加
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
ま
り
は
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て

'learned'
も
(unlearned'
も
共
に
平
等
に
否
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ン
の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
が
生
き
て
く
る
と
い
う
仕
組

み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
こ
で
、
引
用
文
中
に
展
開
さ
れ
た
対
立
項
を
＾
finite'
な
も
の
と
＾
infinite'
な
も
の
と
の
対
立
関

係
で
捉
え
、
無
限
な
る
も
の
の
視
点
か
ら
の
両
者
の
否
定
に
よ
っ
て
ヒ
ュ
ー
マ
ー
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
取
れ
ば
、
我
々
は
こ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
に
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
説
い
た
ス
タ
ー
ン
の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
の
本
質
論
の
パ
タ
ー
ン
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
鼻
物
語
」
に
お
い
て
「
学
問
」
が
い
わ
ば
パ
ロ
デ
ィ
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
知
的
・
理
性
的
秩
序
に
よ
っ
て

世
界
を
律
す
る
オ
ー
ガ
ス
タ
ニ
ズ
ム
か
ら
ス
タ
ー
ン
が
乖
離
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
は
少
し
性
急
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
三
段

論
法
に
拠
っ
て
学
問
を
「
風
」
に
喩
え
、
学
者
の
、
あ
る
い
は
「
現
代
の
オ
人
」
＾
M
o
d
e
r
n
W
i
t
'
の
ま
や
か
し
性
を
パ
ロ
デ
ィ
以
上
に

徹
底
的
に
諷
刺
し
て
い
る
例
は
、
す
で
に
ス
ウ
ィ
フ
ト
が
『
桶
物
語
』
第
七
章
「
脱
線
讃
美
の
脱
線
」
で
示
し
て
い
る
通
り
で
あ
り
、

ま
た
「
博
学
の
オ
人
」
が
他
な
ら
ぬ
「
博
学
の
オ
人
」
そ
の
も
の
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
、
諷
刺
す
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
以

上
、
ス
タ
ー
ン
が
オ
ー
ガ
ス
タ
ニ
ズ
ム
の
世
界
か
ら
想
像
力
的
に
自
由
に
な
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
桶
物
語
』
や
『
ガ
リ
バ
ー
旅
行
記
』
の
ス
ウ
ィ
フ
ト
に
あ
っ
て
は
、
狂
気
に
至
る
ほ
ど
に
も
激
し
い
そ
の
諷
刺
の

根
底
に
人
間
の
「
合
理
性
」
と
「
調
和
」
の
理
想
へ
向
け
て
の
平
衡
感
覚
と
判
断
力
が
間
違
い
な
く
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
は
恐
ら
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く
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
反
し
て
ス
タ
ー
ン
の
場
合
、
彼
に
は
逆
説
的
に
も
語
る
べ
き
理
想
主
義
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
か
。
『
ガ
リ
バ
ー
旅
行
記
』
の
場
合
、
読
者
は
「
ガ
リ
バ
ー
船
長
」
の
判
断
力
と
行
動
力
を
通
じ
て
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
作
者
と
し
て

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
疑
う
こ
と
は
殆
ど
あ
る
ま
い
。
だ
が
ス
タ
ー
ン
の
場
合
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

常
に
変
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、

ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が
語
り
か
け
る
様
々
な
相
手
、
ま
た
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
自
身
、
父
親
ウ
ォ
ル
タ

ー
、
シ
ャ
ン
デ
ィ
夫
人
、
叔
父
ト
ウ
ビ
ー
、
伍
長
ト
リ
ム
、
召
使
た
ち
、

は
、
お
互
い
に
矛
盾
し
、
対
立
し
、
多
様
化
し
、
増
殖
し
て
ゆ
き
、

述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
牧
師
ヨ
リ
ッ
ク
、

に
お
い
て
殆
ど

と
い
っ
た
登
場
人
物
た
ち
の
言
葉

そ
れ
は
読
者
が
作
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
想
定
す
る
こ
と
が

困
難
に
な
る
程
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
自
己
を
（
言
葉
に
）
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
無
く
、
自

(
6
)
 

分
だ
け
の
言
葉
を
し
ば
し
ば
欠
い
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
ト
ロ
ウ
ゴ
ッ
ト
は
、
ス
タ
ー
ン
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
と
違
っ
て
し
ば
し

ば
道
を
踏
み
外
し
て
ま
で
も
八
道
化
＞
の
仮
面
を
か
ぶ
り
、
す
べ
て
の
主
題
を
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
も
の
に
す
る
と
述
べ
て
、
ス
タ
ー
ン

(7) 

の
中
の
決
定
論
を
避
け
る
心
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
マ
ー
テ
ィ
ン
・

C
・
バ
テ
ス
テ
ィ
ン
は
、
『
桶
物
語
』
と
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・

シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
一
見
似
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
向
か
う
方
向
は
正
反
対
で
あ
り
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
に
お
い
て
近
代
世
界
の
狂
気
と
唯

物
主
義
で
あ
り
合
理
的
秩
序
の
規
範
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
ス
タ
ー
ン
に
あ
っ
て
は
現
実
そ
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
を

持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
言
説
も
ス
タ
ー
ン
に
お
け
る
知
的
・
理
性
的
秩
序
感
覚
の
危
う
さ
を
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上
述
の
論
点
は
、
言
い
か
え
れ
ば
ス
タ
ー
ン
を
オ
ー
ガ
ス
タ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
か
ら
引
き
離
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
見

倣
す
こ
と
が
出
来
る
。
筆
者
も
基
本
的
に
こ
の
考
え
方
に
立
つ
者
で
あ
る
が
、
以
下
に
そ
の
根
拠
と
考
え
る
二
点
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

―
つ
は
前
述
し
た
「
翻
訳
」
の
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
に
つ
い
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
原
テ
ク
ス
ト
と
の
ず
れ
又
は
「
歪

曲
行
為
」
＾
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
'
を
表
わ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
行
作
家
な
い
し
思
想
家
の
テ
ク
ス
ト
を
少
し
く
ず
ら
し
た
所
で

ソ
リ
プ
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク

彼
は
自
分
独
自
の
、
し
ば
し
ば
唯
我
論
的
と
評
さ
れ
る
よ
う
な
世
界
を
創
り
出
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
示
す
例
と
し
て
『
ヨ
リ
ッ
ク
氏

(
9
)
 

説
教
集
』
第
20
番
、
『
ル
カ
伝
』
十
五
章
十
―
|
-
―
―
十
二
節
に
拠
る
「
放
蕩
息
子
の
話
」
の
場
合
を
見
て
み
よ
う
。
ス
タ
ー
ン
は
こ
の
説

教
で
、
放
蕩
息
子
の
異
邦
に
お
け
る
旅
の
有
様
を
様
々
に
小
説
的
に
拡
大
し
、
肉
付
け
し
て
語
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
通
常
考
え
ら

れ
る
よ
う
に
、
放
蕩
息
子
の
父
親
が
息
子
を
赦
し
て
や
る
と
こ
ろ
に
神
の
教
え
を
見
る
と
い
う
ふ
う
に
は
強
調
し
な
い
。
む
し
ろ
父
親

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
解
釈
す
る

の
で
は
な
く
、
新
し
く
人
間
の
経
験
に
お
け
る
正
の
価
値
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
福
音
書
の
『
ル
カ
伝
』

に
対
す
る
ス
タ

ー
ン
独
自
の
「
翻
訳
」
で
あ
る
が
、
こ
の
説
教
に
関
す
る
も
う
―
つ
の
問
題
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
教
育
論
か
ら
の
借
用
の
仕
方
で

あ
る
。
こ
の
説
教
に
は
ロ
ッ
ク
か
ら
計
四
ケ
所
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
教
育
論
第
ニ
―
ニ
セ
ク
シ
ョ
ン
と
説
教
の
部

分
を
比
べ
る
と
、
具
体
的
な
借
用
語
と
思
わ
れ
る
も
の
は
＾
C
o
n
v
e
r
s
a
t
i
o
n
'
と
(
k
n
o
w
l
e
d
g
e
'
の
み
で
あ
り
、

ロ
ッ
ク
が
当
該
箇
所
に

お
い
て
、
「
紳
士
」
と
な
る
べ
き
子
弟
が
外
国
旅
行
を
す
る
際
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
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フ
ッ
セ
ル
が
明
ら
か
に
す
る
今
―
つ
の
問
題
は
、
そ
の
デ
フ
ォ
ー
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
関
わ
っ
て
の
旅
行
論
に
表
わ
れ
る
。
即
ち
、
デ

べ
き
見
方
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

っ
と
年
を
経
て
監
督
者
が
不
要
に
な
っ
た
時
期
が
よ
い
と
説
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ス
タ
ー
ン
は
そ
の
文
脈
を
全
く
無
視
し
、
前
者

の
'Conversation'
と
い
う
言
葉
の
み
を
捉
え
、
而
も
そ
れ
が
成
立
し
な
い
場
合
を
強
調
す
る
方
向
へ
と
話
を
進
め
る
。
そ
し
て
そ
の

結
論
が
意
外
に
も
悲
観
的
な
調
子
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
は
こ
の
説
教
で
蕩
児
の
放
浪
の
大
陸
旅
行
論
的
教
育
的
価

値
づ
け
を
行
な
う
と
同
時
に
、
そ
れ
に
対
す
る
否
定
的
現
実
観
を
も
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
即
ち
ス
タ
ー
ン
は
、
聖
書
か
ら
も
ロ
ッ

ク
か
ら
も
少
し
く
ず
れ
た
所
で
そ
の
ヒ
ュ
ー
モ
リ
ス
ト
的
姿
勢
を
取
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
の
観
念
連
合
説
を
も
ま
た
彼
は
、

こ
れ
を
ず
ら
し
て
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
で
活
用
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

ス
タ
ー
ン
が
オ
ー
ガ
ス
タ
ニ
ズ
ム
離
れ
を
し
て
い
る
と
考
え
る
も
う
―
つ
の
根
拠
に
つ
い
て
の
ヒ
ン
ト
は
、
ポ
ー
ル
・
フ
ッ
セ
ル
の

(10) 

『
オ
ー
ガ
ス
タ
ン
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
修
辞
的
世
界
』
が
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ッ
セ
ル
の
説
く
オ
ー
ガ
ス
タ
ン
・
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
の
特
質
の
一
っ
は
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
、
ポ
ー
プ
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、

^
R
E
A
S
O
N
 is, 
half of it, 
S
E
N
S
E
.
'
(
七
巻
十
三
章
）

レ
ノ
ル
ズ
、
ギ
ボ
ン
、

バ
ー
ク
等
の
オ
ー
ガ
ス
タ
ン
・
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
た
ち
が
、
社
会
や
政
治
に
つ
い
て
平
等
主
義
で
は
な
く
階
級
区
別
的
な
期
待
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
精
神
の
位

置
づ
け
に
つ
い
て
も

'will'を
最
高
位
、

'reason
o
r
 j
u
d
g
m
e
n
t
'
を
中
位
、
＃
t
h
e
senses o
r
 passions'
を
最
下
位
に
そ
れ
ぞ
れ
置
く

も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
価
値
観
に
対
し
て
ス
タ
ー
ン
が
示
す
基
準
は
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

の

と
い
う
言
葉
に
端
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
は
「
理
性
」
の
働
き
の
半

分
は
「
感
覚
」
の
作
用
で
あ
り
、
理
性
の
下
位
に
感
覚
を
置
く
オ
ー
ガ
ス
タ
ン
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
た
ち
と
は
明
ら
か
に
一
線
を
画
す
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四

フ
ォ
ー
（
フ
ッ
セ
ル
に
よ
れ
ば
オ
ー
ガ
ス
タ
ン
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
に
は
入
ら
ぬ
）

歩
の
観
念
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
む
し
ろ
古
く
か
ら
持
続
し
て
い
る
も
の
、
永
久
的
な
も
の
に
「
旅
」
の

眼
目
を
置
く
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
象
徴
的
な
「
旅
人
」
が
歩
く
道
は
＾
d
a
r
k
'
で
あ
り
、
＾
o
b
s
c
u
r
e
'
で
あ
り
、

'
u
n
t
r
u
s
t
w
o
r
t
h
y
'
で
あ
る
。

道
に
は
＾
f
o
g
s
'
が
か
か
り
、
s^
n
a
r
e
s
'
~

＾

p
i
t
f
a
l
l
s
'

が
待
ち
受
け
る
よ
う
な
危
険
な
旅
で
あ
る
。
オ
ー
ガ
ス
タ
ン
期
の
人
間
に
と
っ
て
街

道
の
向
こ
う
に
待
ち
受
け
る
も
の
は
「
失
意
と
破
滅
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

デ
フ
ォ
ー
（
ク
ル
ー
ソ
ウ
）

（
ラ
セ
ラ
ス
）
と
も
異
な
る
、
全
く
独
自
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ち

(11) 

な
み
に
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
バ
ッ
テ
ン
は
『
愉
快
な
教
訓
主
義
』
の
中
で
、
ヨ
リ
ッ
ク
は
エ
ゴ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
旅
人
で
あ
っ
て
、
ノ
ン
・

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
旅
行
記
の
世
界
で
は
当
時
登
場
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
た
型
を
示
す
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
位
で
あ
る
。

以
上
は
、

オ
ー
ガ
ス
タ
ニ
ズ
ム
の
流
れ
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
ス
タ
ー
ン
の
文
学
の
位
置
が
む
し
ろ
そ
れ
か
ら
乖
離
的
で
あ
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

釈
の
も
う
一
方
の
可
能
性
と
し
て
の
「
ロ
マ
ン
主
義
者
」
ス
タ
ー
ン
を
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
出
来
る
と
す
れ

ば
そ
の
場
合
、

と
も
ジ
ョ
ン
ソ
ン

の
「
旅
」
が
商
業
・
産
業
的
利
潤
追
求
と
い
う
進

ス
タ
ー
ン

（
ヨ
リ
ッ
ク
）

さ
て
そ
れ
な
ら
ば
オ
ー
ガ
ス
タ
ニ
ズ
ム
か
ら
乖
離
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
、

の
旅
が

ス
タ
ー
ン
解

ス
タ
ー
ン
文
学
に
お
け
る
オ
ー
ガ
ス
タ
ニ
ズ
ム
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
問
題
は
、
二
つ
の
異
質
の
概
念
の
断
絶
的
対

立
と
い
う
よ
り
も
、
却
っ
て
、
連
続
す
る
変
容
の
過
程
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
お
く
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ

ズ
ム
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
と
看
倣
す
べ
き
ス
タ
ー
ン
の
基
本
的
文
学
背
景
は
「
博
学
の
オ
人
」
と
し
て
の
古
典
趣
味
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第五章 スターン文学の伝統的解釈

に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
い
わ
ば
新
旧
の
要
素
は
ス
タ
ー
ン
の
中
で
は
矛
盾
対
立
す
る
こ
と
な
く
、

様
相
を
示
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
先
述
し
た
「
ス
ラ
ウ
ケ
ン
ベ
ル
ギ
ウ
ス
の
鼻
物
語
」
に
お
い
て
、

の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
論
の
応
用
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
点
に
、

一
見
不
可
思
議
な
混
滑
の

コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ

ス
タ
ー
ン
に
お
け
る
「
博
学
の
オ
人
」
と
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
」
の

、
、
、
、

混
在
の
様
相
ー
っ
ま
り
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
的
「
構
成
」
の
取
り
入
れ
と
、
笑
い
に
よ
る
「
秩
序
」
の
ゆ
さ
ぶ
り
ー
ー
_
の
一
端
が

「
ロ
マ
ン
主
義
者
」
ス
タ
ー
ン
の
最
初
の
提
唱
者
は
ハ
ー
バ
ー
ト
・
リ
ー
ド
で
あ
り
、
今
日
そ
の
路
線
を
強
く
主
張
し
て
い
る
の
は
、

ピ
ー
タ
ー
・
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
『
シ
ャ
ン
デ
ィ
イ
ズ
ム
』

用
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
キ
ー
ツ
と
の
関
連
で
、

で
あ
る
。
リ
ー
ド
の
解
釈
は
そ
の
根
本
に

'feeling'
あ
る
い
は

'sensation'
を

ロ
マ
ン
主
義
革
命
を
ル
ソ
ー
、
デ
ィ
ド
ロ
と
共
に
始
め
た
一
人
と
し
て
ス
タ
ー
ン
を
位
置
付
け
、
そ
の
文
学
は
デ
カ
ル
ト
の
応

(12) 

ス
タ
ー
ン
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
伝
統
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
と
述
べ
る
。

し
か
し
な
が
ら
リ
ー
ド
の
場
合
、

ら
「
ロ
マ
ン
主
義
者
」

ス
タ
ー
ン
と
過
去
の
文
学
的
伝
統
と
の
問
題
は
（
ラ
ブ
レ
ー
の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
と
の
比
較
論
は
あ
る
が
）

コ
ン
ラ
ッ
ド
の
場
合
の
主
張
の
眼
目
は
、

ス
タ
ー
ン
が
ド
イ
ツ
文
学
に
与
え
た
影
響
か

ス
タ
ー
ン
を
定
立
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
美
術
趣
味
や
自
由
主
義
思
想
と
い
っ
た
「
ロ
マ
ン
主
義
的
文
化
」
に

先
鞭
を
つ
け
た
者
と
し
て
ス
タ
ー
ン
を
考
え
る
。
そ
し
て
ス
タ
ー
ン
の
ロ
マ
ン
主
義
的
独
創
性
を
主
張
す
る
に
当
た
っ
て
、
こ
れ
が
「
悲

劇
と
喜
劇
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
的
関
連
の
再
構
成
」
と
い
う
点
に
あ
る
と
す
る
。
悲
劇
（
例
え
ば
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
兄
ポ
ビ
ー
の
死
の

よ
う
な
）
が
、
物
語
の
喜
劇
的
な
「
語
り
」
に
よ
っ
て
完
全
に
中
断
さ
れ
て
し
ま
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
に
、
作
品
そ
の
も
の
を
相
対
化

す
る
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
の
精
神
を
看
て
取
る
よ
う
な
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
論
理
は
説
得
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

む
し
ろ
断
絶
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

置
き
、

窺
わ
れ
る
と
言
い
得
よ
う
。
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新
し
い
時
代
の
感
受
性
を
実
現
し
て
い
た
と
い
う
一
点
で
あ
る
が
、
し
か
し
ス
タ
ー
ン
の
全
体
を
捉
え
る
の
に
こ
れ
が
す
べ
て
で
は
あ

り
え
な
い
。

ス
タ
ー
ン
文
学
の
魅
力
は
、
そ
の
尽
き
な
い
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
湧
出
に
あ
る
と
同
時
に
、
過
去
の
作
家
・
作
品
に

対
す
る
知
的
か
つ
遊
戯
的
精
神
に
よ
る
挑
戦
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
知
か
ら
情
へ
、
あ
る
い
は
情
か
ら
知
へ
の
変
容
の
中
に
こ
そ
、
こ

の
作
家
の
全
体
像
を
捉
え
る
方
法
上
の
要
諦
が
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
変
容
の
場
に
つ
い
て
の
史
的
観
点
を
問
う
場

合
、
ノ
ー
ス
ロ
ッ
プ
・
フ
ラ
イ
の
議
論
が
、

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
寄
り
で
は
あ
る
が
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
呉
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(14) 

フ
ラ
イ
は
「
セ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
時
代
の
定
義
へ
向
け
て
」
の
中
で
、

義
運
動
を
有
す
る
こ
の
世
紀
後
半
の
過
渡
期
を
「
セ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
時
代
」
と
名
づ
け
、
オ
ー
ガ
ス
タ
ン
の
時
代
の
文
学
の
特
徴
を

八
p
r
o
d
u
c
t
の
文
学
＞
、
「
セ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
時
代
」
の
文
学
を
A
p
r
o
c
e
s
s
の
文
学
＞
と
い
う
ふ
う
に
分
け
て
、

も
っ
と
も
純
粋
な
例
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
場
合
は

'a
finished 
product'
と
し
て
の
作
品
で
あ
っ

て
、
作
者
は
次
に
起
こ
る
事
件
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
承
知
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
安
心
感
が
、
読
者
の
側
に
は
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
ト

な
け
れ
ば
彼
ら
の
論
理
も
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
先
に
「
博
学
の
オ
人
」
の
伝
統
の
下
に
捉
え
た
「
翻
訳
」
の
方
法
に
つ
い
て
の
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
理
解
を
見
る
と
、
リ
ー
ド
同
様
、

そ
こ
に
は
過
去
の
文
学
的
伝
統
へ
の
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
曰
く
：
Translation
p
r
o
m
o
t
e
s
 m
i
s
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
'
 

ing a
n
d
 blurs e
x
a
c
t
 m
e
a
n
i
n
g
s
,
 but 
in 
the 
r
o
m
a
n
t
i
c
 view this c
a
n
 b
e
 revelatory :
 de
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 of the letter of 

(13) 

a
 w
o
r
k
 m
a
y
 s
e
r
v
e
 to liberate its spirit.'(
イ
タ
リ
ッ
ク
は
筆
者
。
）

お
い
て
オ
ー
ガ
ス
タ
ニ
ズ
ム
と
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
間
に
連
続
で
は
な
く
、
飛
躍
あ
る
い
は
断
絶
を
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で

ロ
マ
ン
主
義
批
評
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
要
す
る
に
ス
タ
ー
ン
が

一
方
に
オ
ー
ガ
ス
タ
ン
の
時
代
を
有
し
、
他
方
に
ロ
マ
ン
主

ス
タ
ー
ン
を
後
者
の

つ
ま
り
リ
ー
ド
も
コ
ン
ラ
ッ
ド
も
、
表
現
以
前
の
段
階
に
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リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

で
は
、
読
者
は
八
読
む
＞
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
書
い
て
い
る
現
場
の
作
者
を
眺
め
る
こ
と
に
も
な

る
。
い
つ
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
の
屋
敷
が
眼
前
か
ら
消
え
失
せ
て
、
作
者
自
身
の
書
斎
へ
引
き
入
れ
ら
れ
る
か
分
か
ら
な
い
。

読
者
は
、
話
の
中
で
は
な
く
、

こ
の
「
未
決
定
」

そ
の
話
を
書
い
て
い
る
プ
ロ
セ
ス
ヘ
と
導
び
か
れ
る
。
次
に
何
が
起
こ
る
か
で
な
く
、
書
き
手
が
次
に

何
を
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
気
を
う
ば
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
ス
タ
ー
ン
の
文
学
は
八
p
r
o
c
e
s
s
の
文
学
＞
で
あ
り
、
い
わ
ば

サ
ス
ペ
ン
ス

不
断
に
「
未
決
定
」
の
状
態
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
ス
タ
ー
ン
の
作
品
世
界
に
入
り
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

の
状
態
は
、

い
い
か
え
れ
ば
、

M
.
C
・
バ
テ
ス
テ
ィ
ン
の
言
う
「
規
範
か
ら
の
逸
脱
」
が
実
現
す
る
場
で
あ
り
、

知
か
ら
情
あ
る
い
は
情
か
ら
知
へ
の
変
容
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
実
現
さ
れ
る
場
（
例
え
ば
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
第
六
巻

第
十
章
の
八
ル
・
フ
ィ
ー
ヴ
ァ
中
尉
の
死
＞
の
場
面
で
の
、
死
の
厳
粛
と
笑
い
の
不
敬
と
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
三
つ
を
こ
め
た
語

り
の
専
行
の
場
に
お
け
る
如
き
）
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
言
語
的
側
面
か
ら
言
え
ば
、

そ
こ
で
は
作
者
の
志
向
が

（
も
っ
ぱ
ら
ヒ
ュ
ー

マ
ラ
ス
な
遊
戯
性
を
目
指
す
た
め
に
）
、
「
ど
の
言
語
的
平
面
に
も
完
全
に
自
己
を
委
ね
き
る
こ
と
が
な
い
」
（
バ
フ
チ
ン
）
、

な
場
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
作
者
は
「
自
分
だ
け
の
言
葉
を
し
ば
し
ば
欠
く
」
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う

そ
れ
故
彼
の
八
書
く
＞
と

い
う
行
為
の
行
方
も
定
め
が
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
者
の
ふ
み
込
ん
だ
場
所
を
一
言
で
語
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
少
く
と
も
オ
ー
ガ
ス
タ
ン
の
伝
統
か
ら
の
乖
離
を
示
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
代
わ
り
と
し
て
ロ
マ

ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
概
念
で
も
、
ま
た
「
セ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
時
代
」
と
い
う
言
葉
で
も
充
全
に
は
す
く
い
き
る
こ
と
の
出
来
な
い
、

独
特
の
「
私
的
な
様
式
」
百
p
r
i
v
a
t
e
m
o
d
e
'
の
場
、
あ
る
い
は
「
閉
ざ
さ
れ
た
庭
」

K
o
m
t苔

coミ
c
l
g
g
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
点
は
、

じ
つ
は
ス
タ
ー
ン
読
解
の
た
め
の
、
結
論
で
は
な
く
、
出
発
点
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
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(
7
)
 

(
6
)
 

(
5
)
 

4
 

3
)
 

(
2
)
 

(
l
 

注
＊
 

る。

の
物
語
（
訳
）
」
、
十
七
ー
十
八
頁
。

E
桑
fl窃
h
L
i
ぎ
‘dture"vol.
4
 (1957) 

の
で
あ
る
。

に
も
収
録
。

一
九
七
九
年
）
、
九
十
八
頁
。

一
九
九
四
年
）
所
収
、
「
ス
ラ
ウ
ケ
ン
ベ
ル
ギ
ウ
ス

本
稿
は
日
本
英
文
学
会
第
五
十
一
回
大
会
(
-
九
七
九
年
五
月
、
於
専
修
大
学
）
に
お
け
る
研
究
発
表
の
草
稿
に
加
筆
・
修
正
を
施
し
た
も

J
o
h
n
 Ferriar, Illustrations o
f
 Sterne ;
 wi
t
h
 O
t
h
e
r
 Essays a
n
d
 Verses. N
e
w
 Y
o
r
k
 :
 Ga
r
l
a
n
d
,
 1971.
イ
エ
ー
ル
大
学
図
書

館
蔵
書
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
版
。

「
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
の
定
義
が
問
題
だ
が
、
例
え
ば
A

S
e
n
t
i
m
e
n
t
a
l
 J
o
ミ
ゞ
◎
に
見
ら
れ
る
八
自
然
＞
の
表
わ
れ
方
（
本
書
第
四
部

第
十
章
参
照
）
、
お
よ
び
T
h
e
J
o
ミミ
d
l
T
O
E
l
i
z
d
六
月
十
二
日
付
で
の
、
廃
墟
B
y
l
a
n
d
A
b
b
e
y
へ
の
散
歩
中
の
風
景
描
写

(Ian
J
a
c
k
,
 

ed., A
 S
e
n
t
i
m
e
n
t
a
l
 ],。
u
m
s
w
i
t
h
T
h
e
 J
o
u
r
n
a
l
 T
o
 Eliza a
n
d
 A
 Political R
o
m
a
n
c
e
,
 L
o
n
d
o
n
:
 O
x
f
o
r
d
 U
n
i
v
.
 Press, 1968, 

pp. 163-64)

な
ど
参
照
。

D. W
.
 Jefferson, "
T
r
i
s
t
r
a
m
 S
h
a
n
d
y
 a
n
d
 its 
Tradition," Essays in 
Cri
葛
is
箋
I9iii"1951.
の
ち
に
T
h
e
p
e
l
i
cミ
n
G
u
i
d
e
 to 

J
o
h
n
 T
r
a
u
g
o
t
t
,
 
T
r
i
s
t
r
a
m
 S
h
a
n
d
y
'
s
 
W
o
r
l
d
 
(
N
e
w
 Y
o
r
k
:
 Russell 
&
 Russell, 
1970), p.19. 

吉
田
安
雄
『
イ
ギ
リ
ス
小
説
研
究
1

テ
キ
ス
ト
の
註
釈
と
主
題
の
解
明
』
（
研
究
社
、

ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
『
小
説
の
言
葉
』
（
伊
東
一
郎
訳
、
新
時
代
社
、

J
o
h
n
 T
r
a
u
g
o
t
t
,
 p. 
16. 
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っ
て
過
言
で
は
な
い
が
、 死

神
と
諧
誹
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム

英
国
の
文
学
史
に
登
場
す
る
殆
ど
す
べ
て
の
作
家
は
、

よ
り
は
「
ヒ
ュ
ー
マ
ー
の
作
家
」
あ
る
い
は
そ
の
ま
ま
「
ヒ
ュ
ー
モ
リ
ス
ト
」
と
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
）
で
あ
る
と
言

ェ
ク
セ
ン
ト
リ
シ
テ
ィ

ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
の
場
合
は
、
中
で
も
そ
の
奇
警
さ
に
お
い
て
類
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う

の
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
ス
タ
ー
ン
の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
は
、
あ
ま
り
に
も
独
自
で
あ
る
た
め
に
ー
~
ま
た
ヒ
ュ
ー

マ
ー
と
い
う
も
の
の
本
来
的
な
非
合
理
さ
か
ら
来
る
定
義
の
不
可
能
性
の
故
に
一
般
的
に
言
っ
て
も
そ
う
で
あ
る
が
1

例
え
ば
、
サ

(
2
)
 

ー
・
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ロ
ー
リ
ー
の
、
「
ス
タ
ー
ン
の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
は
分
析
を
拒
否
し
て
い
る
。
永
遠
の
驚
き
が
そ
の
本
質
で
あ
る
。
」
と

い
っ
た
評
言
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ー
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
如
何
に
困
難
な
試
み
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
と
し
て
も
—
ー
↓
て
れ
に
つ
い
て
の
幾
分
か

の
性
格
な
り
と
も
捉
え
て
お
か
な
け
れ
ば
、
私
に
と
っ
て
の
作
家
、

序 第
六
章

ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
の
イ
メ
ー
ジ
あ
る
い
は
そ
の
表
情
の
い

••• 

to t
h
e
 d
a
y
 of his d
e
a
t
h
 h
e
 r
e
m
a
i
n
e
d
 a
 hu
m
o
u
r
i
s
t
.
 

(
l
)
 

|J. A. W
o
r
k
 

い
わ
ゆ
る
humorist
(
「
戯
作
者
」
、
「
滑
稽
作
家
」
、
「
人
情
作
家
」
等
と
訳
す

ス
タ
ー
ン
の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
が
た
し
か
に
分
析
不
可
能
で
は
あ
る
に
し
て
も
ー
ー
＇
そ
し
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く
ら
か
も
、
私
の
目
の
前
に
生
き
て
は
来
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、

な
い
の
で
、

ス
タ
ー
ン
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ー
の
問
題
と
は
、

ス
タ
ー

ン
を
ス
タ
ー
ン
ら
し
く
見
せ
て
い
る
も
の
_
—
ー
そ
れ
こ
そ
ス
タ
ー
ン
の
本
質
の
表
わ
れ
た
も
の
だ
I

と
は
何
か
、
の
問
題
に
他
な
ら

ス
タ
ー
ン
の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
を
語
る
こ
と
が
、
即
ち
そ
の
作
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
探
究
の
た
め
の
展
望
と
重
な
っ
て
く

る
の
で
な
け
れ
ば
、
恐
ら
く
何
ご
と
か
を
論
じ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
以
外
に
、
或
る
作
家
の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
に

さ
て
、
開
巻
勢
頭
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
夫
婦
の
滑
稽
か
つ
喜
劇
的
な
coitus
の
場
面
か
ら
は
じ
ま
り
、
第
三
巻
で
や
っ
と
主

人
公
に
し
て
語
り
手
た
る
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が
誕
生
し
、
そ
の
間
数
限
り
な
い
脱
線
が
続
き
、
真
っ
黒
く
ぬ
り
つ
ぶ
し
た
頁
や
、
抽
象
絵

画
の
よ
う
な
模
様
の
あ
る
頁
、
は
て
は
何
や
ら
得
体
の
知
れ
ぬ
曲
線
直
線
入
り
み
だ
れ
た
線
が
表
わ
れ
た
り
す
る
、

の
概
念
を
無
視
し
た
か
に
見
え
る
、
こ
の
奇
妙
き
て
れ
つ
、

お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
件
は
言
う
迄
も
な
く
ヒ
ュ
ー
マ
ー
に
通
じ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

ー
に
通
じ
る
よ
う
に
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
を
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
お
け
る
八
書
く
こ
と
＞
の
全
行
為
は
、

―
つ
の
感
覚
、

セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ヒ
ュ
ー
マ
ー
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

オ
プ
・
ヒ
ュ
ー
マ
ー
と
は
ど
の
よ
う
な
特
性
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

ス
タ
ー
ン
の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
の
内
容
は
、

つ
い
て
語
る
方
法
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

お
お
む
ね
、

お
よ
そ
近
代
小
説

一
大
滑
稽
叙
事
詩
と
も
言
う
べ
き
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

に

ス
タ
ー
ン
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
件
が
ヒ
ュ
ー
マ

で
は
、
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
と
、

ス
タ
ー
ン
の
セ
ン
ス
・

セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
・
笑
い
・
哀
感
．
涙
・
皮
肉
・
諷
刺
．
洒
落
・
く
す
ぐ

り
（
特
に
性
的
な
ほ
の
め
か
し
）
等
々
の
喜
劇
的
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
支
配
す
る
喜
劇
的
精
神
と
し
て
八
シ
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ー
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
（
一
）

ャ
ン
デ
ィ
イ
ズ
ム
＞
が
あ
り
、
そ
れ
が
ス
タ
ー
ン
の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
感
覚
を
本
質
的
に
成
り
立
た
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

関
係
が
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

右
に
挙
げ
た
喜
劇
的
要
素
の
う
ち
、
特
に
ス
タ
ー
ン
文
学
の
特
質
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
、

り
、
以
下
の
論
考
は
主
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
要
素
と
シ
ャ
ン
デ
ィ
イ
ズ
ム
を
中
心
に
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
他
の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
の
要
素

に
関
す
る
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
の
中
に
含
め
ら
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、

の
中
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
小
論
に
お
け
る
仮
説
的
前
提
で
あ
る
。

セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
笑
い
で
あ

さ
ら
に
ス
タ
ー
ン
の
内
部
で
は
ど
の
よ
う
な
関
連
性
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

の
中
で

セ
ン
チ
メ
ン
ト

セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
S
e
n
t
i
m
e
n
t
a
l
i
s
m
と
は
字
義
通
り
に
い
え
ば
、
感
情
に
よ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ー
意
識
の
発
露
で
あ
る
が
、
こ
の
言

葉
の
ス
タ
ー
ン
以
前
の
意
味
に
宗
教
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
入
っ
て
い
た
こ
と
は
、

H
.
N
・
フ
ェ
ア
チ
ャ
イ
ル
ド
の
研
究
に
よ
っ
て
明

(
3
)
 

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ご
く
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
る
と
、
十
八
世
紀
初
期
に
お
け
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
根
底
に

は
、
人
間
性
の
善
性
g
o
o
d
n
a
t
u
r
e
に
対
す
る
信
頼
に
も
と
づ
い
た
、
い
わ
ゆ
る
ラ
テ
ィ
テ
ュ
ー
デ
ィ
ナ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
思
想
が
流
れ
て

お
り
、
そ
の
中
の
博
愛
的
感
情
b
e
n
e
v
o
l
e
n
t
f
e
e
l
i
n
g
が
、
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
宗
教
の
世
俗
化
ー
っ
ま
り
は
近
代
の
乱
入
ー
ー
，
と
と
も
に
、
セ
ン
チ
メ
ン
ト
は
そ
れ
自
体
の
意
味
を
持
ち
は
じ
め
、
そ
の

上
に
フ
ラ
ン
ス
風
の
洗
練
さ
れ
た
感
情
趣
味
が
加
わ
っ
て
、
現
代
的
な
意
味
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
感
傷
的
」
「
耽
溺
的
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
出
来
上
っ
た
の
で
あ
る
。
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
」
の
項
に
つ
い
て
、
O
•
E
•
D
が
定
義
し
、
初
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
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リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
宛
プ
ラ
ヅ
ヘ
イ
夫
人
の
一
七
四
九
年
の
書
簡
は
、
従
っ
て
右
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
、
す
で
に
前
期
の
宗
教
的

(
4
)
 

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
払
拭
さ
れ
た
こ
と
の
例
証
で
あ
る
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
自
ら
ラ
テ
ィ
テ
ュ
ー
デ
ィ
ナ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
牧
師
た
る
ス

わ
れ
わ
れ
が
ス
タ
ー
ン
の
中
に
見
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、
宗
教
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
す
で
に
払
拭
さ
れ
た
そ
れ
で
あ
る
。
と
は

い
え
、

ス
タ
ー
ン
は
、
『
ヨ
リ
ッ
ク
氏
説
教
集
』
に
見
ら
れ
る
如
き
ラ
テ
ィ
テ
ュ
ー
デ
ィ
ナ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
思
想
を
根
底
に
お
い
て
有
し

(
5
)
 

て
い
る
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
の
で
、
そ
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
、
ス
タ
ー
ン
の
宗
教
的
要
素
と
無
縁
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は

出
来
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

ス
タ
ー
ン
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、
「
洗
練
さ
れ
高
め
ら
れ
た
感
情
」
＾
refined

elevated feeling'
自
仕
t

の
発
露
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
セ
ン
チ
メ
ン
ト
を
中
心
に
置
い
て
も
の
ご
と
を
捉
え
る
、
一
種
の
い
わ
ば
八
感
情

の
美
学
＞
と
言
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
り
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
「
何
か
根
本
的
に
哲
学
的
な
態
度
」
ー
函
s
o
m
e
,

thing f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
l
y
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
c
'
1
で
あ
る
と
い
え
る
よ
う
な
、

る
。
ウ
ル
フ
の
言
葉
は
、
『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ィ
』

れ
と
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

デ
ィ
・
ホ
ー
ル
の
人
物
た
ち
が
、

タ
ー
ン
に
あ
っ
て
は
ど
う
か
。

に
見
ら
れ
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
評
言
で
あ
る
が
、
そ

に
流
れ
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
シ
ャ
ン

(
7
)
 

エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ミ
ュ
ア
の
い
わ
ゆ
る
「
性
格
小
説
」
の
如
く
、
最
初
か
ら
完
結
し
た
性
格
を
有
し
て

い
て
、
小
説
の
時
間
的
・
劇
的
進
行
に
よ
る
発
展
と
は
無
関
係
に
自
立
し
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、

ス
タ
ー
ン
自
身
の
内
部
に
お
い

て
も
、
そ
の
思
想
的
性
格
ー
博
愛
主
義
的
、
情
感
的
、
諧
詭
的
な
ー
は
、
生
涯
さ
ほ
ど
変
わ
り
は
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ス
タ
ー
ン
の
基
本
的
な
性
格
の
変
わ
り
な
さ
は
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

の
世
界
が
、
丁
度
そ
の
表
題

―
つ
の
モ
ラ
ル
を
暗
示
す
る
言
葉
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ

a
n
d
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い
う
気
持
ち
さ
え
ほ
と
ほ
と
持
た
な
か
っ
た
の
で
す
。

三
ビ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ト
ビ
ー
の
博
愛
主
義
が
、
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ハ
エ
と
い
う
小
さ
な
生
命
に
向
か
っ
て
発
揮
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
博
愛

に
付
さ
れ
た
エ
ピ
ク
テ
ー
タ
ス
の
、
「
行
為
で
な
く
て
、
行
為
に
関
す
る
意
見
の
方
が
人
を
動
か
す
も
の
だ
」
と
い
う
言
葉
に
暗
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
行
動
を
離
れ
た
言
葉
が
「
脱
線
的
且
つ
前
進
的
に
」
行
き
交
う
世
界
と
な
り
ー
~
そ
こ
に
お
け
る
時
間
は
、
「
お
し
ゃ

べ
り
」
の
向
こ
う
に
押
し
や
ら
れ
、
引
き
延
ば
さ
れ
、
停
止
し
、
復
活
し
…
と
い
う
ふ
う
に
変
貌
窮
ま
り
な
く
1

現
実
の
時
間
の
進

行
•
発
展
を
無
視
し
た
か
の
よ
う
な
異
次
元
の
世
界
を
作
り
あ
げ
て
い
る
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ス
タ
ー
ン
に
お
い
て
は
、
つ
ま
り
時
間

I

ス
タ
ー
ン
固
有
の
歴
史
ー
~
の
発
展
の
概
念
が
、
思
考
の
中
心
を
占
め
て
は
い
な
い
よ
う

な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
例
を
一
、
二
引
い
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

と
い
っ
た
大
げ
さ
な
モ
ラ
ル
が
、
小
さ
な
取
る
に
足
り
ぬ
生
き
物
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
笑
い
が
生
じ
て
い
る
。
こ

こ
に
お
け
る
笑
い
は
、
皮
肉
や
諷
刺
の
入
ら
な
い
純
粋
な
笑
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ロ
ー
レ
ン
ス
・

ー
叔
父
は
、
平
和
な
、
お
だ
や
か
な
性
質
で
し
た
°
|
ー
—
そ
こ
に
は
不
純
な
ま
ぜ
も
の
は
す
こ
し
も
な
く
ー
叔
父
の
心
の

中
は
す
べ
て
が
一
っ
に
と
け
合
っ
て
非
常
に
人
の
良
い
性
質
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
叔
父
ト
ウ
ビ
ー
は
蠅
に
恨
み
を
晴
ら
そ
う
と

ー
行
け
ー
|
'
あ
る
日
の
食
事
の
時
、
叔
父
は
、
食
事
の
間
中
鼻
の
ま
わ
り
を
ブ
ン
ブ
ン
飛
び
ま
わ
っ
て
散
々
に
自
分
を
悩
ま

し
た
、
や
け
に
大
き
な
一
匹
の
蠅
ー
ぃ
ろ
い
ろ
苦
労
し
た
あ
げ
く
に
そ
ば
を
飛
び
過
ぎ
る
と
こ
ろ
を
や
っ
と
つ
か
ま
え
た
そ
の

―
つ
は
、
例
の
ト
ウ
ビ
ー
叔
父
と
ハ
エ
の
エ
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と
こ
ろ
で
ト
ウ
ビ
ー
叔
父
と
ハ
エ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

少
な
存
在
を
一
挙
に
心
の
中
の
大
事
件
に
ま
で
高
め
る
想
像
力
で
あ
る
。

は
た
し
か
に
あ
る
は
ず
だ
。
（
第
二
巻
第
十
二
章
）

蠅
に
む
か
っ
て
言
っ
た
も
の
で
す
。
1

お
れ
は
お
ま
え
を
傷
つ
け
は
し
な
い
ぞ
、
叔
父
ト
ウ
ビ
ー
は
椅
子
か
ら
立
上
っ
て
、
蠅

を
手
に
し
て
窓
の
ほ
う
に
歩
み
な
が
ら
言
い
ま
し
た
ー
~
お
ま
え
の
頭
の
毛
一
す
じ
だ
っ
て
傷
つ
け
は
し
な
い
ぞ

1

行
け
、
と

窓
を
上
の
方
に
押
し
あ
げ
て
、
手
を
開
い
て
に
が
し
て
や
り
な
が
ら
ー
ー
古
p

衰
そ
う
な
奴
だ
、

さ
っ
さ
と
飛
ん
で
ゆ
く
が
よ
い
、

お
れ
が
お
ま
え
を
傷
つ
け
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
、

1

こ
の
世
の
中
に
は
お
ま
え
と
お
れ
を
両
方
と
も
入
れ
る
だ
け
の
広
さ

こ
の
あ
と
に
続
け
て
、
話
者
・
主
人
公
で
あ
る
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
、
こ
の
時
十
歳
で
あ
っ
た
が
、

の
万
物
に
対
す
る
善
意
の
姿
勢
は
、
そ
の
後
受
け
た
大
学
教
育
に
劣
ら
ず
重
要
だ
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

タ
リ
ズ
ム
は
、
右
の
よ
う
な
、
こ
の
世
界
の
さ
さ
い
な
も
の
b
a
g
a
t
e
l
l
e
を
い
と
お
し
む
「
や
さ
し
さ
」
b
e
n
e
v
o
l
e
n
c
e
に
さ
さ
え
ら
れ
て

(
8
)
 

い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
さ
さ
い
な
つ
ま
ら
ぬ
も
の
に
対
し
て
敢
え
て
思
い
を
こ
め
、
セ
ン
チ
メ
ン
ト
を
こ
め
て
、
そ
の
卑

一
種
訓
話
め
い
て
は
い
る
が
、

ト
ウ
ビ
ー
叔
父
に
教
え
ら
れ
た
こ

ス
タ
ー
ン
の
セ
ン
チ
メ
ン

そ
の
教
え
に
は
世
俗
的
な
功
利
主
義
は
な
く
、

ま
た
宗
教
的
色
合
い
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
レ
ズ
リ
ー
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
ス
タ
ー
ン
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
「
純
粋
で
単
純
」

(
9
)
 

p̂ure a
n
d
 simple'
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
評
言
は
こ
の
例
に
よ
く
あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ス
タ
ー
ン
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
、
十
八
世
紀
初
期
の
宗
教
的
色
合
い
を
は
な
れ
て
、
慈
愛
と
胸
あ
た
た
ま
る
感
動
1

時
に

は
涙
さ
え
湧
き
出
さ
せ
る
よ
う
な
純
粋
な
ヒ
ュ
ー
マ
ー
1

の
効
果
を
上
げ
て
い
る
例
を
一
っ
挙
げ
て
お
こ
う
。
第
六
巻
に
現
わ
れ
る
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つ
れ
て
来
て
も
ら
え
ば
よ
か
っ
た
な
あ
。
（
第
六
巻
第
七
章
、
傍
点
筆
者
）

「
ル
・
フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
の
物
語
」
で
あ
る
。

る
村
の
宿
屋
で
瀕
死
の
床
に
ふ
せ
っ
て
い
る
。
こ
の
話
を
聞
い
た
ト
ウ
ビ
ー
は
、
彼
の
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
的
同
伴
者
ト
リ
ム
伍
長
（
本

名
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
バ
ト
ラ
ー
）
を
さ
っ
そ
く
手
助
け
に
行
か
せ
る
。

非
常
に
親
思
い
で
、
「
葡
萄
酒
一
杯
と
薄
い
ト
ー
ス
ト
を
一
切
れ
」
食
べ
て
み
た
い
と
い
う
父
親
の
た
め
に
、
そ
れ
を
自
分
で
作
っ
て
や

り
た
い
と
言
っ
て
、
親
切
な
伍
長
の
申
出
を
お
し
と
ど
め
る
。
そ
こ
で
ト
ウ
ビ
ー
に
劣
ら
ず
人
情
家
の
伍
長
が
言
う
。

ま
あ
坊
ち
ゃ
ん
、
君
は
休
ん
で
い
て
こ
の
私
に
さ
せ
な
さ
い
。
私
〔
伍
長
〕
は
そ
う
い
っ
て
、
そ
の
つ
も
り
で
フ
ォ
ー
ク
を
手

に
持
ち
、
そ
の
あ
い
だ
に
す
わ
ら
せ
よ
う
と
私
の
か
け
て
い
た
火
の
そ
ば
の
椅
子
を
少
年
に
す
す
め
ま
し
た
°
ー
ー
ー
で
も
や
っ
ぱ

り
ぼ
く
の
作
っ
た
の
が
一
番
お
父
さ
ん
の
お
気
に
入
る
と
思
う
ん
で
す
。
少
年
は
非
常
に
遠
慮
し
な
が
ら
で
す
が
こ
う
い
う
の
で

す。
1

そ
こ
で
私
が
、

ル
・
フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
と
い
う
軍
人
（
中
尉
）
が
、
戦
場
で
重
傷
を
負
い
、
ト
ウ
ビ
ー
の
い

ル
・
フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
に
は
息
子
が
一
人
つ
い
て
い
る
が
、
こ
れ
が

で
も
む
か
し
軍
人
だ
っ
た
男
が
焼
い
た
ト
ー
ス
ト
な
ら
、
君
の
お
父
さ
ん
だ
っ
て
む
げ
に
ま
ず
い
と
も

お
っ
し
ゃ
ら
な
い
だ
ろ
う
さ
、
と
申
し
ま
す
と
1

少
年
は
私
の
手
を
し
っ
か
り
と
握
っ
て
、
た
ち
ま
ち
わ
っ
と
泣
き
出
し
ま
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

叔
父
ト
ウ
ビ
ー
は
申
し
ま
し
た
、
1

き
っ
と
赤
ン
坊
の
時
か
ら
軍
隊
の
中
で
育
っ
た
ん

た
。
ー
ー
ー
や
れ
や
れ
可
哀
そ
う
な
！

だ
な
。
だ
か
ら
ト
リ
ム
、
軍
人
と
き
く
と
そ
の
子
の
耳
に
は
親
し
い
友
だ
ち
の
名
の
よ
う
に
ひ
び
い
た
ん
だ
ろ
う
。
ー
|
'
こ
こ
に

ト
ウ
ビ
ー
が
こ
こ
で
少
年
に
向
か
っ
て
示
す
深
い
同
情
は
、
そ
れ
が
ス
タ
ー
ン
自
身
の
、
幼
年
期
に
お
け
る
経
験
（
軍
人
を
父
親
と
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し
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
生
れ
、

そ
の
不
遇
な
幼
年
期
を
移
動
す
る
軍
隊
の
中
で
過
ご
し
た
）

に
対
す
る
自
己
憐
憫
の
調
子
を
ふ
と
醸
し

出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
味
わ
い
深
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
軍
人
の
親
子
は
、
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
来
て
フ
ラ
ン
ダ

ー
ス
に
い
る
連
隊
に
加
わ
ろ
う
と
い
そ
い
で
い
る
途
中
」
（
第
六
巻
第
七
章
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、

ス
タ
ー
ン
の
父
親
も
「
第
三
十
四

歩
兵
隊
」
の
「
少
尉
」
と
し
て
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
に
お
け
る
戦
争
に
参
加
し
た
経
験
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
少
く
と
も
こ

こ
に
は
ス
タ
ー
ン
自
身
の
あ
る
回
顧
的
表
情
が
か
い
ま
見
ら
れ
、
そ
の
こ
と
が
、
こ
こ
に
お
け
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
真
率
さ
を

「
ル
・
フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
の
物
語
」
は
、
話
者
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
脱
線
と
い
う
に
は
ま
と
も
な
、

一
種
の
人
情
噺
で
あ
り
、

ス
タ
ー
ン
が

人
情
の
機
微
に
つ
い
て
の
鋭
い
感
覚
1

そ
れ
こ
そ
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ヒ
ュ
ー
マ
ー
ー
ー
＇
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
よ
く
伝
え
る
物
語
と

な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
こ
の
中
で
、
ト
ウ
ビ
ー
が
ト
リ
ム
伍
長
の
処
置
の
仕
方
に
つ
い
て
批
判
を
加
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
セ
ン
チ
メ

ン
タ
リ
ズ
ム
が
、
個
人
の
置
か
れ
た
地
位
・
役
割
・
義
務
と
い
っ
た
形
式
主
義
に
対
し
て
、
人
間
本
来
の
自
然
性
と
い
っ
た
も
の
を
発

現
さ
せ
よ
う
と
す
る
モ
ラ
ル
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
一
節
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
お
ま
え
の
さ
ば
き
に
は
…
い
く
つ
か
足
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
ぞ
…
ー
ま
ず
第
一
に
は
お
ま

え
が
、
何
な
り
と
ル
・
フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
中
尉
の
役
に
立
つ
こ
と
な
ら
わ
し
が
し
て
や
る
と
伝
え
た
と
き
ー
病
気
も
旅
行
も
ど
ち

ら
も
な
か
な
か
費
用
の
か
か
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
し
て
相
手
が
貧
乏
中
尉
の
身
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
給
料
で
わ
が
身
の
み
か
息

子
ま
で
も
養
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
お
ま
え
は
知
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、

1

わ
し
の
財
布
を
自
由
に
使
っ
て
も
ら
っ

強
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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あ
る
。
先
に
あ
げ
た
例
に
見
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
ど
も
人
間
と
し
て
は
こ
れ
は
大
変
な
落
ち
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
だ
ぞ
。
（
第
六
巻
第
八
章
、
傍
点
筆
者
）

一
方
が
他
方
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

だ
、
叔
父
ト
ウ
ビ
ー
は
申
し
ま
し
た
、

1

お
ま
え
は
ト
リ
ム
、
軍
人
と
し
て
は
な
る
ほ
ど
何
の
落
ち
度
も
な
か
っ
た
、
ー
ー
ー
け

ー
で
も
ご
承
知
の
通
り
、
伍
長
は
言
い
ま
し
た
。
私
は
何
も
お
指
図
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
。

1

そ
れ
は
そ
う

て
よ
い
と
い
う
申
出
を
お
ま
え
は
怠
っ
た
こ
と
だ
。

い
う
ま
で
も
な
く
む
こ
う
が
困
っ
た
立
場
に
あ
っ
た
の
な
ら
、

し
の
財
布
を
わ
が
も
の
の
よ
う
に
使
わ
せ
て
も
よ
い
と
わ
し
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
、

こ
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、
形
式
主
義
の
こ
わ
ば
り
に
対
置
さ
れ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ー
で
あ
る
。
ト
リ
ム
伍
長
の
義
務
に
対
す
る
形

式
的
な
忠
実
さ
が
、
こ
こ
で
、
「
人
間
」
の
側
に
立
っ
て
ル
・
フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
親
子
に
同
情
し
て
い
る
ト
ウ
ビ
ー
に
よ
っ
て
く
つ
が
え
さ

れ
、
匡
正
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
面
は
、

と
こ
ろ
で

そ
れ
ら
が
、

あ
る
が
、

そ
の
こ
と
の
故
に
か
え
っ
て
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

、
、
、

作
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
反
論
し
よ
う
の
な
い
人
情
美
で
あ
る
。

『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

お
ま
え
も
知
っ
て
い
る
は
ず
じ
ゃ
な
い
か
。

わ
れ
わ
れ
の
中
の
人
間
的
な
も
の
へ
の
共
感
が
喚
起
さ
れ
る
よ
う
に

の
中
で
は
、
「
こ
こ
ろ
」

h
e
a
r
t
と
「
頭
」

h
e
a
d
の
二
つ
の
世
界
が
、

排
斥
す
る
こ
と
な
し
に
共
存
し
て
お
り
1

例
え
ば
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
父
ウ
ォ
ル
タ
ー
が
「
頭
」
の
方
を
代
表
し
、

「
こ
こ
ろ
」
の
方
を
代
表
し
て
、
し
か
も
二
人
と
も
に
好
人
物
で
あ
り
、
奇
警
て
は
あ
る
が
調
和
的
で
あ
る
、

し
か
も
、
喜
劇
的
に
交
錯
し
合
っ
て
、

ト
リ
ム
、
わ

ト
ウ
ビ
ー
叔
父
が

と
い
っ
た
ふ
う
に
1

そ
こ
に
八
情
と
知
＞
に
よ
る
独
特
な
ヒ
ュ
ー
マ
ー
の
世
界
が
現
出
し
て
い
る
の
で

ス
タ
ー
ン
の
中
心
の
真
実
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
つ
か
み
難
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
場
合
が

一
見
た
し
か
に
文
句
の
つ
け
よ
う
の
な
い
人
情
美
の
型
を
持
っ
て
い
る
が
、

100 



第六章 死神と諧請—センチメンタリズム

つ
け
る
。 II

セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
（
二
）

し
か
し
そ
こ
に
は
も
う
―
つ
の
意
味
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
ー
っ
ま
り
、
「
こ
わ
ば
り
」
に
対
置
さ
れ
た
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
、
他

な
ら
ぬ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
笑
い
」
と
同
じ
位
相
に
立
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
笑
い
」
こ
そ
、
事
物

(10) 

の
「
こ
わ
ば
り
」
に
対
置
さ
れ
、
こ
れ
を
匡
正
す
る
知
的
な
精
神
の
産
物
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ス
タ
ー
ン
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ

ズ
ム
が
、
先
の
例
に
み
た
よ
う
に
単
に
人
情
美
を
う
た
い
あ
げ
る
た
め
に
発
揮
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

と
考
え
ら
れ
る
「
笑
い
」
に
関
連
を
持
つ
に
至
る
と
い
う
こ
と
が
、
事
態
を
複
雑
に
さ
せ
、

じ
つ
は
、

あ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
こ
と
こ
そ
が
、

ソ
ス
の
や
さ
し
い
情
感
に
満
ち
た
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
場
面
の
背
後
か
ら
、

か
の
よ
う
に
、
笑
い
と
ナ
ン
セ
ン
ス
の
道
化
的
表
情
を
の
ぞ
か
せ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
。

メ
ソ
デ
ィ
ス
ト
派
の
創
始
者
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ズ
レ
ー
が
、

（
一
七
七
二
年
二
月
十
一
日
、
「
日
記
」
）
、

要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
そ
の
対
極
に
位
置
す
る

ス
タ
ー
ン
の
真
実
を
つ
か
み
難
く
さ
せ
る

ス
タ
ー
ン
の
ス
タ
ー
ン
ら
し
さ
を
示
す
特
質
な
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
、
涙
と
ペ
ー

ま
る
で
そ
の
場
全
体
を
破
壊
し
、
無
に
帰
さ
せ
て
し
ま
う

い
っ
た
い
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で

そ
の
宗
教
運
動
の
た
め
に
巡
回
公
演
を
し
て
回
っ
て
い
た
あ
る
日

ス
タ
ー
ン
の
『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ィ
』
を
読
ん
で
、
次
の
よ
う
な
感
想
を
書
き
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セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
だ
っ
て
！

が
い
い
位
だ
。
意
味
を
な
し
て
い
な
い
。
は
っ
き
り
し
た
概
念
は
何
も
伝
え
て
い
な
い
。
だ
が
一
人
馬
鹿
が
い
る
と
、
そ
れ
に
感

も
の
か
？
）

染
し
て
大
ぜ
い
の
馬
鹿
が
出
来
る
も
の
だ
。
ま
っ
た
く
こ
の
ナ
ン
セ
ン
ス
な
言
葉
が

(11) 

い
ま
流
行
語
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
！

こ
れ
は
、

ス
タ
ー
ン
の
死
後
四
年
目
の
、

一
般
の
反
応
を
伝
え
る
言
葉
と
し
て
も
興
味
が
あ
る
。

に
と
っ
て
、
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
」
と
い
う
言
葉
が
、
は
な
は
だ
あ
い
ま
い
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
宗
教
家
・
道
徳
家
か
ら
み
れ
ば
何

モ

ー

キ

ッ

シ

ュ

モ

ー

ビ

ッ

ド

か
胸
の
悪
く
な
る
よ
う
な
、
不
健
全
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
「
感
情
」
と
い
う
も
の

が
、
病
弱
と
か
気
弱
さ
と
い
っ
た
、
理
性
の
断
念
の
上
に
表
わ
れ
る
女
性
的
な
も
の
と
結
び
つ
い
て
し
か
受
け
取
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と

モ
ー
ビ
ッ
ド

が
、
こ
の
言
葉
の
腐
敗
度
を
高
め
た
原
因
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ス
タ
ー
ン
自
身
が
病
弱
で
あ
り
、
始

終
発
熱
し
て
い
る
よ
う
な
体
質
で
あ
っ
た
、
と
い
っ
た
個
人
的
事
情
が
、
あ
る
い
は
幾
分
か
作
用
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
『
セ
ン
チ

メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ィ
』

の
「
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ト
ラ
ヴ
ェ
ラ
ー
」
た
る
ヨ
リ
ッ
ク
の
言
動
の
中
に
嗅
ぎ
と
ら
れ
る
の
は
、
病
弱

(12) 

な
繊
細
さ
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
な
ら
ぬ
ス
タ
ー
ン
自
身
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
言
え
な
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
ウ
ェ
ズ
レ
ー
が
感
得
し
た
と
こ
ろ
の
「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
は
、
あ
る
意
味
で
は
ス
タ
ー
ン
文
学
の
特
徴
を
よ
く
言
い

当
て
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

ス
タ
ー
ン
に
お
け
る
ナ
ン
セ
ン
ス
は
、
言
う
迄
も
な
く
「
笑
い
」

ュ
ー
マ
ー
の
―
つ
の
発
現
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

ス
タ
ー
ン
の
ナ
ン
セ
ン
ス
に
対
す
る
感
覚
は
、
笑
い
に
対
す
る
感
覚
と
結

い
っ
た
い
そ
れ
は
何
だ
？

そ
ん
な
の
は
英
語
じ
ゃ
な
い
。

つ
ま
り
、
当
時
の
見
識
あ
る
人
々

へ
向
か
う
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ヒ

（
い
っ
た
い
誰
が
そ
ん
な
も
の
を
信
用
す
る

コ
ン
テ
ィ
ネ
ン
タ
ル
と
言
っ
た
方
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が
看
取
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

び
つ
い
て
お
り
、
彼
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
場
面
を
自
然
発
生
的
に
書
く
の
で
は
な
く
、

ラ

ー

フ

ァ

ブ

ル

・

ア

ブ

サ

ー

デ

ィ

テ

ィ

ス
タ
ー
ン
に
お
け
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
本
質
的
問
題
は
、
彼
が
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
場
面
を
、
笑
う
べ
き
ば
か
ば
か
し
さ
の

効
果
に
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
質
的
と
い
う
意
味
は
、
恐
ら
く
こ
の
こ
と
に
お
い
て
ス
タ
ー
ン
は
、
自
ら
を
八
感

て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

そ
の
場
面
に
対
し
て
極
め
て
意
識
的
で
あ
り
、

情
派
＞
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
慎
重
に
外
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
概
念
づ
け
を
先
取
り
し
、
わ
れ
わ
れ
の
面
前
か
ら
遁
走
を
企
て
よ
う
と
し

し
ん
め
ん
も
く

そ
れ
が
つ
ま
り
は
ス
タ
ー
ン
と
い
う
作
家
の
真
面
目
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
の
は
、
他
で
も
な
い
、
先
述
し
た
「
ル
・
フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
の
物
語
」
の
最
後
の
愁
嘆
場
面
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
作
者
の
「
お
し
ゃ
べ
り
」
あ
る
い
は
「
話
し
手
と
し
て
の
意
識
」
が
場
面
の
前
景
に
し
ゃ
し
ゃ
り
出
て
、
せ
っ
か
く
の
大

ア

ブ

サ

ー

デ

イ

テ

ィ

事
の
場
面
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
い
、
そ
こ
に
生
じ
る
ば
か
ば
か
し
さ
の
感
覚
で
も
っ
て
読
者
を
笑
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
ス

タ
ー
ン
に
お
け
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
笑
い
の
た
め
の
誘
因
と
な
る
。
さ
て
、

そ
の
愁
嘆
場
面
を
の
ぞ
い
て
見
よ
う
。

死
の
床
に
つ
い
た
ル
・
フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
中
尉
は
い
よ
い
よ
そ
の
最
後
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
を
ト
ウ
ビ
ー
と
中
尉
の
息
子

|
ル
・
フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
の
体
内
で
は
そ
の
血
液
も
生
気
も
、
す
で
に
冷
た
＜
緩
慢
に
な
り
か
け
て
、

そ
の
最
後
の
砦
で
あ
る

心
臓
の
ほ
う
に
退
却
を
開
始
し
て
い
ま
し
た
が
ー
1
—
ふ
た
た
び
陣
容
を
立
て
な
お
し
ま
し
た
1

眼
を
お
お
い
か
け
て
い
た
も

や
の
よ
う
な
膜
も
一
瞬
ま
た
晴
れ
上
り
ま
し
た
|
ー
ー
中
尉
は
希
望
に
み
ち
た
眼
を
叔
父
ト
ウ
ビ
ー
の
顔
の
ほ
う
に
上
げ
I

そ

し
か
も
そ
の
意
識
は
笑
い
を
意
図
し
た
喜
劇
的
意
識
な
の
で
あ
る
。
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ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ー
八
い
え
、
も
う
結
構
で
す
＞
（
第
六
巻
第
十
章
）

れ
か
ら
自
分
の
息
子
に
一
瞥
を
む
け
ま
し
た
1

そ
の
三
者
を
む
す
ん
だ
え
に
し
の
糸
は
、
ご
く
細
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い

生
気
は
あ
っ
と
い
う
間
に
ふ
た
た
び
引
き
は
じ
め
ま
し
た
_
ー
'
眼
の
も
や
も
、
も
と
に
も
ど
り
ま
し
た
1

脈
が
み
だ
れ
ま
し

た
1

と
ま
り
ま
し
た
ー
|
'
ま
た
打
ち
ま
し
た
I

ト
ン
ト
ン
ト
ン
と
打
っ
て
1

ま
た
と
ま
り
ま
し
た
ー
ー
！
ま
た
打
っ
た
1

ー
ま
た
と
ま
っ
た
1

も
っ
と
書
き
つ
づ
け
ま
し
ょ
う
か
？

、、

こ
の
後
半
の
語
り
に
見
ら
れ
る
笑
い
の
効
果
は
、

い
ま
ま
で
あ
げ
た
例
に
見
た
よ
う
に
純
粋
で
は
な
い
。
そ
こ
に
一
種
の
漬
神
の
気

配
ー
死
の
厳
粛
に
対
す
る
「
お
し
ゃ
べ
り
」
の
不
謹
慎
ー
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
1

セ
ン
チ

メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
発
露
ー
の
対
象
で
あ
っ
た
ル
・
フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
と
い
う
軍
人
の
死
が
、

笑
い
の
具
に
供
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
描
写
の
方
法
は
、

ー
馬
鹿
げ
た
無
意
味
な
結
果
に
ま
で
議
論
を
極
端
に
押
し
進
め
る
方
法
ー
ー
＇
で
あ
り
、
あ
る
い
は
漸
降
法
（
ベ
イ
ソ
ス
ま
た
は
ア
ン

チ
・
ク
ラ
イ
マ
ク
ス
）

え、

と
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。

ア
ン
チ
・
ク
ラ
イ
マ
ク
ス
に
よ
る
笑
い
へ
の
道
は
、

そ
の
最
後
に
至
っ
て
馬
鹿
げ
た
無
意
味
な

い
わ
ゆ
る
帰
謬
法
（
レ
ド
ゥ
ク
テ
ィ
オ
・
ア
ド
・
ア
プ
ス
ル
ド
ゥ
ム
）

セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
場
面
の
最
後
に
こ
う
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
を
使
う
心
性
と
は

ス
タ
ー
ン
は
結
局
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
を
諷
刺
の
対
象
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
（
帰
謬
法
と
は
諷
刺
の
一
方
法
に
他
な

ら
な
い
）
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
笑
い
を
生
み
だ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
か
ら
ベ
イ
ソ
ス
ま
た
は

ス
タ
ー
ン
に
と
っ
て
は
自
然
で
あ
り
、
必
然
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の

つ
い
に
立
ち
切
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
ー
|
'
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も
、
後
に
述
べ
る
八
シ
ャ
ン
デ
ィ
イ
ズ
ム
＞
ー
ス
タ
ー
ン
の
基
本
的
な
喜
劇
的
精
神
ー
~
が
、
個
人
の
生
命
の
活
動
を
、
精
神
的
の

み
な
ら
ず
、
生
理
的
な
次
元
に
お
い
て
さ
え
も
維
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
一
種
の
受

、
、
、
、

(13)

動
的
停
滞
か
ら
、
笑
い
と
い
う
動
的
効
果
へ
の
移
動
は
、
シ
ャ
ン
デ
ィ
イ
ズ
ム
の
精
神
の
発
揮
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼

自
身
が
精
神
的
・
肉
体
的
に
生
き
生
き
と
す
る
よ
う
な
方
法
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
静
止
か
ら

笑
い
の
活
動
へ
の
移
行
は
、
ス
タ
ー
ン
の
精
神
的
な
欲
求
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
然
な
肉
体
（
生
理
）
的
な
欲
求
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
よ
う
に
欲
す
る
精
神
を
八
シ
ャ
ン
デ
ィ
イ
ズ
ム
＞
と
彼
は
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
結
論
的
に
言
え
ば
、
静
止
と
い
い
停
帯
と
い
う

の
は
一
種
の
死
で
あ
り
、
活
動
あ
る
い
は
運
動
と
は
生
の
証
し
で
あ
り
、
そ
れ
故
シ
ャ
ン
デ
ィ
イ
ズ
ム
と
は
、
八
死
＞
か
ら
八
生
＞
へ

の
展
望
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
精
神
ー
八
死
＞
の
こ
わ
ば
り
を
八
笑
い
＞
で
ほ
ぐ
し
て
、
生
命
の
自
由
な
運
動
を
希
求
す
る
精
神
で

以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
節
で
さ
ら
に
詳
し
く
ふ
れ
る
こ
と
に
し
て
、
先
の
問
題
に
帰
る
と
、

刺
へ
と
進
む
ス
タ
ー
ン
は
、

い
う
迄
も
な
く
、

セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
浸
り
き
っ
て
い
る
ト
ウ
ビ
ー
や
ト
リ
ム
と
完
全
に
同
調
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
微
妙
に
彼
ら
か
ら
離
れ
て
い
る
。

に
こ
こ
に
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、

セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
自
体
の
諷

セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
中
に
没
入
す
る
こ
と
か
ら
自
分
を
引
き
離
し
て
、

人
醒
め
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
の
中
に
、
し
か
し
悪
意
が
あ
る
訳
で
は
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
ス
タ
ー
ン
の
場
合
ヒ
ュ
ー

マ
ー
が
基
調
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
を
描
出
し
て
い
る
作
家
の
方
は
、
作
中
人
物
に
対
し
て
不
即
不
離
の
ま
ま
や
は
り
醒
め

て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
が
ヒ
ュ
ー
モ
リ
ス
ト
の
―
つ
の
条
件
で
あ
っ
て
、

ヒ
ュ
ー
モ
リ
ス
ト
、

ス
タ
ー
ン
は
ま
さ

セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
ば
か
ば
か
し
い
も
の
に
還
元
し
て
や
ま
な
い
極
め
て
知
的

あ
り
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
人
間
の
本
源
的
欲
求
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
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な
、
時
に
は
熾
烈
と
さ
え
言
い
得
る
ほ
ど
の
激
し
い
精
神
な
の
で
あ
る
。

シ
ャ
ン
デ
ィ
イ
ズ
ム

八
シ
ャ
ン
デ
ィ
イ
ズ
ム
＞
と
は
、
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
が
自
ら
そ
の
名
前
で
も
っ
て
表
わ
し
た
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム

式
の
や
り
方
を
指
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、

ス
タ
ー
ン
独
自
の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
の
形
式
で
あ
る
。
ま
ず
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
自
身
の
定
義
を

み
て
お
き
た
い
。
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

の
物
語
が
第
四
巻
ま
で
ど
う
に
か
進
ん
で
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
こ
れ
か
ら
第
五
巻

目
に
入
る
心
算
で
あ
る
が
、
「
何
し
ろ
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
十
重
二
十
重
に
押
し
よ
せ
て
来
る
結
果
、
私
の
こ
の
物
語
の
、
は
じ
め
か
ら

私
が
非
常
に
熱
烈
な
意
欲
を
も
っ
て
早
く
そ
こ
へ
た
ど
り
着
き
た
い
と
待
望
し
て
い
る
そ
の
肝
腎
な
部
分
〔
ト
ウ
ビ
ー
の
色
恋
の
場
面

の
こ
と
〕
に
、

つ
い
に
ま
だ
達
し
え
な
い
で
い
る
」
（
第
四
巻
第
三
十
二
章
）
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

き
の
お
し
ゃ
べ
り
に
対
し
て
読
者
の
方
の
反
応
を
う
か
が
っ
て
み
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
脱
線
続

と
こ
ろ
で
こ
う
し
て
皆
さ
ん
が
、
こ
の
四
巻
の
最
後
ま
で
た
ど
り
着
か
れ
た
今
ー
_
ー
―
つ
お
た
ず
ね
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
皆
さ

つ
む
り

ん
の
お
頭
の
お
工
合
は
ど
ん
な
で
す
か
と
い
う
こ
と
、
私
の
頭
は
実
は
ひ
ど
く
痛
ん
で
い
る
の
で
す
1

皆
さ
ん
の
ご
健
康
の
ほ
う

は
、
こ
れ
は
も
う
ピ
ン
ピ
ン
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
す
1

真
の
シ
ャ
ン
デ
ィ
精
神
と
い
う
も
の
は
、
皆
さ
ん

方
が
た
と
え
何
と
お
心
の
中
で
悪
く
思
っ
て
お
ら
れ
よ
う
と
も
、
人
間
の
心
と
肺
臓
を
押
し
ひ
ら
く
も
の
、
そ
し
て
こ
の
精
神
と
質

を
同
じ
く
す
る
す
べ
て
の
情
愛
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
の
肉
体
に
宿
る
血
液
と
か
そ
の
他
の
生
命
に
関
係
あ
る
液
体
と
か
を
、

III 

そ
の
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き
る
か
も
知
れ
な
い
。

正
常
な
進
路
に
惜
し
み
な
く
送
り
こ
む
も
の
、
そ
し
て
生
命
の
車
を
長
く
快
活
に
回
転
さ
せ
つ
づ
け
る
も
の
な
の
で
す
か
ら
。
（
第
四

巻
第
三
十
二
章
）

前
章
の
終
り
で
一
言
し
た
生
理
学
的
関
心
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
文
学
史
的
に
見
る
な
ら
ば
、
中
世
に
お
け
る
ガ
レ
ー

ノ
ス
の
い
わ
ゆ
る
四
体
液
理
論
か
ら
、

ー
ト
・
オ
ブ
・
シ
ン
キ
ン
グ
・
イ
ン
・
ポ
エ
ト
リ
ー
』

1

例
え
ば
そ
の
中
の
「
詩
は
頭
脳
か
ら
出
た
、
自
然
な
あ
る
い
は
病
的
な
分

(14) 

泌
物
で
あ
る
」
と
い
っ
た
生
理
学
的
用
語
に
よ
る
作
詩
行
為
の
説
明
の
言
葉
ー
な
ど
に
そ
の
流
れ
の
お
お
よ
そ
を
た
ど
る
こ
と
の
で

き
る
も
の
で
あ
る
。

ベ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
気
質
喜
劇
に
お
け
る
そ
の
応
用
、

つ
ま
り
ヒ
ュ
ー
マ
ー
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
生
理
的
な
面
に
お
け
る
反
応
と
密
接
に
関
わ
っ
て
考
え
ら
れ
て
き

た
訳
で
、
そ
の
生
理
学
的
関
心
が
創
作
上
の
方
法
と
し
て
、
主
に
喜
劇
的
・
諷
刺
的
作
品
に
用
い
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

も
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、

た
と
え
ば
「
産
科
学
」
等
の
科
学
的
知
識
を
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

る
ー
恐
ら
く
そ
こ
に
は
衛
学
の
し
か
つ
め
ら
し
さ
に
対
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ー
感
覚
が
働
い
て
い
る
I

と
言
え
よ
う
。
ス
タ
ー
ン
の
こ

う
し
た
面
へ
の
関
心
は
、

た
と
え
ば
ラ
ブ
レ
ー
や
ス
ウ
ィ
フ
ト
流
の
ス
カ
ト
ロ
ジ
ィ
ヘ
の
彼
の
気
質
的
な
近
し
さ
に
よ
っ
て
も
説
明
で

ス
タ
ー
ン
の
生
理
学
的
関
心
の
問
題
は
、

さ
ら
に
ポ
ー
プ
の
ベ
イ
ソ
ス
論
『
ア

ス
タ
ー
ン

の
中
に
と
り
入
れ
て
い

し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
根
本
的
に
は
、
生
命
自
体
の
流
露
・
運
動
と
い
う
一
点
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
ス
タ
ー
ン
に
と
っ
て
は
、
生
命
の
運
動
の
対
極
に
あ
る
死
に
対
す
る
関
心
ー
死
意
識
1

こ
そ
が
問
題
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
生
理
学
的
関
心
は
、
彼
の
肉
体
の
危
機
意
識
の
う
ら
が
え
し
で
あ
る
。
引
用
に
み
る
「
人
間
の
心
と
肺
臓
を

107 



第三部 『トリストラム・シャンディ』論

押
し
ひ
ら
く
も
の
」
と
は
、

車
を
長
く
快
活
に
回
転
さ
せ
つ
づ
け
る
」
と
は
、

ハ
ー
バ
ー
ト
・
リ
ー
ド
は
こ
の
間
の

そ
れ
ら
の
停
滞
即
ち
死
と
い
う
危
機
意
識
に
対
置
さ
れ
た
言
葉
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
「
生
命
の

、
、
、
、

ス
タ
ー
ン
自
身
の
生
命
が
「
長
く
快
活
に
回
転
」
で
き
な
い
と
い
う
危
機
意
識
の
反

映
で
あ
る
。
思
え
ば
、
彼
自
身
の
肉
体
の
危
機
意
識
と
、
そ
れ
が
窮
ま
っ
た
死
意
識
と
は
、
彼
の
長
い
オ
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
に

ち
が
い
な
い
。
彼
の
生
来
の
蒲
柳
の
質
と
、
生
涯
何
度
も
く
り
返
さ
れ
た
喀
血
と
発
熱
に
よ
る
衰
弱
と
は
、
彼
に
つ
ね
に
死
神
の
訪
れ

を
意
識
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
う
し
た
肉
体
の
崩
壊
の
危
機
意
識
は
、
彼
が
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
を
書
き
は
じ

め
た
頃
か
ら
、
最
晩
年
（
と
い
っ
て
も
、
彼
は
四
十
六
オ
か
ら
五
十
五
オ
の
そ
の
死
ま
で
の
九
年
間
に
、
『
権
争
物
語
』
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ

ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
九
巻
、
『
ヨ
リ
ッ
ク
氏
説
教
集
』
、
『
イ
ラ
イ
ザ
に
寄
せ
る
日
記
』
、
そ
し
て
『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ィ
』

の
五
つ
の
書
き
物
を
書
き
終
え
た
1

あ
る
い
は
未
完
の
ま
ま
書
き
残
し
た
ー
ー
よ
り
で
あ
っ
て
、
彼
の
著
作
は
す
べ
て
晩
年
に
な
さ
れ

た
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
あ
る
）

に
至
る
ま
で
に
漸
次
高
め
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

事
情
を
同
情
的
に
、
「
彼
は
そ
の
晩
年
の
数
年
の
あ
い
だ
に
自
分
を
燃
や
し
尽
し
た
の
で
、
彼
の
性
格
は
、
そ
の
試
練
の
も
と
で
歪
ん
だ

(15) 

か
も
知
れ
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
ス
タ
ー
ン
が
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
を
書
い
た
こ
と
は
、
彼
の
不
幸
で
あ
っ
た
か
も

知
れ
な
い
、

と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
健
康
へ
の
願
い
は
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
至
る
処

に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
（
例
え
ば
第
五
巻
第
三
十
三
章
）
ま
た
『
イ
ラ
イ
ザ
に
寄
せ
る
日
記
』
は
殆
ど
ス
タ
ー
ン
の
「
病
床
日
記
」
の

(16) 

如
き
観
を
呈
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
故
ス
タ
ー
ン
に
あ
っ
て
は
、
不
健
康
と
死
意
識
が
大
前
提
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
識
の
た

か
ま
り
と
、
彼
の
多
弁
的
脱
線
i

そ
の
「
お
し
ゃ
べ
り
」
な
会
話
的
文
体
ー
~
と
は
対
応
し
て
い
る
。つ
ま
り
そ
の
「
お
し
ゃ
べ
り
」

は
、
時
間
と
と
も
に
や
が
て
は
確
実
に
や
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
死
神
を
、
出
来
る
だ
け
遠
く
に
押
し
や
ろ
う
と
す
る
試
み
1

時
と
死
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の
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
対
抗
す
る
文
体
的
試
み
ー
|
'
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
こ
と
の
最
も
い
い
例
は
、
第
五
巻
第
三
章
で
、
ト
リ
ス

ト
ラ
ム
の
兄
ボ
ビ
ー
の
死
に
対
し
て
、
父
親
ウ
ォ
ル
タ
ー
が
古
今
の
哲
学
者
の
説
を
ひ
き
出
し
て
、
息
子
の
死
を
納
得
し
よ
う
と
す
る

個
所
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
ス
タ
ー
ン
は
、

ロ
バ
ー
ト
・
バ
ー
ト
ン
の
『
憂
鬱
の
解
剖
』
か
ら
多
く
を
借
り
て
い
る
の
で
、

ス
タ
ー
ン
の

独
創
性
が
い
く
ら
か
減
じ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
借
用
は
す
べ
て
ス
タ
ー
ン
の
セ
ン
ス
・
オ
プ
・
ヒ

ュ
ー
マ
ー
あ
る
い
は
喜
劇
意
識
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
表
現
上
の
効
果
が
そ
の
た
め
に
減
じ
る
わ
け
で
は
な

さ
て
、
父
親
ウ
ォ
ル
タ
ー
は
、
次
々
に
死
の
解
釈
を
取
り
上
げ
て
ゆ
く
う
ち
に
、
死
ん
だ
息
子
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
滑

稽
な
次
第
と
な
る
。
し
か
し
実
は
、

そ
の
よ
う
に
し
て
「
死
」
が
「
お
し
ゃ
べ
り
」
の
向
こ
う
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
訳
で
あ
っ
て
、

ス
タ
ー
ン
が
「
お
し
ゃ
べ
り
」
に
こ
め
た
意
味
も
そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

、。
し

ー
死
が
一
体
何
だ
と
い
う
の
だ
？
ー
…
父
は
ニ
ッ
コ
リ
笑
っ
て
つ
づ
け
ま
し
た
、
も
う
私
の
兄
ボ
ビ
ー
の
こ
と
は
完
全
に

忘
れ
て
い
た
の
で
す
ー
ち
っ
と
も
恐
ろ
し
い
こ
と
な
ど
あ
り
は
し
な
い
ー
だ
っ
て
考
え
て
も
み
る
が
よ
い
、
ト
ウ
ビ
ー
1

わ
れ
わ
れ
が
存
在
す
る
と
き
1

死
は
存
在
し
な
い
し
ー
ー
_
死
が
存
在
す
る
と
き
ー
わ
れ
わ
れ
は
存
在
し
な
い
の
だ
。
…
父
の

能
弁
は
あ
ま
り
に
も
快
速
で
、
な
ん
人
も
そ
れ
に
抗
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
ー
~
…

そ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
父
は
つ
づ
け
ま
し
た
、
偉
大
な
人
物
に
あ
っ
て
は
、
死
の
近
づ
い
た
こ
と
が
何
の
変
化
も
生
じ
さ
せ

な
い
と
い
う
事
実
は
、
思
い
起
す
値
打
ち
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
ん
だ
。

1

ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ー
ヌ
ス
帝
は
便
器
に
腰
か
け
て
冗
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談
を
言
い
つ
つ
死
ん
だ
ー
ガ
ル
バ
帝
は
警
句
を
は
き
な
が
ら
ー
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ
ル
ス
帝
は
大
至
急
で
死
ん
だ
し

ー
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
帝
は
し
ら
ば
く
れ
な
が
ら
ー
ア
ウ
グ
ス
ツ
ス
帝
は
世
辞
を
言
い
な
が
ら
死
ん
で
行
っ
た
で
は
な
い
か
。

I

ー
ま
さ
か
心
に
も
な
い
お
世
辞
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
、
—
ー
＇
叔
父
ト
ウ
ビ
ー
が
申
し
ま
し
た
。

ー
妃
に
世
辞
を
言
っ
て
い
た
の
だ
—
|
＇
父
は
答
え
ま
し
た
。
（
第
五
巻
第
三
章
）

こ
の
後
の
第
四
章
で
は
、

ロ
ー
マ
の
執
政
官
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
ガ
ル
ス
の
「
腹
上
死
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
持
ち
出
し
て
、
最
後
の
落

ち
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
死
の
こ
わ
ば
り
を
笑
い
の
効
果
に
ま
で
押
し
進
め
よ
う
と
す
る
レ
ド
ゥ
ク
テ
ィ
オ
・
ア

ド
・
ア
プ
ス
ル
ド
ゥ
ム
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
こ
れ
は
シ
ャ
ン
デ
ィ
イ
ズ
ム
の
実
践
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て

そ
れ
は
単
に
ス
タ
ー
ン
の
肉
体
的
な
危
機
意
識
の
反
映
で
あ
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
さ
ら
に
時
間
と
死
の

オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
圧
迫
か
ら
の
解
放
と
い
う
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
シ
ャ
ン
デ
ィ
イ
ズ
ム
は
能
動
的
な
喜
劇

的
精
神
で
あ
り
、
笑
い
は
そ
の
実
践
的
な
武
器
で
あ
る
と
言
え
る
。

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、

ス
タ
ー
ン
の
笑
い
は
彼
の
肉
体
と
精
神
の
解
放
を
保
証
す
る
も
の

ス
タ
ー
ン
が
笑
い
と
い
う
も
の
に
与
え
た
意
味
で
あ
る
。
こ
の
辺
の
事
情
は
例
え
ば
第
四
巻
第
二
十
二

章
の
次
の
言
葉
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
。
即
ち
、

|
も
し
こ
れ
〔
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
こ
と
〕
が
何
か
に
逆
ら
う
た
め
に
書
か
れ
た
と
す
れ
ば
1

失
礼
な
が

ら
そ
の
逆
ら
う
相
手
は
ふ
さ
ぎ
の
虫
と
い
う
奴
だ
け
ー
っ
ま
り
、
笑
い
に
よ
っ
て
横
隔
膜
を
も
っ
と
頻
繁
に
も
っ
と
痙
攣
的
に
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い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
（
第
一
巻
、
献
辞
）

上
下
さ
せ
、
肋
間
の
筋
肉
や
腹
筋
に
は
げ
し
い
振
動
を
与
え
る
こ
と
で
、
国
王
陛
下
の
臣
民
た
ち
の
胆
蘊
や
ら
肝
臓
や
ら
膵
の
臓

や
ら
か
ら
、
胆
汁
を
は
じ
め
も
ろ
も
ろ
の
苦
い
汁
を
、
そ
れ
ら
に
つ
き
も
の
の
あ
ら
ゆ
る
反
抗
の
激
情
も
ろ
と
も
、
十
二
指
腸
の

ほ
う
へ
追
い
落
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
だ
け
の
こ
と
な
の
で
す
。
（
第
四
巻
第
二
十
二
章
）

(17) 

こ
こ
に
使
わ
れ
て
い
る
生
理
学
的
用
語
は
、
先
述
し
た
特
質
の
も
う
―
つ
の
例
証
と
な
る
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
第
一
巻
冒
頭
の
ピ
ッ
ト
ヘ
の
献
辞
の
中
の
次
の
言
葉
も
、

深
く
教
え
て
く
れ
る
。

ス
タ
ー
ン
が
笑
い
と
い
う
も
の
に
こ
め
て
い
た
意
味
を
さ
ら
に

何
ぶ
ん
、
書
い
て
お
り
ま
す
場
所
も
こ
の
国
の
ほ
ん
の
片
隅
、
人
里
は
な
れ
た
草
ぶ
き
の
庵
で
す
し
、
そ
こ
に
私
は
、
健
康
の

衰
え
や
ら
そ
の
ほ
か
の
人
の
世
の
禍
い
な
ど
か
ら
、
何
と
か
笑
い
の
力
で
身
を
守
ろ
う
も
の
と
、
不
断
の
努
力
を
重
ね
な
が
ら
生

き
て
い
る
身
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
め
が
か
た
＜
信
じ
て
お
り
ま
す
の
は
、
人
間
は
微
笑
を
浮
か
べ
る
た
び
に
＇
~
い
え
、
哄
笑
と

サ
ム
シ
ン
グ

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
い
ち
だ
ん
と
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
1

そ
れ
だ
け
こ
の
つ
か
の
間
の
人
生
に
は
、
何
か
が
加
え
ら
れ
る
と

サ
ム
シ
ン
グ

こ
の
八
何
か
＞
に
対
す
る
想
像
力
と
は
、
彼
の
全
体
が
|
|
＇
精
神
も
肉
体
も

1

そ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
一
種
の
生

の
原
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ス
タ
ー
ン
と
い
う
存
在
を
そ
の
よ
う
に
あ
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
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ハ
ー
バ
ー
ト
・
リ
ー
ド
の
観
察
が
参
考
に
な

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
確
認
せ
し
め
る
、
何
か
基
本
的
な
生
の
あ
り
様
で
あ
る
。
そ
れ
故
そ
れ
は
、
明
確
な
思
想
的
用
語
に
よ
っ
て
は
片
づ
け
ら
れ
よ
う
の

な
い
、
ま
た
文
学
的
な
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
っ
て
も
腑
分
け
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
ス
タ
ー
ン
独
自
の
人
生
態
度
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
八
何

か
＞
を
自
分
の
支
え
と
し
て
、
生
き
、

そ
の
八
何
か
＞
を
確
か
め
よ
う
と
し
て

る
。
少
く
と
も
そ
の
程
度
に
は
、
彼
の
生
き
る
こ
と
と
書
く
こ
と
と
は
つ
な
が
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は

言
う
ー
「
私
が
生
き
て
い
る
限
り
、

（
第
三
巻
第
四
章
）

ま
た
も
の
を
書
き
つ
づ
け
る
限
り
（
こ
の
二
つ
は
私
の
場
合
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
で
す
が
）
…
」

右
の
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
笑
い
と
い
う
も
の
を
自
己
の
生
の
基
本
的
な
あ
り
様
に
対
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
精
神
が

八
シ
ャ
ン
デ
ィ
イ
ズ
ム
＞
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
己
を
と
り
ま
く
不
幸
に
打
ち
克
つ
勇
気
を
与
え
る
喜
劇
的
精
神
で
あ
り
、
そ
の
意
味

に
お
い
て
本
質
的
な
ヒ
ュ
ー
マ
ー
の
精
神
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
ま
た
、

彼
が
他
人
の
間
で
行
動
す
る
と
き
の
基
準
、

ス
タ
ー
ン
の
精
神
の
自
由
を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の
、

と
も
す
れ
ば
憂
鬱
へ
の
傾
斜
を
た
ど
り
勝
ち
に
な
る
感
情
及
び
頭
脳
を
快
活
に
し
て
く
れ

る
も
の
、
危
機
的
瞬
間
に
お
い
て
も
平
衡
を
と
り
う
る
精
神
、
死
意
識
や
苦
悩
に
打
ち
負
か
さ
れ
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
精
神
、
笑
い
を

'

セ

ル

フ

コ

ン

シ

ャ

ス

・

ブ

レ

イ

武
器
に
し
た
道
化
的
精
神
、
不
断
に
肉
体
の
危
機
や
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
葛
藤
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
こ
と
自
体
が
自
意
識
の
あ
そ
び

な
が
ら
笑
い
の
創
造
へ
と
向
か
う
能
力
、

そ
れ
故
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
資
質
に
つ
い
て
の
、

と
な
る
よ
う
な
精
神
的
能
力
、
自
己
に
対
し
て
脅
威
的
に
働
く
外
的
現
実
に
深
く
浸
透
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
受
容
し
、
受
容
し

ネ
ガ
テ
ィ
ブ
・
ケ
イ
バ
ビ
リ
テ
イ

キ
ー
ツ
の
い
わ
ゆ
る
「
消
極
的
能
力
」

不
分
明
な
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
ら
れ
る
能
カ
ー
に
近
似
し
た
能
力
、
等
々
を
総
合
的
に
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し

た
概
念
規
定
の
中
で
も
と
く
に
キ
ー
ツ
の
「
消
極
的
能
力
」
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
は
、

『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
を
書
い
た
の
で
あ
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た
に
ち
が
い
な
い
。

当
性
が
納
得
さ
れ
る
よ
う
に
思
う
。

(18) 
ゞヽ
る
カ

ス
タ
ー
ン
の
病
気
と
、
事
物
に
対
す
る
彼
の
や
さ
し
さ
、
あ
る
い
は
シ
ャ
ン
デ
ィ
・
ホ
ー
ル
の
人
々
の
現
実
に
お
け
る
無
力
さ
、

(19) 

『
イ
ラ
イ
ザ
に
寄
せ
る
日
記
』
に
お
け
る
ス
タ
ー
ン
の
無
力
感
、
な
ど
を
考
え
て
み
れ
ば
、

1

そ
し
て
ス
タ
ー
ン
が
結
局
は
そ
の
よ

う
な
情
況
に
よ
っ
て
自
滅
す
る
ど
こ
ろ
か
、
英
文
学
史
上
に
類
を
見
な
い
よ
う
な
創
造
行
為
へ
と
ー
八
書
く
こ
と
＞
へ
と
1

進
ん

で
行
っ
た
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
現
実
受
容
か
ら
芸
術
行
為
へ
向
か
う
姿
勢
に
お
い
て
、

シ
ャ
ン
デ
ィ
イ
ズ
ム
は
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
多
様
な
概
念
を
有
す
る
、

キ
ー
ツ
の
言
葉
の
ス
タ
ー
ン
ヘ
の
妥

ス
タ
ー
ン
流
の
い
わ
ば
笑
い
の
哲
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

死
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
な
が
ら
も
、
彼
の
精
神
が
自
由
に
あ
そ
ぶ
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
、
ま
こ
と
に
不
思
議
と
し
か
言
い
よ
う
の
な

い
哲
学
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ス
タ
ー
ン
一
人
だ
け
の
処
世
術
と
い
っ
た
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
に
、
さ
ら
に
大
き
な
広
が
り
ー
笑
い
に

よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ヘ
の
志
向
ー
を
も
有
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ス
タ
ー
ン
な
り
の
笑
い
に
よ

る
ユ
ー
ト
ピ
ア
幻
想
で
あ
り
、

ち
ょ
う
ど
ラ
ブ
レ
ー
が
「
テ
レ
ー
ム
の
僧
院
」
を
描
い
た
よ
う
な
、

ス
タ
ー
ン
の
楽
し
い
夢
想
で
あ
っ

か
り
に
私
が
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
よ
う
に
、
私
の
統
治
す
る
王
国
を
え
ら
ぶ
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
私
は
海
に
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、

こ
ま
れ
た
国
も
え
ら
ば
ず
、
す
こ
し
ば
か
り
金
も
う
け
の
種
に
な
る
黒
奴
の
国
も
え
ら
び
ま
せ
ん
_
~
い
え
い
え
、
私
は
心
か
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

笑
う
国
民
た
ち
の
国
を
え
ら
び
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
気
む
ず
か
し
い
む
っ
つ
り
屋
の
心
情
と
い
う
も
の
は
、
と
か
く
血
液
や
そ
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(
3
)
 

(
2
)
 

(
1
)
 

注

Sir W
a
l
t
e
r
 Raleigh, 
T
h
e
 E
n
g
l
i
s
h
 N
o
v
e
l
 
(
L
o
n
d
o
n
 :
 Jo
h
n
 M
u
r
r
a
y
,
 1925), pp. 193-200. 

H•N•Fairchild, 

Religious 
T
r
e
n
d
 in E
n
g
l
i
s
h
 Poetry, 5vols. 
N
e
w
 Y
o
r
k
:
 C
o
l
u
m
b
i
a
 U
n
i
v
.
 Press, 1958. 

S
e
e
 Vol. I
:
'
1
7
0
0
-
1
7
4
0
;
 P
r
o
t
e
s
t
a
n
t
i
s
m
 a
n
d
 t
h
e
 
C
u
l
t
 
of S
e
n
t
i
m
e
n
t
,
'
p
p
.
 2
1
3ー

17.
Cf. Vol. I
I
:
'
1
7
4
0ー

1
7
8
0
;
 Religious 

'Introduction,'p. l
x
x
.
 

の
他
の
体
液
に
無
用
の
混
乱
を
ひ
き
起
し
て
、

ひ
と
り
ひ
と
り
の
肉
体
に
も
国
の
全
体
に
も
悪
い
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
す
し
ー

ー
そ
う
い
う
心
情
の
持
主
た
ち
を
完
全
に
統
治
し
て
理
性
に
従
わ
せ
る
の
は
善
行
の
習
慣
以
外
の
も
の
で
は
で
き
な
い
の
で
す

か
ら
1

私
が
も
う
一
っ
私
の
祈
願
に
加
え
た
い
の
は
ー
ー
l
神
が
わ
が
統
治
す
る
国
民
た
ち
に
、
陽
気
で
あ
る
と
同
時
に
賢
明
で

も
あ
る
だ
け
の
恵
み
を
与
え
給
わ
ん
よ
う
に
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
な
っ
て
は
じ
め
て
こ
の
私
は
天
下
で
最
も
幸
福
な
君
主
、

ま
た
国
民
た
ち
は
最
も
幸
福
な
国
民
た
ち
と
い
う
こ
と
に
な
れ
る
の
で
す
ー
（
第
四
巻
第
三
十
二
章
、
傍
点
筆
者
）

こ
う
し
た
単
純
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
た
夢
想
の
中
で
、
恐
ら
く
ス
タ
ー
ン
の
精
神
は
自
由
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
自
由
と
は
、

彼
が
い
わ
ば
そ
の
喀
血
で
あ
が
な
っ
た
と
こ
ろ
の
ー
自
ら
の
生
を
そ
の
代
償
と
し
て
支
払
っ
た
と
こ
ろ
の
1

ヒ
ュ
ー
モ
リ
ス
ト

の
条
件
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

J
a
m
e
s
 A
i
k
e
n
 W
o
r
k
,
 ed., 
T
h
e
 Life 
a
n
d
 O
p
i
n
i
o
n
s
 
o
f
 
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謗
,
1940), 
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(19) 

(18) 

(17) 

(16) 

(15) 

(14) 

(13) 
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
ス
タ
ー
ン
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、
「
こ
わ
ば
り
」
に
対
置
さ
れ
た
や
さ
し
い
感
情
の
流
露
を
示
す
ヒ
ュ
ー
マ

ー
意
識
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
心
理
内
の
反
応
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
八
受
身
的
＞
で
あ
り
、
主
に

A
涙
＞
の
要
素
や
八
病
弱

的
＞
、
八
感
傷
的
＞
、

A
耽
溺
的
＞
等
の
姿
勢
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
場
面
に
は
「
一

Cf•D. 

W
.
 Jefferson,̂

T^ristram S
h
a
n
d
y
 a
n
d
 the Tradition of L
e
a
r
n
e
d
 Wit," in J
o
h
n
 Traugott, ed., L
a
u
r
e
n
c
e
 Sterne: 

A
 Collection o
f
 Critical E
s終
ys
[
T
w
e
n
t
i
e
t
h
 C
e
n
t
u
r
y
 V
i
e
w
s
 Series] (
E
n
g
l
e
w
o
o
d
 Cliffs, N
.
 J. :
 Prentice-Hall, 1968), pp. 

151-52. 

H
e
r
b
e
r
t
 R
e
a
d
,
 T
h
e
 Contrary Experience :
 Autobiographies 
(
L
o
n
d
o
n
:
 F
a
b
e
r
 &
 Faber, 1936), p. 
329. 

拙
稿
「
懸
想
と
死
神
ー
『
イ
ラ
イ
ザ
に
寄
す
る
日
記
』
に
お
け
る
＾
a
m
o
ergo s
u
m
'
.
l
J
A
書
く
こ
と
＞
」
（
大
阪
大
学
文
学
部
『
待
兼

山
論
叢
』
第
七
号
、
昭
和
四
十
九
年
二
月
）
参
照
。

あ
る
い
は
ま
た
、
笑
い
と
関
連
さ
せ
た
「
シ
ア
ン
デ
ィ
イ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
に
関
し
て
は
、
「
笑
い
を
愛
す
る
人
々
に
よ
っ
て

高
め
ら
れ
た
シ
ャ
ン
デ
ィ
精
神
に
よ
っ
て
、
私
は
さ
ま
ざ
ま
な
気
落
ち
か
ら
こ
の
身
を
守
っ
て
い
る
の
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
」
と
い
う
、
デ
イ

ヴ
ィ
ッ
ド
・
ギ
ャ
リ
ッ
ク
宛
の
一
七
六
二
年
四
月
の
手
紙
も
参
考
に
な
る
。
C
f
.
Letters 
o
f
 L
a
u
r
e
n
c
e
 Sterne, p.163. 

H
e
r
b
e
r
t
 Read,0p.cit.＂
p
.
3
3
0
1
1
"
W
e
 k
n
o
w
 that K
e
a
t
s
 w
a
s
 familiar w
i
t
h
 Tristram S
h
a
n
d
y
,
 a
n
d
 it 
m
a
y
 b
e
 that his 

notion of Negative Capability 
('which S
h
a
k
e
s
p
e
a
r
e
 possessed s
o
 enormously') o
w
e
s
 s
o
m
e
t
h
i
n
g
 to Sternè
s character 

of Y
o
r
i
c
kー

in
a
n
y
 c
a
咎
,
Sterne w
a
s
 certainly a
l
s
o
'
a
 m
a
n
 

••• 

c
a
p
a
b
l
e
 of b
e
i
n
g
 in uncertainties, Mysteries, doubts, 

w
i
t
h
o
u
t
 a
n
y
 irritable reaching after fact a
n
d
 reason'." 

Cf•David 

T
h
o
m
s
o
n
,
 
W
i
l
d
 Excursions 
(
L
o
n
d
o
n
 :
 We
i
d
e
n
f
e
l
d
 &
 Nicolson, 1972), p. 
2
6
3
1
1
"
S
t
e
r
n
e
 died apparently 

種
の
受
動
的
停
滞
」
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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of consumption, a
n
d
 w
a
s
 treated only m

o
n
t
h
s
 beforehand for venereal disease, 

but the essential disability under 

w
h
i
c
h
 he lived w

a
s
 a

 mo
r
b
i
d
 grasp of his 

o
w
n
 insubstantial identity." 

<K6へ入スホ入ギー置裾心苺函憐k探
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第三部 『トリストラム・シャンディ』論

世
紀
小
説
の
「
四
つ
の
車
輪
」
（
セ
イ
ン
ツ
ベ
リ
）

リ
ス
小
説
の
可
能
性
を
、
あ
る
極
限
に
ま
で
拡
大
し
た
も
の
と
し
て
、
今
日
そ
の
評
価
は
す
で
に
固
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な

み
に
右
の
三
人
の
小
説
家
に
、

さ
ら
に
デ
フ
ォ
ー
、

考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
十
八
世
紀
作
家
た
ち
の
作
品
が
と
に
も
か
く
に
も
、
あ
る
主
人
公
（
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
れ
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
れ
）

の
運
命
の
前
進
的
発
展
と
人
生
の
成
功
と
世
界
と
の
調
和
に
よ
る
完
結
と
い
っ
た
概
念
を
、
作
品
執
筆
と
い
う
行
為
の
対
象
概
念
と
な

し
、
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
を
こ
れ
ら
の
概
念
の
実
現
化
に
向
け
て
構
成
し
て
ゆ
く
と
い
う
、
言
っ
て
み
れ
ば
小
説
と
い
う
も
の
に
つ
い
て

シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
、
小
説
史
的
に
見
れ
ば
、

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
、

ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
、

そ
し
て
ト
バ
イ
ア
ス
・
ス
モ
レ
ッ
ト
ら
と
と
も
に
、
十
八

の
一
っ
に
数
え
ら
れ
る
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
の
問
題
作
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・

一
七
四

0
年
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
『
パ
ミ
ラ
』

の
出
版
に
よ
っ
て
隆
盛
期
に
達
し
た
イ
ギ

ス
ウ
ィ
フ
ト
お
よ
び
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
を
加
え
て
ス
タ
ー
ン
を
そ
の
中
に
置
い
て

第
七
章
八
不
敬
の
疑
問
符
＞
ス
タ
ー
ン
の
創
作
原
理
考
（
一
）
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第七章 ＜不敬の疑問符＞一ースターンの創作原理考(-)

ク
に
浸
し
た
そ
の
瞬
間
、
わ
れ
な
が
ら
気
ず
か
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、

無
造
作
な
テ
キ
パ
キ
さ
も
、
減
退
す
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
1

そ
し
て
、

つ
い
今
し
が
た
、
最
後
に
私
が
私
の
ペ
ン
を
イ
ン

の
今
日
の
読
者
の
普
通
の
捉
え
方
を
裏
切
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
書
き
方
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

ー
ン
は
、
同
時
代
作
家
の
中
で
際
立
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
作
品
を
書
く
と
い
う
行
為
が
、

を
伝
え
た
あ
と
、
語
り
手
・
書
く
人
と
し
て
の
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が
言
う
。

私
と
し
て
も
こ
の
物
語
の
こ
の
あ
た
り
に
筆
を
進
め
て
ゆ
く
今
の
心
境
は
、

ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
の

作
中
人
物
お
よ
び
作
品
世
界
の
描
か
れ
方
は
、
主
人
公
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
運
命
の
「
後
退
的
進
行
」
と
人
生
の
「
失
敗
」
と
世
界
と
の

「
不
調
和
的
未
完
結
」
と
い
う
負
の
概
念
を
対
象
目
的
と
な
し
、
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
自
体
も
、
「
脱
線
」
に
つ
ぐ
「
脱
線
」
と
街
学
趣
味

に
よ
る
「
狂
想
曲
」
ふ
う
の
組
立
て
に
よ
っ
て
、
「
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
」
と
い
う
共
通
の
小
説
概
念
そ
の
も
の
が
打
破
さ
れ
消
滅
さ
せ
ら

れ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
複
雑
さ
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
作
品
世
界
の
「
動
き
方
」
と
「
動
か
し
方
」
に
お
い
て
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ

ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
に
お
け
る

程
に
、
作
者
自
身
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
且
つ
表
現
さ
れ
た
例
も
ま
た
他
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
第
三
巻
第
二
十
八
章
で
主
人

公
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
危
険
な
誕
生
と
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
「
鼻
」
の
事
件
が
、
父
親
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
に
与
え
た
絶
望
の
様
子

い
ま
だ
か
つ
て
ど
の
よ
う
な
同
情
心
に
篤
い
人
の

胸
も
お
ぼ
え
た
こ
と
の
な
い
ほ
ど
の
、
ま
こ
と
に
も
の
悲
し
い
憂
鬱
な
も
の
で
す
°
|
|
．
が
私
の
神
経
の
緊
張
は
、
こ
う
や
っ
て

語
る
に
つ
れ
て
ゆ
る
や
い
で
き
ま
す
。
ー
一
行
書
き
す
す
め
る
ご
と
に
、
私
は
脈
摺
の
速
さ
が
減
ず
る
の
を
感
じ
、
そ
れ
に
つ

れ
て
、
私
の
生
涯
を
通
じ
て
言
う
べ
き
で
な
い
書
く
べ
き
で
な
い
無
数
の
こ
と
を
私
に
せ
ま
っ
て
言
わ
せ
書
か
せ
つ
づ
け
る
私
の

ペ
ン
を
は
こ
ぶ
そ
の
私
の
手
つ
き
に
も
、
悲
し
い
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沈
着
と
、
厳
粛
と
も
み
え
る
い
か
に
も
用
心
深
い
様
子
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
一
件
で
す
。

か
よ
う
な
「
技
法
」
と
「
作
品
行
為
」
に
対
す
る
根
本
的
な
意
識
こ
そ
が
、

異
性
」

'idiosyncrasies'
の
基
底
に
存
す
る
意
識
で
あ
る
。

ス
タ
ー
ン
を
他
の
同
時
代
作
家
か
ら
区
別
し
て
い
る
「
特

い
わ
ば
ス
タ
ー
ン
は
、
小
説
そ
の
も
の
の
存
立
基
盤
を
疑
問
と
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
小
説
と
い
う
も
の
が
何
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
か
と
い
う
問
い
を
投
げ
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
小
説
の
世
界
を
築
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
イ
ア
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
は
ス
タ
ー
ン
の
作
品
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
小
説
史
に
お
け
る
最
初
の
隆
盛
期
の
終
り
に
投

(
l
)
 

ぜ
ら
れ
た
「
一
種
の
大
き
な
不
敬
の
疑
問
符
」
＾
a
sort of large a
n
d
 irreverent question m
a
r
k
'
と
述
べ
て
い
る
が
、
八
不
敬
の

疑
問
符
＞
の
中
味
の
一
端
は
、
今
い
っ
た
よ
う
な
小
説
技
法
に
つ
い
て
の
ス
タ
ー
ン
の
革
新
的
な
意
識
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ス
タ

ー
ン
が
イ
ギ
リ
ス
小
説
全
体
に
対
し
て
、
そ
の
八
書
く
こ
と
＞
に
対
す
る
革
新
的
な
意
識
に
お
い
て
疑
問
符
を
投
げ
か
け
た
、
そ
れ
に

対
す
る
反
応
を
わ
れ
わ
れ
は
た
と
え
ば
ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
の
、
「
奇
態
な
も
の
は
長
続
き
す
る
も
の
で
は
な
い
。
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ

ャ
ン
デ
ィ
』
は
じ
っ
さ
い
そ
の
通
り
だ
っ
た
。
」
（
↓
＾
N
o
t
h
i
n
g
o
d
d
 will d
o
 long. 
T
r
i
s
t
r
a
m
 S
h
a
n
d
y
 did n
o
t
 last.") 

う
な
短
評
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
こ
の
否
定
的
言
辞
は
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

と
い
う
よ

の
小
説
と
し

て
の
性
格
を
問
題
に
し
た
だ
け
で
な
く
、
イ
ア
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
の
言
う

'irreverent'
の
、
そ
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
意
味
合
い
を
同

時
に
含
め
た
上
で
ス
タ
ー
ン
を
批
判
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
を
読
ん
だ
読
者
が

そ
の
モ
ラ
リ
テ
ィ
意
識
を
逆
な
で
さ
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
、
た
し
か
に
こ
の
作
品
に
は
あ
っ
た
。
作
中
頻
出
す
る
卑
猥
な
も
の
の
暗

示
、
好
色
趣
味
、
奇
を
街
い
過
ぎ
る
よ
う
な
表
現
な
ど
を
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
う
し
た
猥
雑
な
要
素
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は
、
小
説
作
法
の
通
常
の
ル
ー
ル
通
り
、
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
の
中
に
解
消
さ
れ
ず
に
、
そ
れ
自
体
が
存
在
を
主
張
す
る
よ
う
な
仕
方
で
、

い
わ
ば
「
部
分
」
が
そ
れ
自
体
で
「
全
体
」
で
あ
る
よ
う
な
仕
方
で
描
か
れ
る
の
で
あ
り
、
読
者
に
は
従
っ
て
そ
の
猥
雑
な
部
分
の
み

が
際
立
っ
て
印
象
に
残
る
と
い
っ
た
具
合
に
な
る
の
で
あ
る
。
ポ
ー
ル
・
フ
ッ
セ
ル
の
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ガ
ス
タ
ン
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト

(
A
u
磨
s
t
a
n
H
u
m
a
n
i
s
t
s
)
1
本
書
第
五
章
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、

思
想
家
の
バ
ー
ク
等
を
含
め
て
ま
と
め
ら
れ
る
一
派
。
彼
ら
の
人
間
精
神
の
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て
は
端
的
に
言
っ
て
、
＾
will'
を
最
高

位
と
し
、
ゴ
r
e
a
s
o
n
or j
u
d
g
m
e
n
t
'
を
中
位
に
置
き
、
＾
the
senses o
r
 passions'
を
最
下
位
に
置
く
と
い
う
よ
う
な
秩
序
感
覚
が
成

り
立
っ
て
い
る
ー
の
代
表
で
あ
る
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
は
、

受
け
容
れ
が
た
い
も
の
と
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、

ズ
ム
の
離
反
的
関
係
を
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
が
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
反
応
は
さ
て
置
い
て
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
中

の
性
的
な
部
分
は
、

ス
タ
ー
ン
の
こ
う
し
た

'disorder'
を
本
領
と
す
る
よ
う
な
作
品
は
何
と
も

ヒ
ュ
ー
マ
ー
の
世
界
を
構
成
す
る
要
素
の
一
っ
と
し
て
極
め
て
重
要
で
あ
っ
て
、

的
作
品
世
界
を
理
解
す
る
た
め
の
有
効
な
糸
口
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
問
題
に
す
る
と
し
て
、

作
家
と
し
て
の
ス
タ
ー
ン
は
、
そ
の
小
説
ジ
ャ
ン
ル
に
対
す
る
意
識
の
持
ち
方
に
お
い
て
1

あ
る
い
は
表
面
的
に
は
そ
の
「
実
験
小

説
」
的
な
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

の
性
格
や
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
、
ポ
ー
プ
、
画
家
の
レ
ノ
ル
ズ
、
ギ
ボ
ン
、

ス
タ
ー
ン
と
オ
ー
ガ
ス
タ
ン
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

そ
れ
は
こ
の
混
沌
と
し
た
迷
宮

と
も
あ
れ

い
わ
ゆ
る
「
意
識
の
流
れ
」
手
法
と
の
類
似
的
あ
る
い
は
差
異
的
関
連
、

あ
る
い
は
ま
た
と
く
に
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ト
た
ち
が
注
目
す
る
八
パ
ロ
デ
ィ
＞
の
方
法
と
い
っ
た
小
説
技
法
の
点
、
等
に
お
い

て
ー
＋
九
世
紀
の
伝
統
的
作
家
た
ち
を
と
び
こ
え
て
、
今
世
紀
の
ジ
ョ
イ
ス
や
ウ
ル
フ
、
そ
し
て
ベ
ケ
ッ
ト
、
さ
ら
に
は
い
わ
ゆ
る

八
小
説
に
つ
い
て
の
小
説
＞
の
意
識
を
鮮
明
に
打
ち
出
し
て
い
る
ヌ
ヴ
ォ
ー
・
ロ
マ
ン
派
と
い
っ
た
今
日
の
世
界
の
文
学
に
通
底
す
る
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問
題
に
つ
き
当
た
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ス
タ
ー
ン
文
学
批
評
史
の
上
で
み
る
場
合
の
今
世
紀
に
お
け
る
再
評
価
の
動
き
の
根
本
動

機
は
、
以
上
の
「
作
家
意
識
」
（
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
の
文
学
伝
統
に
対
す
る
作
家
自
身
の
対
決
の
意
識
）
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
十
九
世
紀
に
お
け
る
ス
タ
ー
ン
に
対
す
る
評
価
（
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ラ
ム
や
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
や
カ
ー
ラ
イ
ル
の
よ
う
な
例

(
3
)
 

外
は
当
然
予
想
さ
れ
る
）
と
は
あ
き
ら
か
な
対
照
を
な
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
批
評
史
上
、
ス
タ
ー
ン
を
最
も
お
と
し
め
た
の
は
、

ス
タ
ー
ン
の
感
情
過
多
な
＾
m
o
r
b
i
d
'
な
と
こ
ろ
が
気
に
く
わ
な
か
っ
た
サ
ッ
カ
レ
イ
で
あ
る
が
、
今
日
彼
の
批
評
は
、
た
と
え
ば
ス
タ

ー
ン
批
評
史
の
上
で
重
要
な
論
文
「
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
と
そ
の
伝
統
」
を
書
い
た
ジ
ェ
フ
ァ
ス
ン
に
よ
っ
て
「
英
国
批

(
4
)
 

評
の
不
名
誉
な
も
の
の
一
っ
」
と
し
て
否
定
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

を
な
し
た
の
は
、

一
方
ス
タ
ー
ン
の
二
十
世
紀
に
お
け
る
再
評
価
の
動
き
の
発
端

ワ
ー
ル
ド
・
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
版
『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ィ
』

ウ
ル
フ
で
あ
る
。
彼
女
は
そ
こ
で
、

の
た
め
の
序
文
を
書
い
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・

ス
タ
ー
ン
が
外
界
の
事
物
よ
り
む
し
ろ
自
ら
の
心
奥
の
ひ
だ
ひ
だ
を
見
よ
う
と
す
る
そ
の
見
方
が
、

二
十
世
紀
の
現
代
人
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
表
面
的
な
浮
薄
さ
と
機
智
だ
け
の
印
象
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
書
き
物
の
基
盤
に
は
「
何

か
根
本
的
に
哲
学
的
な
も
の
」

(
'
s
o
m
e
t
h
i
n
g
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
l
y
 philosophic')
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
い
っ
て
、

ス
タ
ー
ン
に
深
い
理

解
の
光
を
当
て
た
の
で
あ
る
。
「
キ
ュ
ウ
植
物
園
」
や
「
壁
の
汚
点
」
を
書
い
た
ウ
ル
フ
は
、
恐
ら
く
自
分
と
同
質
の
も
の
を
ス
タ
ー
ン

の
中
に
感
じ
取
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
れ
こ
そ
が
ス
タ
ー
ン
を
現
代
に
生
か
す
何
も
の
か
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
は
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

の
小
説
史
的
、
小
説
技
法
的
、

お
よ
び
ス
タ
ー
ン
批
評
史
的
概
観
の
問
題
の
一

端
に
ふ
れ
て
み
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
錯
雑
し
た
作
品
の
全
体
像
を
つ
か
む
の
に
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
有
効
な
方
法
が
あ
る
か
。
こ
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『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
、
喜
劇
仕
立
て
の
形
式
を
物
語
の
外
的
枠
付
け
と
し
、

後
退
的
進
行
と
人
生
の
失
敗
、
世
界
と
の
不
調
和
的
未
完
結
と
い
っ
た
概
念
を
物
語
の
内
的
枠
付
け
と
し
て
、

て
ゆ
く
と
い
う
重
層
的
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
「
語
り
」
を
進
め
て
ゆ
く
仕
方
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
よ
う

と
す
る
時
、
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
主
人
公
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
と
は
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
人
間
で
あ
る
か
、
そ
の
判
断

に
あ
い
ま
い
さ
を
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
何
故
な
ら
主
人
公
自
身
に
つ
い
て
読
者
が
知
り
得
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
特
異
性
は
す
で
に
こ
こ
に
始
ま
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
知
ら
さ
れ
る
の
は
、
主
人
公
の
「
種
」
を

仕
込
む
開
巻
冒
頭
の
話
か
ら
始
ま
っ
て
、
作
品
全
九
巻
の
半
ば
近
く
（
第
四
巻
第
十
四
章
）

を
迎
え
、
第
五
巻
第
十
八
章
で
や
っ
と
五
歳
に
な
っ
た
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
に
「
上
下
窓
枠
事
件
」
が
起
こ
り
、
第
六
巻
第
十
八
章
で
シ
ャ

ン
デ
ィ
夫
婦
の
間
に
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
に
半
ズ
ボ
ン
を
穿
か
せ
よ
う
と
い
う
話
が
持
ち
上
が
り
、
次
の
第
七
巻
で
は
す
で
に
紳
士
と
な
っ

た
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が
大
陸
旅
行
を
す
る
様
子
が
語
ら
れ
る
、

の
区
別
を
つ
け
な
い
形
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
伝
記
的
関
係
に
よ
っ
て
こ
の
時
の
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
年
齢
を
計
算
す
る
と
、
第
七
巻

(5) 

執
筆
時
は
一
七
六
四
年
十
月
か
ら
十
一
月
頃
で
ス
タ
ー
ン
五
十
一
歳
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
生
年
は
一
七
一
八
年
（
第
一
巻
第
五
章
）
と

て
、
そ
の
答
え
に
い
く
ら
か
で
も
近
づ
い
て
み
よ
う
。

の
不
可
能
と
も
見
え
る
問
い
に
対
し
て
と
り
あ
え
ず
、
作
品
の
「
動
き
方
」
と
「
動
か
し
方
」
の
仕
組
み
を
解
明
す
る
こ
と
か
ら
始
め

一
方
主
人
公
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
運
命
の

そ
の
「
語
り
」
を
進
め

に
至
っ
て
や
っ
と
そ
の
難
渋
の
末
の
誕
生

と
い
っ
た
程
度
で
あ
る
。
第
七
巻
の
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
、
語
り
手
と
作
者
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語
ら
れ
て
い
る
故
に
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
11
ス
タ
ー
ン
は
単
純
計
算
で
四
十
六
歳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
物
語
の
方
は
こ
の
よ
う

な
細
か
な
詮
索
な
ど
全
く
無
意
味
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
現
実
世
界
の
進
行
な
ど
ど
こ
吹
く
風
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
脱
線
的
に
進
行
し
、

第
八
巻
か
ら
最
終
巻
ま
で
、

ト
ウ
ビ
ー
叔
父
が
ウ
ォ
ド
マ
ン
未
亡
人
を
口
説
く
話
か
ら
、
召
使
い
オ
バ
ダ
イ
ア
ー
の
所
有
す
る
牝
牛
の

「
種
つ
け
」
を
め
ぐ
っ
て
の
こ
つ
け
い
話
へ
と
続
い
て
、
そ
こ
で
奇
妙
な
未
完
結
ふ
う
の
終
わ
り
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
ト
リ
ス
ト
ラ

ム
の
性
格
形
成
期
の
こ
と
は
物
語
の
中
か
ら
す
っ
か
り
欠
落
し
て
い
る
。
父
親
ウ
ォ
ル
タ
ー
や
ト
ウ
ビ
ー
叔
父
、
伍
長
ト
リ
ム
、
牧
師

ヨ
リ
ッ
ク
、
医
師
ス
ロ
ッ
プ
、
等
の
人
物
達
が
そ
れ
ぞ
れ
明
確
な
性
格
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
比
べ
て
、
主
人
公
ト
リ
ス
ト
ラ

ム
自
身
に
つ
い
て
の
そ
れ
は
、
作
品
の
中
か
ら
1

と
い
う
こ
と
は
作
者
の
意
識
の
中
か
ら
、
落
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
作

品
の
題
名
八
紳
士
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
の
生
涯
と
意
見
＞
が
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
を
盛
り
込
ま
れ
ず
、
語
る
主
体
（
語

る
人
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
）
が
、
本
来
的
に
意
函
さ
れ
た
は
ず
の
語
る
べ
き
対
象
（
主
人
公
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
）
を
つ
い
に
対
象
化
し
な
い
ま

ま
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
考
え
た
ら
い
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
の
つ
け
方
は
、
当
時
流
行
の
冒
険
も
の
、
旅
行
記

も
の
の
、

'̂The
Life a
n
d
 A
d
v
e
n
t
u
r
e
s
 of
…

…

n
式
の
タ
イ
ト
ル
に
対
し
て
ス
タ
ー
ン
が
充
分
意
識
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
主
人
公
の
存
在
感
の
希
薄
さ
は
異
様
と
見
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
作
品
が
も
た
ら
す
混
乱
を
さ
ら
に

助
長
す
る
一
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
作
者
が
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
と
い
う
人
物
を
使
っ
て
一
人
称
小

説
の
形
式
に
仕
立
て
、
そ
の
一
人
称
の
当
の
人
物
を
「
自
伝
」
の
場
合
の
よ
う
に
行
動
の
主
体
と
し
て
語
ろ
う
と
し
な
が
ら
、
そ
の
じ

つ
行
動
（
生
涯
）
よ
り
は
語
り
（
意
見
）
を
専
行
さ
せ
て
い
る
と
い
っ
た
、
形
式
上
の
独
特
な
構
造
か
ら
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
見
方
を
変
え
れ
ば
、
主
人
公
の
人
間
像
は
曖
昧
で
は
あ
っ
て
も
、
語
り
手
と
し
て
の
意
識
の
あ
ら
わ
れ
に
は
非
常
な
も
の
が
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(ine)'
で
あ
る
人
物
た
ち
と
同
列
に
置
い
て
、
八
告
白
的
＞
語
り
手

rtconfessional
narrators'
と
規
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
デ
フ
ォ
ー
か
ら
マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
ま
で
の
主
人
公
達
と
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
と
は
何
か
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
右

の
告
白
的
語
り
手
の
語
る
方
向
は
、

の
、
語
り
手
と
し
て
の
、

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

モ
ル
の
語
る
波
瀾
万
丈
の
人
生
談
に
し
て
も
、
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
船
長
が
危
険
に
満
ち
た
航
海
や
冒
険
を
語
る
時
に

(
H
o
l
d
e
n
 Caulfield)
、

に
、
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
を
、

モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ

あ
る
と
い
う
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
容
易
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
語
り
手
自
身
の
間
断
な
く
続
く
「
呼
び
か
け
」
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
物

語
を
読
む
こ
と
を
中
断
さ
れ
る
。
語
り
手
の
意
識
だ
け
が
前
面
に
出
て
来
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

よ
り
も
、
周
囲
の
人
物
の
そ
れ
の
方
が
語
る
に
値
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
さ
ら
に
「
語
り
手
」
の
意
識
そ
の
も
の
が
語
る
に
値
す

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ス
タ
ー
ン
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
こ
の
語
り
手
の
意
識
が
読
者
を
作
品
世
界
に
さ
そ
い
込
ん
で
そ
こ
に
一
種
の

ド
ラ
マ
化
さ
れ
た
場
面
が
出
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ゆ
く
の
で
あ
る
。

と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、

い
わ
ば
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
と
い
う
人
物
に
名
を
借
り
た
ス
タ
ー
ン
の
基
本
的
な
方
法
で
あ
る

、
ス
）

屎

self,consc10us
n
a
r
r
a
t
o
r
'
(
W
.
C
・
フ
ー

つ
ま
り
、
「
主
人
公
」
の
行
動
・
行
為

ス
タ
ー
ン
は
主
人
公
を
劇
化
す
る
よ
り
前
に
、
自
ら
の
語
り
を
劇
化
し
て

そ
の
場
合
の
主
体
と
は
自
己
の
意
識
に
他
な
ら
な
い
故
に
、
ス
タ
ー
ン
の
語
り
手
を
「
自
意
識
的
語
り
手
」

(
6
)
 

と
見
な
す
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
フ
ァ
ウ
ラ
ー

(
M
o
l
l
 F
l
a
n
d
e
r
s
)

や
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
、

(
R
o
g
e
r
 F
o
w
l
e
r
)
 
の
よ
う

ホ
ー
ル
デ
ン
・
コ
ー
ル
フ
ィ
ー
ル
ド

ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ィ
・
フ
ィ
ン

(
H
u
c
k
l
e
b
e
r
r
y
F
i
n
n
)
と
い
っ
た
「
語
り
手
に
し
て
主
人
公
」
'narrator,hero

お
お
む
ね
主
人
公
の
実
人
生
的
な
首
尾
一
貫
性
を
語
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
、
読
者
も
、
語
る
人
間

ま
た
主
人
公
と
し
て
の
信
頼
を
裏
切
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
安
心
し
て
彼
ら
の
語
り
に
耳
を
傾

こ
こ
で
「
自
己
劇
化
」
と
い
う
方
法
が
、
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ハ
ッ
ク
少
年
が
ト
ム
・
ソ
ー
ヤ
ー
と
一
緒
に
盗
賊
団
を
作
っ
て
行
う
様
々
な
冒
険
を
語
る
時
に
も
、
ま
た
ホ
ー
ル
デ
ン
が
そ
の
不

安
な
青
春
放
浪
を
語
っ
て
ゆ
く
時
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
各
主
人
公
の
存
在
感
を
決
し
て
失
う
こ
と
は
な
い
。
彼
ら
は
そ
の
性
格
造
形
に

し
て
も
、
人
生
行
程
に
し
て
も
、
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
者
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
主
人
公
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が
彼
ら
と
同

様
な
造
形
を
施
さ
れ
る
に
は
、

そ
の
た
め
の
材
料
と
な
る
現
実
的
な
説
明
が
極
め
て
限
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

れ
ば
、
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
に
と
っ
て
、
主
人
公
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
人
生
は
他
の
「
語
り
手
に
し
て
主
人
公
」
の
よ
う
に
明
確
な
像

を
持
ち
え
て
い
な
い
。
主
人
公
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
人
生
は
、
過
去
の
、
完
結
し
た
、
あ
る
明
確
な
姿
を
持
っ
て
整
理
さ
れ
得
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
。
生
き
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
現
実
の
人
生
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
未
完
結
で
あ
り
進
行
中
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
ス
タ
ー
ン
の
意
図
も
人
生
を
完
結
し
た
姿
に
お
い
て
見
よ
う
と
す
る
所
に
は
な
い
。

公
の
人
生
上
の
出
来
事
）
は
、
自
己
の
生
き
る
と
い
う
こ
と
と
極
め
て
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
私
が
生
き
て
い

る
限
り
、
ま
た
も
の
を
書
き
つ
づ
け
る
限
り
（
こ
の
二
つ
は
私
の
場
合
ま
っ
た
く
同
じ
意
味
で
す
が
）
…
…
…
」
（
第
三
巻
第
四
章
）
と

ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が
言
う
よ
う
に
、
書
く
こ
と
は
ス
タ
ー
ン
自
身
が
生
き
る
こ
と
を
保
証
し
か
つ
促
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

タ
ー
ン
の
中
で
増
大
し
て
ゆ
く
「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
現
実
の
、
喀
血
を
く
り
返
し
て
は
衰
え
て
ゆ
き
つ
つ
あ
る
肉
体
と
い
う
彼
の

情
況
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
言
っ
て
い
る
、
「
私
の
八
意
見
＞
を
書
き
綴
っ
て
い
る
う
ち
に
過
労
で
こ

の
私
の
命
が
尽
き
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
さ
え
な
い
な
ら
、
私
は
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
の
私
の
生
涯
を
も
と
に
、
立
派
な
―
つ
の

生
涯
を
送
っ
て
み
せ
る
つ
も
り
で
す

l

と
い
う
こ
と
は
言
い
か
え
れ
ば
、
立
派
な
二
つ
の
生
涯
を
共
存
さ
せ
て
見
せ
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。
」
（
第
四
巻
第
十
三
章
）

もヽ

い
い
か
え

ス
タ
ー
ン
の
中
で
は
作
品
中
の
出
来
事
（
主
人ス

つ
ま
り
、
書
く
こ
と
が
生
き
る
こ
と
の
モ
デ
ル
と
な
る
の
で
あ
り
、
自
己
の
生
は
書
く
こ
と
の
向
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か
よ
う
な
、
書
く
こ
と
に
対
す
る
熾
烈
な
関
心
の
た
め
に
、
描
く
対
象
（
主
人
公
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
）

方
が
、
他
の
告
白
的
語
り
手
と
作
者
の
間
の
関
係
に
お
け
る
程
大
き
く
取
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
が
、

区
別
す
る
特
徴
で
あ
ろ
う
。

考
え
ら
れ
る
。

マ
ニ
ス
ト
、

に
対
す
る
作
者
の
距
離
の
取
り

ス
タ
ー
ン
を
他
の
作
家
か
ら

ス
タ
ー
ン
に
は
、
客
観
視
で
き
る
よ
う
な
冒
険
小
説
の
ヒ
ー
ロ
ー
を
造
形
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
の
だ
と

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
』
を
書
き
進
め
る
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
「
作
者
」
と
は
「
定
食
料
理
店

の
店
王
」
（
臣
e
m
a
s
t
e
r
 of a
n
 ordinary') 

き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
客
（
読
者
）

か
が
問
題
だ
と
語
っ
て
い
る
（
第
一
巻
第
一
章
「
序
、
別
名
料
理
献
立
表
」
）
の
は
、

の
た
め
に
ど
ん
な
旨
い
料
理
を
作
っ
て
や
れ
る

ス
タ
ー
ン
の
＾
egocentric'
な
作
家
意
識
と
は
大

ス
タ
ー
ン
の
意
識
の
向
か
う
方
向
は
、
む
し
ろ
彼
が
影
響
を
受
け
た
フ
ラ
ン
ス
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
ユ

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
よ
う
に
、
自
己
と
い
う
も
の
に
執
着
し
続
け
る
こ
と
の
方
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
『
エ
セ
ー
』

の
序
「
読
者
に
」
で
「
私
自
身
が
こ
の
書
物
の
題
材
な
の
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、
書
く
べ
き
材
料
は
自
分
自
身
で
あ
る
と
い
う
意
識
が

ス
タ
ー
ン
に
お
い
て
も
支
配
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
自
己
を
試
み
る
書
き
物
ー
essai
ー
に
極
め
て

近
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
、

ス
タ
ー
ン
が
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
か
ら
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
点
を
強
調
し
て
八
ピ
カ
レ
ス
ク

小
説
＞
の
一
変
種
と
見
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
流
の
essais
と
見
る
の
が
正
し
い
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
各

章
の
分
量
が
エ
セ
ー
形
式
の
よ
う
に
比
較
的
少
な
く
、
ま
た
そ
の
描
写
も
タ
イ
ト
ル
に
言
う
通
り
に
思
弁
的
表
現
に
傾
い
て
い
る
場
合

が
多
い
こ
と
か
ら
も
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
点
か
ら
も
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
が
収
ま
り
が
つ
き
に

く
い
、
そ
の
一
因
は
こ
の
よ
う
な
事
情
に
求
め
ら
れ
得
よ
う
。
そ
し
て
又
、
小
説
の
語
り
の
人
称
形
態
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
先
述
し

こ
う
に
展
開
す
る
筈
の
も
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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い
や
、

そ
の
気
だ
て
な
ど
さ
え
も
ー
ぃ
ゃ
い
や
、

m
a
d
e
 a
 quite different figure in the world, f
r
o
m
 that, in w
h
i
c
h
 t
h
e
 reader is 
likely to see m
e
.
 

シ
ャ
ン
デ
ィ
夫
婦
の
d
c
o
i
t
i
o
n
'
を
暗
示
し
て
始
ま
る
こ
の
冒
頭
の
こ
っ
け
い
な
場
面
に
支
配
的
な
も
の
は
、
ま
ず
わ
れ
わ
れ
の
気
を

ひ
こ
う
と
す
る
語
り
手
の
意
志
の
如
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
読
者
が
向
き
合
わ
さ
れ
る
の
は
、
主
人
公
某
が
い
て
、
何
時
ど
こ
で

ど
う
い
う
こ
と
を
行
な
お
う
と
し
て
い
る
か
、
と
い
っ
た
通
常
の
物
語
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
で
は
な
い
。
「
私
」
と
い
う
一

人
称
で
喋
っ
て
い
る
人
物
が
‘
'
I

w
i
s
h
 either m
y
 father o
r
 m
y
 mo
t
h
e
r
 

••• 

h
a
d
 m
i
n
d
e
d
…

9

と
い
う
ふ
う
に
「
私
め
の
切
な
願

い
」
を
述
べ
立
て
、
他
者
あ
る
い
は
(
^
p
r
o
t
a
g
o
n
i
s
t
'
に
対
し
て
）
＾
a
n
t
a
g
o
n
i
s
t
'
が
一
人
も
登
場
し
な
い
う
ち
に
ー
ー
＇
つ
ま
り
物
語
の

中
の
対
話
者
（
百
p
r
o
t
a
g
o
n
i
s
t
'
の
社
会
性
を
保
証
す
る
相
手
と
い
っ
た
ら
よ
い
か
）
が
誰
一
人
い
な
い
ま
ま
に
|
|
＇
「
私
」
が
仮
定
し

た
事
柄
に
つ
い
て
の
確
信
を
、
＾
I

a
m
 verily p
e
r
s
u
a
d
e
d
…
：
と
言
い
立
て
る
ば
か
り
で
あ
る
。
「
私
」
の
行
動
よ
り
は
、
「
私
」
の
存

在
が
、
あ
る
い
は
存
在
の
感
覚
が
、
行
為
を
示
す
動
詞
を
避
け
た
統
語
上
の
配
置
の
仕
方
に
よ
っ
て
読
者
の
眼
前
に
つ
き
つ
け
ら
れ
る
。

そ
し
て
読
者
は
そ
の
語
り
の
内
容
を
知
る
以
上
に
「
私
」
の
冗
舌
に
圧
倒
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
計
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ニ

つ
の
仮
定
構
文
の
中
味
は
＾
h
a
d
t
h
e
y
 d
u
l
y
 consider'd h
o
w
…
ぶ
以
下
、
二
個
の
土
t
h
a
t
'
に
続
い
て
、
補
充
・
拡
大
さ
れ
な
が
ら
(
「
|

ー
そ
れ
が
単
に
、
理
性
を
そ
な
え
た
生
き
物
一
匹
を
生
産
す
る
と
い
う
仕
事
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
こ
と
に
よ
る
と
そ
の
生
き
物
の

肉
体
の
め
で
た
い
体
質
や
体
温
も
、
あ
る
い
は
ま
た
そ
の
生
き
物
の
天
分
と
か
、

ご
本
人
た
ち
が
知
ろ
う
と
知
る
ま
い
と
に
か
か
わ
り
な
く
、
そ
の
生
き
物
の
一
家
全
体
の
将
来
の
運
命
ま
で
も
が
…
」
）
、
再
度
‘
'
H
a
d

t
h
e
y
 d
u
l
y
 w
e
i
g
h
e
d
 a
n
d
 considered all 
t
h
i
s
…
:
と
ま
と
め
ら
れ
て
、
帰
結
文
に
続
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
連
結
辞
の
く
り
返
し
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に
導
か
れ
る
部
分
は
、
単
に
冗
漫
な
重
複
性
を
示
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ン
独
特
の
散
文
の
リ
ズ
ム
が
生
み
出
さ
れ

(
8
)
 

て
来
る
―
つ
の
方
法
の
具
体
例
で
あ
る
。

の
圧
倒
・
克
服
が
試
み
ら
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

そ
れ
は
、
時
間
と
死
と
い
う
ス
タ
ー
ン
流
の
オ
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
対
抗
し
て
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
兄
ボ
ビ
ィ
の
死
の
さ
い
に
父
親
の
ウ

ォ
ル
タ
ー
が
古
今
の
哲
学
者
の
説
を
引
用
し
て
そ
の
死
の
衝
撃
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
個
所
（
第
五
巻
第
三
章
以
下
）

（
『
エ
セ
ー
』
第
一
巻
二
十
章
＾
Q
u
e
philosopher, c'est a
p
p
r
e
n
d
r
e
 ll 
m
o
u
r
i
r
:
>
)
 

(
9
)
 

の
パ
ロ
デ
ィ
を
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
別
問
題
も
あ
っ
て
、
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
冗
舌
の
意
味
は
、
現
実
に

は
無
効
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

ム
伍
長
が
言
う
、
「
奥
さ
ん
は
泣
け
ば
心
も
お
晴
れ
に
な
る

i

こ
こ
の
旦
那
は
話
の
種
に
す
る
こ
と
で
気
が
晴
れ
も
す
る
」
）
こ
と
に

お
い
て
、
ま
た
、
他
の
シ
ャ
ン
デ
ィ
館
の
連
中
が
そ
れ
ぞ
れ
「
死
」
に
つ
い
て
解
釈
を
加
え
て
ゆ
き
、
や
が
て
例
の
「
ル
・
フ
ィ
ー
ヴ

ア
の
息
子
」

章
）
作
用
し
て
）

ト
ウ
ビ
ー
叔
父
に
も
や
が
て
深
い
眠
り
が
訪
れ
る
、

れ
に
よ
る
想
像
力
の
力
に
よ
っ
て
少
し
は
和
ら
げ
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
「
言
葉
」
と
「
行
為
」
の
本
質
的
関
連
性
が
そ

冗
舌
の
も
う
―
つ
の
意
味
は
、

こ
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

へ
の
＾
sentimentalization'
と
と
も
に

っ
と
も
こ
の
場
合
ス
タ
ー
ン
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

語
り
手
の
冗
舌
に
は
、

い
ま
、
冒
頭
部
分
か
ら
離
れ
て
、
こ
れ
ら
の
最
も
ふ
さ
わ
し
い
例
を
求
め
る
と
、

ウ
ォ
ル
タ
ー
の
言
葉
が
多
少
は
有
効
で
あ
る

（
そ
れ
が
「
鎮
静
剤
の
よ
う
に
」

'like
a
 quieting d
r
a
u
g
h
t
'
(
第
五
巻
第
十

そ
れ
に
よ
っ
て
核
心
を
遠
ざ
け
る
、

と
い
っ
た
具
合
に
「
死
」
と
い
う
事
実
の
衝
撃
が
、
言
葉
と
そ

い
わ
ゆ
る
「
婉
曲
」
の
効
果
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
引

し
た
が
っ
て
作
者
な
り
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。

一
般
的
に
い
っ
て
、

で
あ
ろ
う
。
も

（
因
に
第
五
巻
第
十
章
で
ト
リ

そ
れ
は
、
語
り
に
よ
る
内
容
の
問
題
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用
文

[
1
]
に
お
け
る
核
心
と
は
、
(
I

w
i
s
h
…
；
と
願
っ
て
い
る
そ
の
中
味
、
す
な
わ
ち
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
父
ウ
ォ
ル
タ
ー
と
母
エ
リ
ザ

ベ
ス
が
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
を
「
仕
こ
む
」
行
為
（
ス
タ
ー
ン
は
、
こ
の
こ
と
を
指
す
の
に
始
め
は

'as
t
h
e
y
 w
e
r
e
 in 
d
u
t
y
'
と
そ
れ
と

な
く
匂
わ
せ
て
、

そ
の
後
で

'
w
h
e
n
t
h
e
y
 b
e
g
o
t
 m
e
'
と
持
ち
出
す
）
で
あ
り
、

そ
の
行
為
の
不
首
尾
に
対
す
る
悔
恨
で
あ
る
。
こ
の

悔
恨
は
主
人
公
の
運
命
の
後
退
的
進
行
の
始
ま
り
を
約
す
序
曲
で
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
語
り
手
の
冗
舌
は
そ
う
し
た
人
生
上
の
負
荷

を
で
き
る
だ
け
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
試
み
と
な
る
。

ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
冗
舌
に
つ
い
て
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、

そ
れ
が
こ
の
作
品
の
基
本
的
方
法
で
あ
る
「
脱
線
的
」
な
語
り
を
生
み

出
す
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
冗
舌
と
は
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
語
り
の
本
質
で
あ
る
と
さ
え
言
え
よ

う
。
脱
線
digression'
は
そ
れ
の
具
体
化
で
あ
る
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
自
分
の
書
物
の
仕
組
み
に
つ
い
て
「
脱
線
的
に
し
て
し
か
も
前

進
的
」
（
第
一
巻
第
二
十
二
章
）
と
言
い
、
「
脱
線
は
、
争
う
余
地
も
な
く
、
日
光
で
す
。

1

読
書
の
生
命
、
真
髄
は
脱
線
で
す
。
ー
|
_

た
と
え
ば
こ
の
私
の
書
物
か
ら
脱
線
を
と
り
去
っ
て
御
覧
な
さ
い
＇
~
そ
れ
く
ら
い
な
ら
い
っ
そ
、
つ
い
で
に
書
物
ご
と
ど
こ
か
に
持

ち
去
ら
れ
る
ほ
う
が
よ
ろ
し
い
あ
と
に
残
る
の
は
各
ペ
ー
ジ
各
ペ
ー
ジ
を
支
配
す
る
一
っ
づ
き
の
冷
た
い
永
遠
の
冬
で
す
」
と
弁

明
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
弁
明
自
体
も
冗
舌
さ
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
関
係
で
あ
る
。

こ
の
脱
線
に
つ
い
て
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
さ
ら
に
、
「
私
は
、
こ
の
書
物
か
ら
、
本
来
の
お
話
と
気
ま
ぐ
れ
な
部
分
と
が
適
当
に
交
差
し

合
う
よ
う
な
組
み
立
て
に
し
、
脱
線
的
な
動
き
と
前
進
的
な
動
き
と
を
一
所
懸
命
か
ら
み
合
わ
せ
、
な
い
ま
ぜ
に
し
て
、
二
つ
の
輪
が

お
互
い
に
別
々
に
は
動
か
ぬ
よ
う
に
気
を
く
ば
り
つ
つ
、
大
抵
の
場
合
、
全
体
の
か
ら
く
り
が
進
み
を
と
め
な
い
よ
う
に
と
努
め
て
来

た
わ
け
で
す
」
と
言
っ
て
、
こ
の
脱
線
的
方
法
が
小
説
の
構
造
を
決
定
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
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て
お
く
た
め
の
手
段
と
い
え
る
。

に
自
分
の
書
く
小
説
に
つ
い
て
種
あ
か
し
を
し
な
が
ら
書
い
て
ゆ
く
姿
勢
は
大
胆
と
言
え
ば
大
胆
だ
が
、
し
か
し
ス
タ
ー
ン
は
細
心
の

注
意
を
払
っ
て
読
者
（
そ
の
場
合
と
く
に
「
批
評
家
諸
氏
」
丘
critics'
と
呼
び
か
け
ら
れ
る
）
に
対
す
る
牽
制
を
忘
れ
て
は
い
な
い
。
そ

れ
は
む
し
ろ
攻
撃
的
と
さ
え
い
っ
て
よ
い
程
で
あ
る
。
第
三
巻
第
十
二
章
に
於
て
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
言
う
、
「
世
間
に
は
た
と
え
ば
絵
画

の
道
で
あ
ろ
う
と
ど
の
道
で
あ
ろ
う
と
、

み
な
通
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
あ
れ
は
ど
れ
も
感
心
し
た
も
の
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
°
…
…
|

ー
連
中
の
頭
に
は
い
ろ
い
ろ
の
定
規
や
ら
コ
ン
パ
ス
や
ら
が
一
杯
つ
ま
っ
て
い
て
、
時
と
所
を
問
わ
ず
こ
れ
を
持
ち
出
し
て
来
て
は
も

の
の
批
評
に
あ
て
は
め
よ
う
と
い
う
の
が
連
中
の
永
遠
の
傾
向
な
の
で
す
か
ら
、
天
オ
の
作
品
な
ど
は
、

の
で
つ
っ
つ
か
れ
た
り
な
ぶ
ら
れ
た
り
の
憂
き
目
を
見
る
よ
り
は
、

ほ
う
が
ま
だ
ま
し
な
く
ら
い
の
も
の
で
す
。
」
ス
タ
ー
ン
の
脱
線
は
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
を
書
き
つ
づ
け
る
た
め
の
必
須

の
方
法
で
あ
る
が
、

い
っ
そ
は
じ
め
か
ら
悪
魔
の
住
み
家
に
で
も
突
っ
走
っ
て
行
っ
た

そ
れ
は
つ
ね
に
こ
う
し
た
読
者
意
識
を
離
れ
て
は
成
立
し
得
な
い
。
む
し
ろ
読
者
を
つ
ね
に
目
の
前
に
ひ
き
つ
け

ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
冗
舌
は
、
以
上
の
よ
う
に
脱
線
的
方
法
か
ら
読
者
意
識
ま
で
含
め
て
大
い
に
そ
の
力
を
ふ
る
う
の
で
あ
る
が
、

う
ま
で
も
な
く
こ
れ
を
支
え
る
ス
タ
ー
ン
の
精
神
は
喜
劇
的
で
あ
る
。
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
全
体
を
こ
の
喜
劇
的
精
神
が

支
配
し
、
作
品
を
外
的
に
枠
付
け
す
る
。

ス
タ
ー
ン
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

し)

そ
れ
は
喜
劇
的
意
図
の
選
択
、
喜
劇
へ
の
ひ
と
つ
の
意
志

で
あ
る
。
す
べ
て
の
叙
述
が
そ
れ
の
下
に
あ
り
、
す
べ
て
の
事
象
が
そ
の
相
の
も
と
に
見
ら
れ
る
。

主
人
公
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
方
の
生
涯
に
関
わ
る
内
容
は
、
こ
う
し
た
喜
劇
的
精
神
の
下
で
、
あ
る
切
実
な
仕
方
を
よ
そ
お
っ
て
様
々

に
の
べ
ら
れ
る
。
そ
の
基
本
的
な
問
題
は
す
で
に
冒
頭
の
数
節
で
暗
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
上
記
引
用
の
中
だ
け
で
見
て
み
て

マ
ゴ
マ
ゴ
し
て
こ
う
い
う
も
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も
、
主
人
公
の
置
か
れ
た
基
本
的
シ
チ
ュ
エ
イ
シ
ョ
ン
は
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
ま
ず
そ
の
基
本
的
な
「
時
」
は

'
w
h
e
n
t
h
e
y
 b
e
g
o
t
 m
e
'
 

の
時
で
あ
り
、
「
場
所
」
は
＾
a
s
t
h
e
y
 w
e
r
e
 in d
u
t
y
 b
o
t
h
 b
o
u
n
d
 t
o
 it'

と
い
う
「
時
」
を
示
す
表
現
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
る
場

い
う
ま
で
も
な
く
シ
ャ
ン
デ
ィ
夫
婦
の
寝
室
で
あ
る
。
物
語
の
始
ま
る
場
所
と
し
て
こ
れ
ほ
ど
奇
抜
な
も
の
は
あ
る
ま
い
。
小
説

構
成
の
素
材
の
上
で
ス
タ
ー
ン
が
多
く
を
借
り
た
ラ
ブ
レ
ー
で
さ
え
も
っ
と
大
人
し
い
始
ま
り
方
を
し
て
い
る
の
と
比
べ
て
み
る
と
よ

い
。
わ
れ
わ
れ
は
所
も
あ
ろ
う
に
夫
婦
の
寝
室
に
招
待
さ
れ
、

'
w
h
a
t
t
h
e
y
 w
e
r
e
 t
h
e
n
 d
o
i
n
g
'
と
い
う
行
為
の
立
会
人
に
さ
れ
て
し

ま
う
の
だ
。
こ
の
描
写
の
背
後
に
、
読
者
の
八
笑
い
＞
を
期
待
し
て
い
る
作
者
の
好
奇
に
満
ち
た
ま
な
ざ
し
が
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

作
者
が
こ
こ
で
基
本
的
に
提
起
し
て
い
る
問
題
は
こ
の
「
生
殖
」
と
い
う
行
為
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
他
人
の
眼
に
さ
ら
し
て
こ

つ
け
い
化
す
る
こ
と
を
意
図
さ
れ
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
快
楽
主
義
に
ふ
け
る
人
間
を
提
示
し
よ
う
と
意
図
さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
。

そ
れ
は
、
こ
の
行
為
が
人
間
の
生
涯
を
左
右
す
る
畏
怖
す
べ
き
事
実
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
生
殖
」
行
為

が
主
人
公
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
は
、
引
用
文
中
の
語
彙
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
よ
っ
て
も
分
か
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、

「
理
性
を
そ
な
え
た
生
き
物
一
匹
を
生
産
す
る
と
い
う
仕
事
」

(̂
the
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 o
f
 a
 ra
t
i
o
n
a
l
 B
e
i
n
g
'
)
 

べ
ら
れ
、
「
そ
の
生
き
物
の
肉
体
の
め
で
た
い
体
質
や
体
温
お
よ
び
、
天
分
、
気
立
て
」

(#the
h
a
p
p
y
 f
o
r
m
a
t
i
o
n
 a
n
d
 t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
 

o
f
 his b
o
d
y
,
 p
e
r
h
a
p
s
 his
 g
e
n
i
u
s
 a
n
d
 t
h
e
 v
e
r
y
 c
a
s
t
 o
f
 his m
i
n
d
'
)
 

f
o
r
t
u
n
e
s
 o
f
 his w
h
o
l
e
 h
o
u
s
e
'
)
 -lM
で
ふ
x

が
、
そ
の
時
も
っ
と
も
支
配
的
な
「
体
液
な
り
気
分
な
り
」

(
'
h
u
m
o
u
r
s
a
n
d
 dispositions') 

に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
行
為
が
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
示
す
「
私
」

見
ら
れ
て
い
る
の
は
わ
れ
わ
れ
の
方
な
の
で
あ
る
。

所、

と
し
て
一
般
論
的
に
述

や
、
「
そ
の
生
き
物
の
一
家
全
体
の
将
来
の
運
命
」

(̂
the
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の
姿
と
は
「
ま
る
で
違
っ
た
姿
」

('a
quite different 
figure')
が
絶
望
的
に
想
像
さ
れ
る
。
現
実
の
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
従
っ
て
、

â 
rational Being'
の
対
極
的
な
存
在
の
可
能
性
を
暗
示
さ
れ
、
ま
た
彼
の
肉
体
的
条
件
と
し
て
は
、

h

君
,ppy
f
o
r
m
a
t
i
o
n
…
；
と
は
反

対
の
情
況
が
予
想
さ
れ
、

さ
ら
に
彼
に
と
っ
て
家
系
の
＾
the
forti

｀nes
…

i

は
、
そ
れ
と
反
対
の

'misfortun磋
の
形
で
展
開
し
て
ゆ

く
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
運
命
に
は
、
そ
の
懐
胎
の
時
か
ら
三
つ
の
人
生
の
条
件
が
決
定
的
に

（
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
に
と
っ
て
は
不
幸
な
こ
と
に
）
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

フ
ー
ル

（
つ
ま
り
狂
気
も
し
く
は
道
化
に
傾
く
可
能
性
の
あ
る
精
神
）
、
二
つ
目
は
肉
体
的
に
は
他
人
よ
り
劣
っ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
（
ト
リ
ス

ト
ラ
ム
誕
生
の
時
に
押
し
ひ
し
が
れ
て
し
ま
っ
た
「
鼻
」
の
運
命
と
、
幼
年
期
の
「
上
下
窓
枠
事
件
」
で
あ
や
う
<
-
大
事
に
な
る
と

こ
ろ
だ
っ
た
そ
の
幼
い
男
性
の
象
徴
の
こ
と
が
や
が
て
語
ら
れ
る
）
、
そ
し
て
三
つ
目
に
は
、
そ
れ
が
シ
ャ
ン
デ
ィ
家
全
体
を
見
舞
う
不

要
約
す
る
と
、
八
精
神
＞
と
八
肉
体
＞
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
健
全
な
発
達
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
、
継
続
さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
八
家
系
＞

の
三
つ
と
も
が
、

ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
懐
胎
の
始
め
か
ら
暗
い
影
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
訳
で
あ
る
。

は
、
第
七
巻
第
三
章
で
、

シ
ャ
ン
デ
ィ
の
家
系
関
係
に
つ
い
て

シ
ャ
ン
デ
ィ
家
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
と
し
て
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
大
伯
母
に
あ
た
る
ダ
イ
ナ
ー

(
A
u
n
t
Dinah) 

の
名
が
出
て
、
そ
の
性
的
不
品
行
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
し
た
不
品
行
者
が
出
な
く
な
っ
て
か
ら
は
（
こ
の
説
明
は
次

の
引
用
の
「
時
」
を
示
す
語
句
と
の
時
間
的
関
連
性
を
非
現
実
的
な
も
の
に
思
わ
せ
る
も
の
と
な
る
の
だ
が
、
こ
の
点
は
ス
タ
ー
ン
が

喜
劇
的
非
論
理
を
も
て
遊
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
）
、
「
こ
こ
前
後
四
世
代
を
通
じ
て
か
ぞ
え
て
見
て
も
、
わ
ず

か
大
主
教
が
一
人
に
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
判
事
が
一
人
、
そ
れ
に
あ
ち
こ
ち
の
市
参
事
会
員
が
三
人
か
四
人
に
、

幸
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
、

と
い
う
点
で
あ
る
。

い
か
さ
ま
師
が
た
っ
た
一

―
つ
は
「
理
性
」
が
正
常
に
作
用
し
な
い
頭
脳
の
条
件
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で
あ
る
。

ル
コ
相
手
の
貿
易
商
を
し
て
い
た
が

人
、
そ
れ
く
ら
い
し
か
め
ぼ
し
い
人
物
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
ー
六
世
紀
ご
ろ
に
は
わ
れ
わ
れ
の
一
門
は
、
錬

金
術
師
だ
け
で
も
実
に
十
二
人
と
い
う
隆
盛
さ
だ
っ
た
ん
で
す
が
ね
え
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
（
「
大
主
教
が
一
人
」
'
o
n
e
a
r
c
h
b
i
s
h
o
p
'
 

と
は
ス
タ
ー
ン
の
曾
祖
父
、

ヨ
ー
ク
・
ミ
ン
ス
タ
ー
の
大
主
教
を
つ
と
め
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ス
タ
ー
ン
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
い
か
さ
ま

師
」
ゴ
m
o
u
n
t
e
b
a
n
k
'
と
は
ス
タ
ー
ン
自
身
の
自
己
餡
晦
ぶ
り
を
示
し
て
い
る
。
）
こ
う
し
た
家
系
の
末
裔
と
し
て
父
ウ
ォ
ル
タ
ー
は
ト

（
第
一
巻
第
四
章
）
、
今
は
父
祖
伝
来
の
シ
ャ
ン
デ
ィ
屋
敷
に
引
退
し
、
「
地
主
」

'squire'.lJ
し

て
、
ま
た
「
十
分
の
一
税
を
集
め
る
教
会
財
産
の
管
理
責
任
者
」

(
^
i
m
p
r
o
p
r
i
a
t
o
r
o
f
 t
h
e
 g
r
e
a
t
 tythes') 
(
第
九
巻
第
三
十
三
章
）

と
し
て
過
ご
し
て
い
る
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
兄
の
ボ
ビ
ー
が
死
ん
で
い
る
の
で
当
主
の
跡
取
り
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
し
か

し
作
品
の
語
り
手
で
あ
る
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
を
考
え
て
み
れ
ば
、

ナ
レ
ー
タ
ー
・
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
小
説
家
と
し
て
一
族

の
過
去
へ
脱
線
的
に
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
の
伝
記
ー
変
形
さ
れ
た
年
代
記
—
|
＇
を
書
き
綴
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
書
き
手
ト
リ
ス
ト
ラ

ム
は
い
わ
ば
一
族
の
最
後
の
者
と
し
て
シ
ャ
ン
デ
ィ
家
の
年
代
記
を
書
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
前
に
述
べ
た
主
人
公
ト
リ

ス
ト
ラ
ム
自
身
の
存
在
感
の
希
薄
さ
が
生
じ
る
原
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
書
き
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
念
頭
は
年
代
記
作
者
と
い

う
意
識
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
、
主
人
公
の
経
験
を
書
く
余
裕
が
無
く
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
も
、
作
者
ス
タ
ー
ン
の
、
身
を
の

り
だ
し
て
読
者
を
作
品
世
界
の
現
場
へ
引
っ
張
り
込
も
う
と
す
る
執
拗
な
対
話
へ
の
意
識
の
前
で
は
い
つ
の
間
に
か
消
え
紛
れ
て
、
脱

線
の
合
い
間
に
ま
た
復
活
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
部
分
が
、
「
気
ま
ぐ
れ
的
な
部
分
」

('the
a
d
v
e
n
t
i
t
i
o
u
s
 
parts') 
と
区
別

さ
れ
る
年
代
記
的
時
間
配
列
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
る
「
本
来
の
お
話
」

(̂
the
m
a
i
n
 w
o
r
k
'
)
 
(
第
一
巻
第
二
十
二
章
）
を
形
成
す
る
の
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語
り
手
11
作
者
の
対
話
意
識
は
、
作
中
様
々
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
一
番
初
め
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
相
手
は
「
善

良
な
お
方
々
」
(
《
g
o
o
d
folks') 

t
h
e
m
 off it. 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
引
用

[
1
]
が
あ
き
ら
か
に
す
る
問
題
が
、
喜
劇
的
枠
付
け
を
意
図
さ
れ
て
は
い
る
が
、
人
間
に
と
っ
て
の
根

源
的
な
事
実
に
ふ
れ
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
こ
れ
に
続
く
次
の
引
用

[
2
]
は
冒
頭
第
一
章
の
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
後
半
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
人
間
の
精
神
と
肉
体
の
活
動
の
根
本
に
関
わ
っ
て
新
し
い
ト
ピ
ッ
ク
が
述
べ
ら
れ
る
。

[
2
]
ー

Believe
m
e
,
 g
o
o
d
 folks, this is 
n
o
t
 s
o
 inconsiderable a
 thing a
s
 m
a
n
y
 of y
o
u
 m
a
y
 think it 
;

ー

y
o
u
 h
a
v
e
 all, I
 

d
a
r
e
 say, h
e
a
r
d
 of t
h
e
 a
n
i
m
a
l
 spirits, as h
o
w
 t
h
e
y
 a
r
e
 transfused f
r
o
m
 father to son, &
 c. 

伶

C
.
ー
＇

a
n
d
a
 gr
e
a
t
 deal to that p
u
r
p
o
s
e
 :
 
-
W
e
l
l
,
 y
o
u
 m
a
y
 t
a
k
e
 m
y
 wo
r
d
,
 that nine parts in ten of a
 

m
a
n
'
s
 s
e
n
s
e
 or his nonsense, his successes a
n
d
 miscarriages in this w
o
r
l
d
 d
e
p
e
n
d
 u
p
o
n
 their m
o
t
i
o
n
s
 a
n
d
 

activity, 
a
n
d
 the different t
r
a
c
k
s
 a
n
d
 trains y
o
u
 p
u
t
 t
h
e
m
 into ;
 so
 that w
h
e
n
 t
h
e
y
 are o
n
c
e
 set a,going, 

w
h
e
t
h
e
r
 right or wrong,'tis n
o
t
 a
 ha
l
f
p
e
n
n
y
 m
a
t
t
e
r
,
1
a
w
a
y
 t
h
e
y
 g
o
 cluttering like h
e
y
,
g
o
,
m
a
d
;
 a
n
d
 b
y
 

treading the s
a
m
e
 steps o
v
e
r
 a
n
d
 o
v
e
r
 again, t
h
e
y
 presently m
a
k
e
 a
 ro
a
d
 of it, 
as plain a
n
d
 a
s
 s
m
o
o
t
h
 as 

a
 ga
r
d
e
n
,
w
a
l
k
,
 w
h
i
c
h
,
 w
h
e
n
 t
h
e
y
 are o
n
c
e
 u
s
e
d
 to, 
the Devil himself s
o
m
e
t
i
m
e
s
 shall n
o
t
 b
e
 able to drive 

で
あ
る
。
＾
L
o
r
d
'
,
'
S
i
r
'
,
'
M
a
d
a
m
'
,

D^
e
a
r
Reader',
あ
る
い
は
親
密
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
こ
め
て
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コ
モ
ン
・
ピ
ー
ブ
ル

^
Y
o
u
'
~
使
う
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
こ
こ
で
は
よ
り
一
般
的
に
「
人
々
」
の
注
意
を
喚
起
し
、
先
の
部
分
で
取
り
あ
げ
た
「
生
殖
」

行
為
に
つ
い
て
の
言
及
の
不
謹
慎
を
よ
り
普
遍
的
に
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
呼
び
か
け
に
は
、
ぜ
g
o
o
d
folks'
よ
り
も

低
く
出
て
、
彼
ら
（
仮
想
の
読
者
）
に
こ
び
を
売
る
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
る
が
、

(10) 

い
用
法
の
）
や

'you
m
a
y
 t
a
k
e
 m
y
 wo
r
d
'
と
い
っ
た
表
現
に
お
け
る
助
動
詞
の
叙
法
が
示
す
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、

強
い
確
信
を
示
し
て
い
る
と
も
取
れ
る
。

こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
中
心
概
念
は
「
動
物
精
気
」

(ganimal
spirits')
と
い
う
、
中
世
以
来
、

じ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
生
理
学
用
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
す
る
言
葉
は
す
で
に
前
節
に
「
体
液
」

(̂
humours')

し
て
出
て
お
り
、
他
に
も

'formation
a
n
d
 temperature',̂
body',̂
mind',
d^ispositions'
あ
る
い
は
動
詞
の
＾
transfused'
等

も
含
め
て
、
精
神
・
肉
体
•
生
理
・
気
質
に
関
す
る
言
葉
が
多
用
さ
れ
、
精
神
的
な
も
の
と
と
も
に
人
間
の
肉
体
的
な
面
に
対
す
る
ス

タ
ー
ン
の
関
心
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
作
品
全
体
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
作
品
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る

（
第
四
巻
第
二
十
二
章
）
、

を
説
明
す
る
時
（
第
四
巻
第
三
十
二
章
）

ス
タ
ー
ン
に
あ
っ
て
は
肉
体
の
各
部
位
に
お
い
て
「
何
か
根
本
的
に
哲
学
的
な
も
の
」

(
V
・
ウ
ル
フ
）
が
捉
え
ら
れ
る
。
彼
の
思
考
が

肉
体
を
離
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
別
の
い
い
方
を
す
れ
ば
、
彼
の
思
考
は
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
も
の

な
も
の
と
は
、
肉
体
に
関
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
物
質
的
、
形
而
下
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
好
色
に
関
わ
る
も
の
で
も
あ
る
と
解
し
た

い
）
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
り
、

八
笑
い
＞
に
つ
い
て
述
べ

に
も
、
そ
れ
ら
は
肉
体
（
内
臓
器
官
）

一
方
で
は
た
と
え
ば
、
.
I

奇
re
say'(
古

む
し
ろ
語
り
手
の

ス
タ
ー
ン
の
語
り
の
小
心
に
し
て
大
胆
と
い
っ
た
二
面
性
が
こ
う
し
た
点
に
感
じ
ら
れ
る
。

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
か
ら
十
八
世
紀
を
通と

ス
タ
ー
ン
特
有
の
喜
劇
的
精
神
を
表
わ
す
八
シ
ャ
ン
デ
ィ
精
神
V
^
S
h
a
n
d
e
i
s
m
'

の
各
部
位
を
示
す
言
葉
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
。

（
こ
の
場
合
フ
ィ
ジ
カ
ル

そ
の
こ
と
に
お
い
て
表
層
的
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
霊
魂
」
の
宿
る
場
所
は
ど
こ
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で
あ
る
か
と
い
う
よ
う
な
、

と
ど
ま
る
、

メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
も
の
に
つ
い
て
の
議
論
に
お
い
て
も
、

そ
の
よ
う
に
ス
タ
ー
ン
は
描
写
の
方
向
づ
け
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
こ
の
作
家
の
喜
劇
へ
の
意
志
が
あ
る
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
第
二
巻
第
十
九
章
に
街
学
趣
味
を
最
大
限
に
発
揮
し
て
言
う
。

今
―
つ
、
あ
の
、
あ
る
種
の
非
常
に
う
す
い
、
霊
妙
な
、

師
で
あ
っ
た
大
愚
物
ボ
ル
リ
が
、
小
脳
の
後
頭
に
む
い
た
部
分
の
小
細
胞
中
に
発
見
し
て
、
こ
れ
こ
そ
理
性
を
つ
か
さ
ど
る
ほ
う

の
霊
魂
（
と
い
う
の
は
近
ご
ろ
の
文
化
の
進
ん
だ
世
の
中
に
な
る
と
、
す
べ
て
の
生
き
た
人
間
に
は
二
つ
の
霊
魂
が
あ
る
、

1

そ
の
―
つ
は
か
の
偉
大
な
メ
テ
グ
リ
ン
ギ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
ア
ニ
ム
ス
と
よ
ば
れ
、
他
は
ア
ニ
マ
と
よ
ば
れ
る
、

き
た
い
の
で
す
）
が
主
と
し
て
宿
る
と
こ
ろ
だ
と
、

い
か
な
る
こ
と
あ
り
と
も
絶
対
に
こ
れ
に
荷
担
し
得
な
い
と
い
う
の
で
し
た
。
ア
ニ
マ
と

い
う
よ
う
な
、
あ
る
い
は
ア
ニ
ム
ス
の
場
合
で
も
、

場
所
も
あ
ろ
う
に
水
た
ま
り
の
中
に
宿
を
占
め
て
、

の
で
し
た
。

ボ
ル
リ
の
説
に
関
し
て
は
私
の
父
は
、

そ
の
議
論
自
体
の
効
果
は
表
層
的
な
も
の
に

ま
た
非
常
な
芳
香
を
も
つ
液
体
、

そ
れ
は
例
の
ミ
ラ
ノ
の
偉
大
な
医

と
ご
承
知
い
た
だ

バ
ル
ト
リ
ヌ
ス
あ
て
の
書
翰
の
中
で
主
張
し
て
い
る
も
の
で
す
が
ー
|
_
こ
の

そ
う
い
う
高
貴
な
、
気
品
の
あ
る
、
非
物
質
的
な
、
高
め
ら
れ
た
存
在
が
、

お
た
ま
じ
ゃ
く
し
じ
ゃ
あ
る
ま
い
し
、
夏
も
冬
も
日
が
な
一
日
、

バ
チ
ャ
パ

チ
ャ
や
っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
考
え
方
自
体
が
、

1

た
と
え
そ
れ
が
う
す
い
に
せ
よ
濃
い
に
せ
よ
、
ど
ん
な
液
体
で
あ
っ
た
と

こ
ろ
で
、
父
に
と
っ
て
は
想
像
を
絶
す
る
シ
ョ
ッ
ク
な
の
で
、

そ
ん
な
学
説
に
は
耳
を
傾
け
る
気
に
さ
え
な
れ
な
い
と
父
は
い
う
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人
間
の
魂
と
い
う
崇
高
な
も
の
が
、
水
た
ま
り
の
中
の
「
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
」

'tadpole'
に
た
と
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ

に
可
笑
し
味
が
生
み
出
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
「
動
物
精
気
」
は
、
同
じ
第
二
巻
第
十
九
章
の
上
記
引
用
の
少
し
前
で
言
及
さ
れ
る
デ
カ
ル
ト
の
名
前
と
も
無
縁
で
は
な

い
。
そ
の
『
方
法
叙
説
』
第
五
部
に
あ
る
説
明
に
よ
る
と
、
こ
の
動
物
精
気
は
、
「
き
わ
め
て
微
細
な
風
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
き
わ
め
て

純
粋
で
活
気
の
あ
る
焔
み
た
い
な
も
の
で
、
不
断
に
豊
饒
に
心
臓
か
ら
脳
髄
に
の
ぼ
り
、

ら
ゆ
る
肢
体
に
運
動
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
小
場
瀬
卓
三
訳
）
そ
し
て
こ
の
精
気
は
、

格
に
様
々
な
影
響
を
及
ぼ
す
力
を
も
っ
て
い
る
の
と
同
様
の
性
質
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
の
記
述
に
お

い
て
も
、
「
体
液
」
と
「
動
物
精
気
」
の
ト
ピ
ッ
ク
は
―
つ
な
が
り
の
形
を
取
っ
て
い
る
。

の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

ス
ウ
ィ
フ
ト
な
ど
が
諷
刺
の
方
法
と
し
て
活
用
し
た
「
格
下
げ
」

'
d
e
g
r
a
d
a
t
i
o
n
'
の
仕
組
み
が
、
笑

こ
と
は
見
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
彼
が
デ
カ
ル
ト
の
当
該
の
書
物
の
こ
の
個
所
を
読
ん
で
そ
こ
か
ら
借
用
し
た
と
い
う
証
拠
は
現
在

(11) 

ス
タ
ー
ン
の
蔵
書
目
録
の
中
に
も
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
書
物
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
大
事
な

点
は
、
デ
カ
ル
ト
云
々
よ
り
む
し
ろ
、

そ
こ
か
ら
神
経
を
通
っ
て
筋
肉
に
行
き
、
あ

ヒ
ュ
ー
マ
ー
ズ

四
つ
の
「
体
液
」
の
流
れ
が
人
間
の
性

ス
タ
ー
ン
も
ま
た
同
様
の
扱
い
を
し
て
い
る

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ
ブ
レ
ー
が
同
じ
「
動
物
精
気
」
の
こ
と
を
『
ガ
ル
ガ
ン
チ
ュ
ワ
と
パ
ン
タ
グ

リ
ュ
エ
ル
』
第
一
之
書
第
二
十
一
章
「
詭
弁
学
者
の
先
生
た
ち
の
監
督
下
に
お
け
る
ガ
ル
ガ
ン
チ
ュ
ワ
の
勉
強
振
り
」
に
お
い
て
持
ち

出
し
て
い
る
こ
と
が
ス
タ
ー
ン
に
も
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
八
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ブ
レ

l
>
と
言
わ

れ
る
ス
タ
ー
ン
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
方
の
可
能
性
が
強
い
か
も
知
れ
な
い
。
ラ
ブ
レ
ー
の
影
は
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ

ィ
』
の
開
巻
冒
頭
か
ら
既
に
作
品
を
覆
い
始
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

い
を
生
み
出
す
意
図
と
と
も
に
こ
こ
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
。

ス
タ
ー
ン
が
こ
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
・
ユ
マ
ニ
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ス
ム
の
巨
人
か
ら
受
け
た
影
響
を
要
約
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
そ
の
一
端
は
、
こ
の
動
物
精
気
に
言
及
の
あ
る
個
所
の
前
後
を
見
た

だ
け
で
も
容
易
に
察
せ
ら
れ
よ
う
。

さ
て
、

ガ
ル
ガ
ン
チ
ュ
ワ
は
、
普
通
、
夜
が
明
け
よ
う
と
明
け
ま
い
と
、
八
時
と
九
時
と
の
間
に
起
き
る
よ
う
に
時
間
を
割
り

ウ
ア
ヌ
ム
・
エ
ス
ト
・
ウ
ォ
ビ
ス
・
ア
ン
テ
・
ル
ケ
ム
・
ス
ル
ゲ
ー
レ

振
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
以
前
の
教
育
掛
り
が
「
暁
二
先
立
ッ
テ
起
キ
出
ズ
ル
ハ
空
シ
キ
ナ
リ
」
と
い
う
ダ
ヴ
ィ
デ
の
言
葉
を
援

そ
れ
か
ら
彼
は
、
寝
床
の
な
か
で
し
ば
ら
く
の
間
、
動
物
精
気
を
い
や
が
上
に
も
旺
盛
な
ら
し
め
る
た
め
に
飛
ん
だ
り
跳
ね
た

り
転
げ
回
っ
た
り
し
た
。
次
い
で
、
季
節
季
節
に
従
っ
て
服
装
を
整
え
た
が
、
狐
皮
つ
き
の
毛
ば
立
っ
た
荒
目
毛
織
の
だ
ぶ
だ
ぶ

ロ
ー
ブ

し
た
長
い
長
衣
を
好
ん
で
着
た
。
そ
れ
か
ら
ア
ル
マ
ン
式
の
櫛
で
頭
髪
を
掻
い
た
が
、
こ
れ
は
つ
ま
り
親
指
と
他
の
四
本
指
と
で

髪
を
櫛
け
ず
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
教
育
掛
り
の
先
生
た
ち
は
、
こ
れ
以
外
の
遣
り
方
で
髪
を
掻
い
た
り
洗
っ
た
り
浄
め
た
り

す
る
の
は
、
人
生
の
時
間
を
空
費
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
次
に
、
大
便
を
し
た
り
、
小
便
を
し
た
り
、
げ
ろ
を
吐
い
た
り
、
げ
っ
ぷ
を
し
た
り
、

あ
く
ぴ

お
な
ら
を
し
た
り
、
欠
伸
を
し
た

み
ず
ば
な

り
、
唾
を
し
た
り
、
咳
を
し
た
り
、
し
ゃ
く
り
を
し
た
り
、
く
し
ゃ
み
を
し
た
り
、
う
ん
と
こ
さ
水
洟
を
か
ん
だ
り
し
た
挙
句
、

湿
気
や
毒
気
を
払
う
た
め
に
も
と
、
朝
飯
に
は
、
お
い
し
い
臓
物
の
揚
物
や
、
お
い
し
い
炭
焼
肉
や
、
お
い
し
い
燻
塩
豚
や
、
お

い
し
い
仔
山
羊
の
焼
肉
や
、
僧
房
式
朝
飯
風
の
肉
汁
潰
麺
麹
な
ど
を
た
っ
ぷ
り
食
べ
た
。
（
渡
辺
一
夫
訳
、
岩
波
文
庫
）

用
し
て
命
令
し
た
通
り
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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ラ
ブ
レ
ー
の
引
用
に
見
え
る
三
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
顕
著
な
、
言
葉
の
羅
列
に
よ
る
喜
劇
化
の
方
法
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
言
葉
の
明
ら
か
な
傾
向
、
す
な
わ
ち
排
泄
•
生
理
・
食
欲
と
い
っ
た
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
現
象
に
集
中
し
て
、
そ
こ
に
ス

カ
ト
ロ
ジ
カ
ル
な
雰
囲
気
を
か
も
し
出
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
描
写
が
、

は
ラ
ブ
レ
ー
か
ら
学
ん
だ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
引
用
個
所
の
主
題
は
教
育
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
第
五
巻
第
十
六
章
で
話

題
に
さ
れ
る
「
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
教
育
方
針
」

の
話
や
、
そ
れ
と
関
連
し
て
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
に
理
想
の
「
家
庭
教
師
」
を
つ
け
よ
う
と
す

る
話
（
第
六
巻
第
五
章
）
と
共
通
す
る
。
次
に
、
「
ダ
ヴ
ィ
デ
の
言
葉
」
や
「
ア
ル
マ
ン
式
」
云
々
の
知
識
を
も
ち
出
し
て
行
な
う
、

る
。
こ
の
系
列
に
入
る
最
初
の
文
人
が
ラ
ブ
レ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
後
ベ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ン
、

そ

の
「
博
学
の
オ
人
」
の
特
質
で
あ
る
。
先
に
言
及
し
た

D
.
w
．
ジ
ェ
フ
ァ
ス
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
説
明
さ

(12) 

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
典
の
教
養
を
基
礎
に
機
智
の
策
略
を
ふ
る
い
、
細
部
を
（
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
）
拡
大
し
、
正
確
さ
と
権
威

イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
エ
ク
ウ
イ
ッ
プ
メ
ン
ト

者
の
風
を
装
っ
て
、
喜
劇
的
意
図
の
も
と
に
切
実
な
知
的
武
装
を
整
え
る
、
と
い
う
の
が
「
博
学
の
オ
人
」
の
伝
統
で
あ

ス
ウ
ィ
フ
ト
、

そ
し
て
ス
タ
ー
ン
と
続
き
、
そ
の
ス
タ
ー
ン
で
終
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
っ
に
は
ス
タ
ー
ン
の
時
代
ま
で
は
、
「
知
識
」

と
い
う
も
の
に
付
随
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
「
親
し
み
」
を
、
そ
れ
以
後
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
専
門
的
に
な
り
す
ぎ
た
た
め
に
、
失
っ

て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
、
も
う
―
つ
は
、
喜
劇
的
精
神
自
体
が
そ
の
よ
う
な
も
の
を
素
材
に
す
る
こ
と
を
嫌
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

う
し
た
一
種
の
ベ
ダ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
遊
び
と
、
そ
の
内
に
知
恵
を
隠
し
た
方
法
の
大
き
な
部
分
を
1

右
の
ラ
ブ
レ
ー
の
引
用
か
ら

も
す
ぐ
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
は
、
主
人
公
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
ー
|
_
ス
タ
ー
ン

い
わ
ば
詳
細
に
過
ぎ
る
ほ
ど
の
リ
ア
リ
ズ
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ン
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
も
は
や
失
わ
れ
て
い
た
世
界
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ム
に
よ
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ラ
プ
レ
ー
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
も
の
が
「
誇
張
さ
れ
、
度
外
れ
た
も
の
」
に
な
り
、

そ
の
誇
張
は
「
積
極
的
・
肯
定
的
性
格
」
を
有
す
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
の
い
う
八
グ
ロ
テ
ス
ク
・
リ
ア
リ
ズ

ム
＞
で
あ
り
、
先
の
引
用
の
個
所
も
こ
の
範
ち
ゅ
う
で
捉
え
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
手
法
は
高
い
も
の
の
八
格
下
げ
＞
、
八
地
上
化
＞

が
特
徴
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
両
面
価
値
的
な
再
生
的
意
味
」
が
保
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
バ
フ
チ
ン
は
い
う
、
「
格
下
げ
・
引

き
落
と
し
と
は
こ
の
際
地
上
的
な
も
の
に
向
か
う
こ
と
、

化
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

一
切
を
飲
み
こ
み
、

そ
れ
と
同
時
に
生
み
出
す
原
理
と
し
て
の
大
地
と
一
体

つ
ま
り
格
下
げ
・
下
落
さ
せ
つ
つ
、
埋
葬
し
、
同
時
に
播
種
し
、
殺
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
新
た
に

よ
り
良
く
大
き
な
形
で
生
む
た
め
な
の
で
あ
る
。
下
落
と
は
同
じ
く
肉
体
の
下
層
の
部
分
の
生
活
、
腹
の
生
活
、
生
殖
器
官
の
生
活
に

関
与
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
、
交
接
、
受
胎
、
妊
娠
、
出
産
と
い
う
よ
う
な
行
為
に
関
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。
下
落
は
新
た

な
誕
生
の
た
め
に
肉
の
墓
を
掘
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
破
壊
的
、
否
定
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
積
極
的
、
再
生
的
意
味
を
持
っ

て
い
る
。
」
（
『
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ
ブ
レ
ー
の
作
品
の
中
世
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
民
衆
文
化
』
、
川
端
香
男
里
訳
）
ラ
ブ
レ
ー
の
活
力
に
満

ち
た
徹
底
し
た
描
写
が
あ
る
種
の
カ
タ
ル
シ
ス
的
効
果
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
迫
る
こ
と
の
意
味
が
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ば
死
は
生
の
終
わ
り
で
は
な
く
、
あ
ら
た
な
生
へ
の
準
備
で
あ
る
。
死
と
生
は
そ
の
よ
う
に
連
続
す
る
の
で
あ
り
、
「
肉
体
は
世
界
と
混

じ
り
合
い
、
動
物
や
物
自
体
と
も
混
じ
り
合
う
。
」
つ
ま
り
個
と
い
う
も
の
は
な
く
、
す
べ
て
の
存
在
は
宇
宙
的
感
覚
と
と
も
に
表
現
さ

れ
る
。
そ
れ
が
中
世
に
お
け
る
民
衆
の
共
通
の
理
解
で
あ
り
、
ラ
ブ
レ
ー
の
小
説
は
こ
の
よ
う
な
独
特
な
肉
体
観
を
完
成
さ
せ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
の
小
説
世
界
は
、

い
う
な
れ
ば
壮
大
な
自
然
の
調
和
の
世
界
で
あ
る
が
、

い
わ

し
か
し
そ
れ
は
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
ス
タ
ー
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バ
フ
チ
ン
の
ス
タ
ー
ン
評
は
、
こ
の
点
か
ら
観
て
興
味
深
い
。
彼
は
八
グ
ロ
テ
ス
ク
＞
の
概
念
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
、
前
期
ロ
マ
ン

主
義
と
ロ
マ
ン
主
義
初
期
に
そ
の
復
活
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
、
根
本
的
な
意
味
変
化
が
起
こ
り
、
八
グ
ロ
テ
ス
ク
＞
は
主
観
的
、

個
人
的
世
界
感
覚
の
表
現
形
式
と
な
る
、

と
言
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「
過
去
数
世
紀
の
民
衆
的
・
カ
ー
ニ
バ
ル
的
世
界
感
覚
か
ら
は
遠

い
も
の
と
な
る
。
」
か
く
て
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
「
新
し
い
主
観
的
グ
ロ
テ
ス
ク
の
最
初
の
重
要
な
現
わ
れ
」
と
見
ら

れ
、
「
ラ
ブ
レ
ー
的
・
セ
ル
バ
ン
テ
ス
的
世
界
感
覚
の
新
時
代
の
主
観
的
言
語
へ
の
独
特
な
移
し
換
え
」
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
文
学
史

的
に
見
れ
ば
、

ス
タ
ー
ン
は
、

（
古
典
主
義
や
啓
蒙
思
想
家
の
教
訓
性
、
有
用
性
の
尊
重
、
陳
腐
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
等
に
対
す
る
反
動
と
し
て
、
時
代
を
遡
っ
て
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
伝
統
に
依
拠
す
る
文
学
思
想
と
解
さ
れ
る
）

え
た
の
で
あ
り
、
「
か
な
り
の
意
味
合
い
で
」
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
創
始
者
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
バ
チ
フ
ン
が
、
た
と
え
ば
八
笑

サ
ル
カ
ズ
ム

い
＞
に
関
し
て
、
「
ロ
マ
ン
派
の
グ
ロ
テ
ス
ク
に
あ
っ
て
笑
い
は
縮
小
さ
れ
て
、
ユ
ー
モ
ア
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
、
皮
肉
の
形
式
を
と
る
。
喜

モ
メ
ン
ト

ば
し
き
歓
喜
す
る
笑
い
た
る
こ
と
を
や
め
る
。
笑
い
の
原
理
の
積
極
的
な
再
生
的
契
機
は
そ
の
最
小
限
に
い
た
る
ほ
ど
弱
め
ら
れ
る
」

と
言
う
と
き
、
中
世
ー
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
ー
十
八
世
紀
と
い
う
時
代
の
流
れ
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
評
言
の
妥
当
性
は
首
肯
で

き
よ
う
。
け
だ
し
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
は
、

る
好
個
の
例
を
示
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
が
、

な
お
再
考
の
余
地
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
今
少
し
留
保
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
引
用

[
2
]

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
や
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
に
代
表
さ
れ
る
八
ロ
マ
ン
派
の
グ
ロ
テ
ス
ク
＞

に
対
し
て
本
質
的
な
影
響
を
与

ス
タ
ー
ン
の
文
学
史
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
広
い
視
野
か
ら
捉
え

ス
タ
ー
ン
文
学
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
バ
フ
チ
ン
の
視
点
は
有
力
で
は
あ
る
が
、

の
語
り
の
問
題
に
戻
る
と
、
「
動
物
精
気
」
の
概
念
は
、
人
間
の
「
分
別
」

('sense')

や
「
無
分
別
」
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father s
a
y
i
n
g
 ?
ー
N
o
t
h
i
n
g
.

っ

(
＾
n
o
n
s
e
n
s
e
'
)
、
こ
の
世
で
の
「
成
功
」
(
^
s
u
c
c
e
s
s
e
s
'
)
や
「
や
り
そ
こ
な
い
」
(
^
m
i
s
c
a
r
r
i
a
g
e
s
'
)
を
左
右
す
る
根
源
的
な
力
と
し

て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
主
人
公
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
運
命
は
む
し
ろ
ゴ
n
o
n
s
e
n
s
e
'
.
.
l
J
^
m
i
s
c
a
r
r
i
a
g
e
s
'
の
方
に
傾
い
て
ゆ
く
で
あ

ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
ゴ
n
o
n
s
e
n
s
e
'
は
'
a
b
s
u
r
d
i
t
y
'
や
'
f
o
o
l
e
r
y
'
と
同
義
で
あ
り
、
そ
れ
は
最
終
巻
（
第
九
巻
第
三
十
三
章
）

で
語
ら
れ
る
「
お
ん
ど
り
と
お
う
し
の
落
し
話
」
(
^
A
C
o
c
k
 a
n
d
 a
 Bull') 

全
体
と
し
て
与
え
る
印
象
と
も
同
義
で
あ
ろ
う
。
ま
た
＾
m
i
s
c
a
r
r
i
a
g
e
s
'
は
、

に
よ
っ
て
、

の
ナ
ン
セ
ン
ス
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
こ
の
作
品
が

そ
の
も
う
―
つ
の
医
学
用
語
と
し
て
の
意
味
（
「
流
産
」
）

ト
リ
ス
ト
ラ
ム
自
身
の
誕
生
の
危
険
を
も
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
動
物
精
気
」
は
要
す
る
に
、
不
合
理
な
制

御
で
き
な
い
、
人
間
の
内
部
の
「
荒
れ
狂
う
」
(
^
h
e
y
,
g
o
,
m
a
d
'
)
力
、
デ
カ
ル
ト
の
い
う
「
風
」
ま
た
は
「
焔
」
の
よ
う
な
も
の
、

ま
り
は
無
形
の
威
力
を
ふ
る
う
何
か
と
し
て
主
人
公
の
精
神
・
肉
体
と
も
ど
も
お
び
や
か
す
の
で
あ
る
。

「
動
物
精
気
」
は
そ
の
よ
う
に
大
き
な
力
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
場
合
は
そ
れ
は
母
親
の
凡
そ
瑣
末
な
場
ち
が

い
な
言
葉
に
よ
っ
て
悪
い
方
へ
と
作
用
す
る
。
次
の
引
用
は
先
の

[
2
]
か
ら
転
調
し
て
、
ま
じ
め
な
行
為
と
ま
じ
め
な
（
つ
も
り
の
）

質
問
が
喜
劇
的
衝
突
を
ひ
き
起
こ
し
て
、
こ
つ
け
い
窮
ま
り
な
い
場
面
を
出
現
さ
せ
る
。

[
3
]
P
r
a
y
,
 m
y
 D
e
ミ
,
q
u
o
t
h
 m
y
 mo
t
h
e
r
,
 ha,ve y
o
u
 n
o
t
 forgot to 
w
i
n
d
 u
p
 the clock 
?
ー
G
o
o
d
G

ー
!
cried 

m
y
 father, m
a
k
i
n
g
 a
n
 exclamation, b
u
t
 t
a
k
i
n
g
 c
a
r
e
 to m
o
d
e
r
a
t
e
 his voice at the s
a
m
e
 t
i
m
e
,
-
D
i
d
 ever 

葵

o
m
n、
since
the 
crea
忠
n
o
f
 the 
world, 
interrupt a
 m
a
n
 with s
u
c
h
 a
 silly 
question ?
 

P
a
y
,
 w
h
a
t
 w
a
s
 y
o
u
r
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シ
ャ
ン
デ
ィ
夫
婦
が
別
の
意
味
の
「
創
造
」

(dcreation')
の
作
業
中
、
そ
の
一
方
の
婦
人
の
方
が
（
じ
つ
は
シ
ャ
ン
デ
ィ
家
の
習
慣

と
し
て
毎
月
第
一
日
曜
の
夜
に
夫
が
柱
時
計
の
ね
じ
を
巻
く
こ
と
を
決
め
て
い
た
の
で
）

そ
の
日
の
家
庭
の
義
務
は
終
わ
っ
た
か
ど
う

か
を
尋
ね
た
訳
で
あ
る
。
こ
の
無
思
慮
ぶ
り
丸
出
し
の
（
し
か
し
現
実
的
な
）
質
問
に
よ
っ
て
ウ
ォ
ル
タ
ー
は
ゴ
interrupt'
さ
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
「
動
物
精
気
」
は
ち
り
ぢ
り
に
分
散
し
て
、
「
精
子
の
小
人
」

(
'
H
O
M
U
N
C
U
L
U
S
'
)

（
第
一
巻
第
二

章
、
動
物
精
気
は
こ
れ
の
護
衛
役
と
し
て
目
的
地
ま
で
こ
れ
を
運
ぶ
役
割
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
た
。
ゲ
ー
テ
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
二
部

第
二
幕
に
出
て
く
る
人
造
人
間
、
「
ホ
ム
ン
ク
ル
ス
」
の
ア
イ
デ
ア
と
は
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
）
の
護
衛
を
す
る

こ
と
に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
タ
ー
は
後
年
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
頭
の
す
え
方
が
「
何
と
も
形
容
し
が
た
い
妙
な
傾
斜
」
を
見

せ
る
の
を
見
て
、

そ
の
根
本
の
理
由
を
察
知
し
、
「
こ
の
子
が
考
え
方
も
動
作
も
よ
そ
の
子
供
衆
の
よ
う
に
は
ゆ
か
ぬ
だ
ろ
う
」
と
い

い
、
「
こ
の
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
不
幸
は
、
こ
の
子
が
こ
の
世
に
姿
を
あ
ら
わ
す
九
カ
月
前
に
始
ま
っ
た
の
だ
！
」
（
第
一
巻
第
三
章
）

嘆
く
。
そ
の
あ
と
、
母
親
の
鈍
感
さ
が
、

ウ
ォ
ル
タ
ー
の
こ
の
言
葉
に
対
す
る
そ
の
無
反
応
ぶ
り
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
調
さ
れ
、

こ
と
に
よ
っ
て
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
運
命
の
救
い
よ
う
の
な
さ
も
強
調
さ
れ
る
。

と
そ
の

こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
か
よ
う
に
し
て
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
生
命
が
芋
ま
れ
る
本
源
的
な
事
態
に
お
い
て
彼
の
不
運
の
生
涯
が
始
ま
る
こ

と
を
示
す
。
そ
し
て
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が
こ
の
よ
う
な
始
め
方
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
後
第
四
章
で
自
ら
弁
明
し
て
、

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
言
葉
を
借
り
て
、
「
卵
の
は
じ
め
か
ら
」

(
^
d
b
o
0
0
》)（
1
1
f
r
o
m
t
h
e
 e
g
g
 ;
 
i. 
e., 
f
r
o
m
 the beginning.
『
詩
論
』

第
一
四
七
行
）
身
に
起
こ
っ
た
す
べ
て
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
の
だ
と
説
明
す
る
。
「
卵
か
ら
」
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
「
生
命
」
の
始
め
か

ら
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

、
、
、
、

ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
文
字
通
り
そ
こ
か
ら
語
り
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
意
味
は
、
書
く
こ
と
の
始
ま
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い
冗
談
と
い
っ
た
ら
い
い
か
、

り
が
生
命
の
始
ま
り
と
呼
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
11
ス
タ
ー
ン
が
書
き
始
め
る
こ
と
と
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム

の
生
命
が
始
ま
る
こ
と
と
を
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
置
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
実
の
生
と
、

れ
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
の
暗
示
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
ど
の
よ
う
な
作
家
で
あ
れ
詩
人
で
あ
れ
、

そ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
が
、
す
べ
て
芸
術
創
造
の
原
点
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
し
か
し
ス
タ
ー
ン
の
よ
う
に
、
書
く

こ
と
の
始
め
と
生
命
の
始
め
の
パ
ラ
レ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
を
作
品
の
方
法
と
し
て
提
示
し
た
例
は
他
に
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
而

も
明
ら
か
な
こ
と
に
八
笑
い
＞
の
意
図
が
そ
こ
に
あ
る
。
こ
の
笑
い
は
、

c
d
b
o
0
竺
の
比
喩
的
な
意
味
を
、
比
喩
と
し
て
と
ど
ま
ら
せ

ず
に
、

ス
タ
ー
ン
が
実
現
あ
る
い
は
肉
化
せ
し
め
た
こ
と
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
。
常
識
の
転
倒
と
い
っ
た
ら
い
い
か
、
あ
る
い
は
悪

い
ず
れ
に
し
て
も
ス
タ
ー
ン
の
人
を
食
っ
た
特
異
性
が
こ
こ
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
語
り
の
特
質
は
、

る
。
そ
の
『
詩
論
』
で
、

ス
タ
ー
ン
の
書
く
こ
と
の
意
識
が
離

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
が
＾
d

b

o

0
竺
と
い
う
あ
た
り
の
記
述
を
見
る
と
さ
ら
に
明
確
に
な

ホ
メ
ー
ロ
ス
の
描
写
方
法
に
つ
い
て
言
う
。
「
彼
は
ダ
イ
ア
メ
ド
の
帰
還
を
メ
リ
エ
イ
ジ
ャ
ー
の
死
ま
で
、

ま

た
は
ト
ロ
イ
戦
争
を
リ
ー
ダ
の
ふ
た
ご
の
卵
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
彼
は
絶
え
ず
重
大
な
場
面
へ
急
い
で
、
聞
き
手
を

話
の
中
心
部
へ
、
ま
る
で
そ
れ
が
す
で
に
聞
き
手
に
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
投
げ
こ
み
ま
す
。
そ
し
て
彼
は
、
取

り
扱
っ
て
も
飾
る
こ
と
が
で
き
そ
う
も
な
い
も
の
は
除
外
し
ま
す
。
そ
の
上
彼
は
非
常
に
創
作
力
に
富
み
、
非
常
に
上
手
に
事
実
と
虚

構
を
混
ぜ
合
わ
せ
ま
す
の
で
、
中
心
部
が
初
め
の
部
分
と
不
一
致
で
あ
っ
た
り
、
終
わ
り
が
中
心
部
と
不
一
致
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と

(13) 

は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
語
り
は
ま
ず
「
話
の
中
心
部
へ
」

(̂
in
m
e
d
i
a
s
 res,'1. 1
4
8
)

と
向
か
い
、
初
め
・
中
・
終
わ
り

の
各
部
分
の
間
の
筋
が
首
尾
一
貫
し
て
統
一
が
保
た
れ
て
い
る
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
こ
れ
に
対
し
て
自
分
の
語
り
の
方
法
の
独
自
性
を
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（
選
択
的
お
よ
び
強
調
的
）
制
限
と
い

主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
私
は
、
こ
の
す
で
に
私
が
手
を
つ
け
て
い
る
も
の
を
書
き
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て
、
氏
（
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
）

の
さ
だ
め
た
規
則
に
も
、
そ
の
他
古
往
今
来
い
か
な
る
人
の
さ
だ
め
た
規
則
に
も
、
自
分
の
筆
を
し
ば
り
つ
け
る
気
持
ち
は
な
い
」
（
第

一
巻
第
四
章
）

と
い
う
。
こ
れ
は
、
過
去
の
文
学
的
伝
統
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
り
、
十
八
世
紀
作
家
と
し
て
の
ス
タ
ー
ン
の
マ
ニ
フ
ェ

ス
ト
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ジ
ョ
ン
・
ト
ロ
ウ
ゴ
ッ
ト
は
ス
タ
ー
ン
に
つ
い
て
、
彼
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
と
異
な
り
、
し
ば
し
ば
道
を
踏
み

(14) 

外
し
て
ま
で
も
八
道
化
＞
の
仮
面
を
か
ぶ
り
、
す
べ
て
の
主
題
を
＾
trivial'
な
も
の
に
し
て
決
定
論
を
避
け
よ
う
と
す
る
、
と
言
っ
て
い

る
が
、
少
な
く
と
も
古
往
今
来
の
規
則
に
従
う
つ
も
り
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、

ス
タ
ー
ン
は
そ
の
八
道
化
＞
の
仮
面

の
下
か
ら
素
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
バ
テ
ス
テ
ィ
ン
は
、
合
理
的
秩
序
の
規
範
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
こ
と
が
ス
タ

ー
ン
に
あ
っ
て
は
現
実
そ
の
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
ス
タ
ー
ン
に
と
っ
て
よ
り
近
い
過
去
の
オ
ー
ガ

(15) 

ス
タ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
に
対
す
る
そ
の
位
置
付
け
を
解
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
規
範
か
ら
の
逸
脱
」
の
意
志
を
、
わ
れ
わ
れ
は
先
の
ト

リ
ス
ト
ラ
ム
の
言
葉
の
中
に
認
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
や
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
偉
大
な
時
代
は
去
っ
て
、
古
典
作
家

の
見
直
し
に
よ
る
オ
ー
ガ
ス
タ
ン
時
代
の
盛
況
も
、
も
は
や
自
己
の
文
学
の
拠
り
所
た
り
得
ぬ
よ
う
な
情
況
の
中
に
ス
タ
ー
ン
と
い
う

(16) 

作
家
は
位
置
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
の
言
葉
は
そ
の
こ
と
の
独
自
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ

ま
り
そ
の
作
品
は
「
卵
の
は
じ
め
か
ら
」
と
い
っ
た
通
り
に
、
す
べ
て
の
出
来
事
を
、
主
題
的
選
択
も
特
別
な
強
調
も
な
し
に
全
く
自

由
に
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
に
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
常
小
説
家
が
作
品
構
成
の
時
に
加
え
る

(17) 

う
概
念
に
対
す
る
挑
戦
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ス
タ
ー
ン
に
し
て
み
れ
ば
、
八
わ
れ
書
く
、

ゆ
え
に
わ
れ
あ
り
＞
と
い
う
、

そ
の

実
感
こ
そ
拠
り
所
で
あ
り
、
読
者
と
の
交
感
が
そ
れ
を
保
証
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
読
者
へ
の
呼
び
か
け
は
忘
れ
ら
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手
を
目
の
前
に
し
て
、

w
a
s
 y
o
u
r
 f
a
t
h
e
r
 saying•9) 

何
だ
っ
て
？

（
小
さ
く
）
言
っ
た
訳
で
あ
る
。

君
の
お
や
じ
さ
ん
は
何
て
言
っ
た
ん
だ
っ
て
？
」
（
'Pray,
w
h
a
t
 

と
言
っ
て
い
る
の
は
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
、

ス
タ
ー
ン
は
こ
こ
で
ど
の
よ
う
な
読
者
と
の

対
話
の
場
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
＾
P
r
a
y
,
1
9
と
い
う
か
ら
に
は
'I'

が
そ
こ
に
予
想
さ
れ
よ
う
。
複
数
の
人
物
を
こ
こ
で
考

え
る
の
は
、
引
用

[
1
]
の
中
で
呼
び
か
け
ら
れ
た
'
g
o
o
d
folks'
と
の
関
連
に
お
い
て
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
や
は
り

.[I]Pray'

の
通
常
の
用
法
と
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

'
g
o
o
d
folks'
の
イ
メ
ー
ジ
が
よ
り
具
体
化
さ
れ
て
一
人
の
人
物
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
相
手
を
し
て
い
る
誰
か
で
あ
っ
て
、

寝
床
で
の
会
話
を
聞
か
せ
て
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
父
親
が
、
母
親
の
突
拍
子
も
な
い
質
問
に
呆
れ
て
叫
び
声
を
あ
げ
た
時
、

そ
の
声
を
あ
ま
り
大
き
く
し
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
た
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
押
え
た
声
で
、
語
る
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
も
、
「
天
地
創

造
の
時
こ
の
か
た
、

だ
が
、
引
用

[
3
]
の
最
後
の
あ
た
り
で
「
え
？
・

れ
て
は
な
ら
な
い
。

い
ま
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
こ
の
仮
想
の
相
手
に
向
か
っ
て
自
分
の
父
と
母
の

か
り
に
も
こ
ん
な
馬
鹿
な
質
問
で
男
の
腰
を
折
っ
た
女
が
あ
っ
た
ろ
う
か
？
」
と

そ
こ
で
相
手
は
さ
も
聞
こ
え
な
い
と
い
っ
た
ふ
う
に
、

'Pray,
w
h
a
t
 w
a
s
 y
o
u
r
 
••• 

?
'
と
訊
い
た
の
で
あ
る
。
物
語
の
構
造
か
ら
い
え

ば
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
両
親
の
こ
の
こ
と
を
ト
ウ
ビ
ー
叔
父
か
ら
聞
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
第
一
巻
第
三
章
）
。
架
空
の
相

い
ま
語
り
手
は
自
分
を
こ
の
「
ま
が
ま
が
し
い
」
世
界
に
生
み
出
す
も
と
に
な
っ
た
そ
の
現
場
を
、
「
も
の
ま
ね
」

に
よ
る
会
話
で
も
っ
て
再
現
し
、
相
手
と
の
や
り
と
り
ま
で
も
そ
の
語
り
の
枠
の
中
に
投
げ
こ
む
の
で
あ
る
。

「
読
者
」
も
「
時
間
」
も
こ
こ
で
は
二
重
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が

作
品
の
現
場
に
持
ち
込
ん
だ
相
手
、
あ
る
い
は
呼
び
か
け
る
相
手
が
、

い
わ
ば
「
半
読
者
」
だ
と
す
れ
ば
、
語
り
手
と
「
半
読
者
」
を
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の
二
つ
の
問
題
点
に
絞
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

四

含
め
た
語
り
の
世
界
を
眺
め
る
わ
れ
わ
れ
は
無
限
定
の
「
読
者
」
で
あ
る
。
そ
し
て
作
者
に
と
っ
て
は
「
半
読
者
」
は
、
無
限
定
読
者

へ
至
る
仲
介
項
の
如
き
役
割
を
も
つ
も
の
と
な
る
。
半
読
者
を
通
し
て
無
限
定
読
者
へ
の
暗
黙
の
呼
び
か
け
が
あ
る
訳
で
あ
る
。
（
無
限

定
読
者
と
も
半
読
者
と
も
区
別
す
る
必
要
の
な
い
時
は
、
全
体
の
「
読
者
」
は
い
わ
ば

W
・
イ
ー
ザ
ー
の
い
う
＾
implied
reader'
と
い

っ
た
形
で
作
品
の
中
に

'involve'
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
）
こ
の
半
読
者
の
登
場
す
る
場
が
、
フ
ァ
ウ
ラ
ー
の
言
う
、
ス
タ
ー
ン
に

お
け
る
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
ま
た
は
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
＾
d
苔忌`

m.
の
特
徴
ー
|
'
語
り
の
筋
の
中
味
と
は
異
質
の
次
元
を
作
り
上
げ
る
と
い
う

(18) 

ー
が
あ
ら
わ
れ
る
場
で
あ
る
。

「
時
間
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
物
語
の
構
造
そ
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が
語
る
過
去
の
時
間
と
、
物
語

オ

ブ

セ

ッ

シ

ヴ

を
書
い
て
い
る
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
11
ス
タ
ー
ン
に
つ
き
ま
と
う
「
今
」
と
い
う
時
間
。
後
者
は
「
半
読
者
」
が
作
品
の
現
場
に
誘
引
さ
れ

る
時
間
で
あ
り
、
過
去
と
現
在
が
混
交
す
る
時
間
で
あ
る
。
前
者
の
時
間
も
ま
た
、
幾
重
に
も
か
さ
な
っ
た
多
層
構
造
を
な
し
て
、

卜

リ
ス
ト
ラ
ム
の
運
命
の
八
後
退
的
進
行
＞
、
八
人
生
の
失
敗
＞
、
そ
し
て
八
世
界
と
の
不
調
和
的
未
完
結
＞
と
い
っ
た
負
の
概
念
I

こ
れ
ら
は
つ
ま
り
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
11
ス
タ
ー
ン
に
と
っ
て
の
オ
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
別
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
ー
と
と
も
に
物
語
を

動
か
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

以
上
の
冒
頭
第
一
章
の
分
析
で
得
た
問
題
を
、
作
品
の
全
体
と
の
関
連
で
捉
え
る
た
め
に
、
こ
こ
で
喜
劇
的
枠
組
み
と
時
間
的
構
造
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『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
喜
劇
的
世
界
を
構
成
す
る
要
素
の
一
っ
と
し
て
、

ウ
ォ
ル
タ
ー
と
ト
ウ
ビ
ー
の
二
人
の
も
つ
「
ホ

ビ
ー
ホ
ー
ス
」
＾
H
o
b
b
y
,
H
o
r
s
e
'
(
「
道
楽
、
趣
味
」
の
意
味
で
の

0
.
E
.
D
の
初
例
は
一
六
七
六
年
。

N
o
w
rare
の
指
示
あ
り
）
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ウ
ォ
ル
タ
ー
の
街
学
趣
味
と
ト
ウ
ビ
ー
の
「
築
城
術
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
と
い
う
人
物
は
、
「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
書
物
を
読
み
あ
さ
っ
た
男
」
（
第
二
巻
第
十
九
章
）

り
、
「
何
―
つ
ひ
と
さ
ま
が
あ
て
て
く
れ
る
光
の
中
で
も
の
を
見
よ
う
と
は
し
な
い
人
」
（
同
上
）

に
、
何
事
に
よ
ら
ず
機
会
さ
え
あ
れ
ば
、
目
前
の
現
象
に
理
論
づ
け
を
し
た
い
、
そ
の
現
象
の
解
明
を
し
た
い
と
、

で
あ

と
し
て
「
す
べ
て
の
哲
学
者
と
共
通

ム
ズ
ム
ズ
し
て
い

る
。
」
（
第
三
巻
第
十
八
章
）
彼
は
ま
た
、
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
伝
記
」
を
書
い
て
い
て
、
こ
と
に
よ
る
と
そ
の
た
め
に
ト
ル
コ
貿
易
の
商
売

か
ら
身
を
引
い
て
隠
退
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
（
第
五
巻
第
十
二
章
）
。
し
か
し
ウ
ォ
ル
タ
ー
は
そ
の
伝
記
の
出
版

を
承
知
せ
ず
、
手
稿
は
館
に
保
存
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
、

示
的
で
あ
る
。
そ
の
博
学
多
識
が
現
実
に
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
、

ム
の
誕
生
に
さ
い
し
「
難
産
論
」
と
い
っ
た
科
学
書
を
読
む
話
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
鼻
が
台
無
し
に
な
っ
た
連
想
で
、

め
に
「
ス
ラ
ケ
ン
ベ
ル
ギ
ウ
ス
の
鼻
物
語
」
を
ラ
テ
ン
語
か
ら
訳
し
て
や
る
と
い
う
話
、
ボ
ビ
イ
の
死
に
さ
い
し
て
行
な
う
死
一
般
に

つ
い
て
の
大
論
議
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
教
育
の
た
め
に
書
い
て
い
る
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
教
育
方
針
」
と
い
う
書
物
（
三
年
か
か
っ
て
半

分
書
い
た
が
、

と
い
う
の
が
彼
の
存
在
の
い
わ
ば
本
質
で
あ
る
。
ト
リ
ス
ト
ラ

ト
ウ
ビ
ー
の
た

そ
の
間
の
実
際
の
教
育
は
夫
人
に
任
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
）
、
等
々
の
例
は
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
の
「
ホ
ビ
ー
ホ
ー
ス
」
で
あ

る
「
学
問
」
が
誕
生
・
死
・
教
育
実
践
と
い
っ
た
現
実
の
前
で
無
効
で
あ
る
こ
と
の
寓
意
で
あ
る
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
不
運
ー
「
種

つ
け
」
か
ら
「
鼻
」
、
「
名
前
」
、
「
教
育
」
と
つ
づ

vー
に
並
行
し
て
、
ウ
ォ
ル
タ
ー
自
身
も
い
わ
ば
失
敗
と
挫
折
の
連
続
で
あ
る
。

つ
い
に
実
現
し
な
い
伝
記
は
、

ウ
ォ
ル
タ
ー
の
性
格
を
知
る
上
で
暗
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六
巻
第
二
十
二
章
）
と
い
っ
た
具
合
に
な
る
の
で
あ
る
。

但
し
彼
の
「
ホ
ビ
ー
ホ
ー
ス
」
が
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
か
の
治
療
的
機
能
を
持
つ
こ
と
は
考
え
ら
れ
よ
う
。
彼
の
「
ホ
ビ
ー
ホ
ー
ス
」

は
現
実
か
ら
の
手
痛
い
し
っ
ぺ
返
し
を
受
け
る
の
で
は
あ
る
が
、

ト
ウ
ビ
ー
は
、

そ
れ
で
も
彼
が
こ
の
「
道
楽
」
の
「
馬
」
か
ら
下
り
る
と
は
考
え
ら

か
つ
て
一
六
九
五
年
の
ナ
ミ
ュ
ー
ル
の
戦
い
（
七
年
戦
争
に
関
わ
る
。
ナ
ミ
ュ
ー
ル
は
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
の
村
に
近
い
）

で
「
鼠
誤
部
」
に
傷
を
受
け
（
第
一
巻
第
二
十
一
章
）
、
イ
ギ
リ
ス
に
も
ど
っ
て
四
年
間
治
療
の
た
め
の
苦
労
を
味
わ
う
。
そ
の
間
に
見

舞
客
に
戦
闘
場
面
を
分
か
り
易
く
説
明
す
る
た
め
に
、
ナ
ミ
ュ
ー
ル
の
城
砦
の
町
と
城
全
体
の
大
き
な
地
図
を
板
の
上
に
貼
り
つ
け
る

こ
と
を
思
い
つ
き
、
地
図
上
の
、
自
分
に
ゆ
か
り
の
場
所
に
ピ
ン
を
立
て
る
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
う
ち
に
、

彼
の
「
ホ
ビ
ー
ホ
ー
ス
」
と
な
る
の
で
あ
る
（
第
二
巻
第
一
章
）
。
彼
は
ト
リ
ム
伍
長
と
一
緒
に
地
図
の
上
の
想
像
上
の
戦
い
を
楽
し
む

の
だ
が
、
そ
れ
に
あ
き
た
ら
ず
に
、
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ド
ル
等
の
地
圏
を
参
考
に
、
自
分
の
家
の
菜
園
の
は
ず
れ
の
「
一
ル
ー
ド
半
」

の
地
面
に
模
型
要
塞
を
作
り
（
第
六
巻
第
二
十
一
章
）
、
大
陸
の
戦
況
が
入
っ
て
く
る
た
び
に
そ
れ
を
模
し
て
、
「
モ
ー
ル
バ
ラ
公
爵
が

橋
頭
堡
を
作
っ
た
と
い
え
ば
1

叔
父
ト
ウ
ビ
ー
も
橋
頭
堡
を
作
り
ま
し
た
。
1

あ
る
稜
堡
の
前
面
が
粉
砕
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
あ

る
防
塁
が
破
壊
さ
れ
た
と
い
え
ば
ー
伍
長
は
鶴
嘴
を
ふ
る
っ
て
同
じ
だ
け
の
こ
と
を
し
ま
し
た
1

そ
れ
を
く
り
か
え
し
つ
つ

|
―
歩
一
歩
と
前
進
し
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
と
り
で
を
占
領
し
て
行
っ
て
、
結
局
は
町
そ
の
も
の
が
二
人
の
手
に
落
ち
る
の
で
し
た
」
（
第

ウ
ォ
ル
タ
ー
の
学
問
も
ト
ウ
ビ
ー
の
築
城
術
も
、
現
実
も
し
く
は
客
観
性
の
世
界
に
対
し
て
は
有
効
性
を
持
た
ず
、

先
を
越
さ
れ
、
他
方
は
現
実
か
ら
ひ
た
す
ら
遠
ざ
か
る
。
と
も
に
、

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
ト
ウ
ビ
ー
も
同
様
で
あ
る
。

一
方
は
現
実
に

い
う
な
れ
ば
現
実
原
則
か
ら
の
逸
脱
で
あ
り
、
と
も
に
、
そ
の
意

つ
い
に
は
こ
れ
が
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も
の
と
は
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
全
巻
に
亘
っ
て
持
続
し
て
ゆ
く
統
一
的
概
念
で
あ
る
。
冒
頭
の
「
生
殖
」
行
為
、

ウ
ケ
ン
ベ
ル
ギ
ウ
ス
の
鼻
の
明
ら
か
な
象
徴
作
用
、
幼
年
期
の
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
を
見
舞
う
上
下
窓
枠
事
件
、
ト
ウ
ビ
ー
の
鼠
誤
部
の
傷
、

最
後
に
オ
バ
ダ
イ
ア
の
牝
牛
に
種
つ
け
を
さ
せ
る
話
、
等
々
。
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
ウ
ォ
ル
タ
ー
や
ト
ウ
ビ
ー
の
「
崇
高
」
な
観

念
の
支
配
す
る
世
界
に
対
置
さ
れ
て
、

人
と
対
置
さ
れ
、

う
関
係
が
成
り
立
つ
。
前
者
は
、
夫
人
の
言
葉
の
衝
撃
に
よ
る
生
殖
行
為
の
未
完
成
に
よ
っ
て
、
ま
た
後
者
は
、
鼠
誤
部
の
傷
が
も
た

ら
す
性
的
不
能
の
可
能
性
に
よ
っ
て
、
性
的
な
も
の
に
拠
る
現
実
世
界
か
ら
の
打
撃
を
と
も
に
こ
う
む
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
作
者

自
身
の
対
現
実
の
関
係
を
暗
示
す
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
作
者
の
個
人
的
事
情
は
さ
て
お
い
て
も
、
観
念
的
な
も
の
と
性
的

な
も
の
と
の
衝
突
と
い
う
事
態
は
、
人
間
的
な
一
般
的
事
実
に
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
作
品
が
主
人
公
の
生
殖
に
始
ま
り
、

が
入
り
、
最
後
に
再
び
生
殖
の
話
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、

の
意
味
、

味
で
狂
気
に
近
い
が
狂
気
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
程
度
の
違
い
は
あ
れ
、
観
念
性
と
と
も
に
感
情
的
な
豊
か
さ
も
与
え
ら
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
と
く
に
ト
ウ
ビ
ー
の
方
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
、

(19) 

の
街
学
的
な
議
論
の
中
で
は
中
和
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

ウ
ォ
ル
タ
ー
や
ト
ウ
ビ
ー
の
ホ
ビ
ー
ホ
ー
ス
の
い
ま
―
つ
の
側
面
は
、

つ
ま
り
性
的
な
も
の
、

ウ
ォ
ル
タ
ー
（
の
み
な
ら
ず
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
も
加
わ
っ
て
）

そ
れ
が
現
実
の
客
観
的
事
実
か
ら
の
隠
退
で
あ
る
こ
と
の
別

フ
ィ
ジ
カ
ル
な
も
の
か
ら
の
隠
退
と
い
う
こ
と
の
暗
示
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
性
的
な

い
わ
ば
作
品
の
下
位
構
造
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
ウ
ォ
ル
タ
ー
が
シ
ャ
ン
デ
ィ
夫

ト
ウ
ビ
ー
が
ウ
ォ
ド
マ
ン
未
亡
人
と
対
置
さ
れ
る
時
、
性
的
な
も
の
が
と
も
に
オ
ブ
セ
ッ
シ
ヴ
に
捉
え
ら
れ
る
と
い

そ
の
出
産
、
誕
生
と
成
長
、

ス
ラ

そ
の
間
に
死
（
ボ
ビ
イ
や
ル
・
フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
の
）

そ
れ
が
物
語
の
時
間
構
造
の
特
質
を
も
示
し
て
い
る
点
で
注
目
す
べ
き
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で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
作
品
に
お
け
る
時
間
は
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
「
種
つ
け
」
の
時
か
ら
始
ま
り
、
主
要
人
物
の
過
去
・
現
在
を

複
雑
多
岐
に
わ
た
っ
て
示
し
な
が
ら
、

そ
の
全
体
の
円
環
を
閉
じ
、
「
卵
か
ら
」
始
め
た
語
り
が
、
「
卵
へ
」
と
戻
る
の
で
あ
る
。
（
そ
の
意
味
で
は
こ
の
作
品
は
「
完
結
」
し
て

い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
）
こ
の
時
間
は
い
わ
ば
ス
タ
ー
ン
独
自
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
的
時
間
構
造
を
な
し
て
、
作
品
世
界
の
民
話
・
神
話
的

性
格
を
暗
示
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
、

化
へ
の
、
時
代
逆
行
的
な
広
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
に
は
も
う
―
つ
の
時
間
構
造
が
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
シ
ャ
ン
デ
ィ
夫
人
の
「
柱

時
計
」
が
示
す
現
実
の
時
間
と
、

ン
が
主
張
す
る
の
は
と
く
に
後
者
の
時
間
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が
、
「
時
の
経
過
と
か
そ
の
い
ろ
い
ろ
な
簡
単
な
型
と
か
い
う
概
念
は
、
わ

れ
ら
の
観
念
の
連
続
継
起
に
よ
っ
て
の
み
得
ら
れ
る
も
の
で
、

1

そ
れ
こ
そ
真
の
学
問
的
標
準
」
（
第
二
巻
第
八
章
）

ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
影
響
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
八
観
念
連
合
＞
に
よ
る
時
間
で
あ
る
。
但
し
ロ
ッ
ク
は
こ
の
通
り
を
言
っ
て
い
る
訳
で
は

な
く
、

い
つ
か
も
と
の
「
種
つ
け
」
と
い
う
（
今
度
は
牝
牛
の
場
合
で
は
あ
る
が
）
時
間
に
も
ど
っ
て
、

シ
ャ
ン
デ
ィ
館
の
奇
妙
に
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
の
、

ウ
ォ
ル
タ
ー
や
ト
ウ
ビ
ー
の
頭
の
中
を
流
れ
る
主
観
的
時
間
と
い
う
二
つ
の
時
間
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
観
念
の
連
合
と
い
う
も
の
は
人
間
の
悟
性
を
間
違
っ
た
方
向
に
進
ま
せ
る
と
し
て
こ
れ
を
人
々
に
警
告
し
て
い
る
の

で
あ
る
（
『
人
間
知
性
論
』
第
二
巻
第
三
十
三
章
「
観
念
連
合
に
つ
い
て
」
）
、

し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
こ
そ
バ
フ
チ
ン
の
い
う
中
世
的
民
衆
文

ス
タ
ー

と
い
う
通
り
、

ス
タ
ー
ン
は
こ
の
考
え
を
逆
用
し
て
自
己
の
創
作
原
理
と

ス
タ
ー
ン
に
と
っ
て
自
己
の
内
に
流
れ
る
内
的
な
時
間
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
が
、
不
断
に
浸
蝕
す
る
外
的
時
間
に
対
抗
す
る
た
め
に

は
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
外
的
時
間
は
、
作
品
中
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
暗
い
ト
ー
ン
の
言
葉
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
る
。
「
健
康
の
衰
え
や
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(
l
)
 

注

I
a
n
 J
a
c
k
,
'
L^
a
u
r
e
n
c
e
 Sterne," in 
D
r
y
d
e
n
 to J
o
h
n
s
o
n
,
 ed. 
R. L
o
n
s
d
a
l
e
,
 Vol. 4
 
of S
p
h
e
r
e
 History 
o
f
 Literature in the 

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が

ら
そ
の
ほ
か
の
人
の
世
の
禍
い
」
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ピ
ッ
ト
ヘ
の
献
辞
）

瞬
間
か
ら
、

と
か
、
「
私
が
こ
の
地
球
で
は
じ
め
て
息
を
吸
い
こ
ん
だ
そ
の

フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
で
風
に
逆
ら
っ
て
ス
ケ
ー
ト
を
し
た
と
き
に
と
っ
つ
か
れ
た
喘
息
の
お
か
げ
で
ほ
と
ん
ど
息
を
吸
い
こ
む

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
日
に
至
る
ま
で
」
（
第
二
巻
第
五
章
）
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
外
的
時
間
は
や

が
て
自
ら
の
肉
体
を
亡
ぼ
す
「
死
神
」
と
し
て
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
に
迫
っ
て
来
る
（
第
七
巻
）
。
そ
し
て
最
終
巻
で
は
、
あ
る
悲
痛
な
調
子

さ
え
伴
っ
て
い
る
。
「
何
し
ろ
時
は
容
赦
な
く
空
費
さ
れ
て
行
き
ま
す
。
私
が
た
ど
る
一
字
一
字
が
、
い
か
に
急
速
に
私
の
生
命
も
私
の

ペ
ン
の
あ
と
を
追
っ
て
い
る
か
を
告
げ
て
く
れ
る
の
で
す
。
私
に
残
さ
れ
た
そ
こ
ば
く
の
日
数
、

ジ
ェ
ニ
ー
よ
！

そ
こ
ば
く
の
時
間
数
は
、

い
と
し
い

そ
な
た
の
首
に
か
か
っ
た
ル
ビ
ー
の
珠
よ
り
も
な
お
貴
重
な
も
の
な
の
で
、
し
か
も
そ
れ
が
風
の
日
の
軽
い
雲
の
よ

う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
頭
の
上
を
ど
ん
ど
ん
飛
ん
で
行
っ
て
二
度
と
か
え
っ
て
来
な
い
の
で
す
ー
」
（
第
九
巻
第
八
章
）
『
ト
リ
ス
ト
ラ

ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
と
い
う
喜
劇
世
界
に
こ
の
よ
う
な
切
実
な
調
子
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
ス
タ

ラ

イ

フ

ァ

ー

ト

ー
ン
の
生
と
書
く
こ
と
と
が
そ
の
統
一
的
イ
メ
ー
ジ
を
得
る
の
は
こ
の
よ
う
な
個
所
に
お
い
て
こ
そ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
い
得
よ

う
。
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

の
喜
劇
的
世
界
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
ス
タ
ー
ン
の

'life'
と
gart'
と
の
恣
意
的

(20) 

混
沌
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
複
雑
な
相
の
も
と
に
こ
の
よ
う
な
時
間
と
死
の
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
流
れ
て
い

『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
と
い
う
作
品
を
動
か
し
て
ゆ
く
内
的
衝
迫
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

154 



(
N
)
 

(
M
)
 English Language (

L
o
n
d
o
n
 :

 Sphere Books, 1970), p. 
302. 

J
a
m
e
s
 Boswell, Life 

of Johnson 
(London: O

x
f
o
r
d
 Univ. Press, 1969), p.696. 

(
<
W
e
d
n
e
s
d
a
y
,
 20 M

a
r
c
h
 1776>) 

Iト
<
'
n
-
~

:::--~>
-'-R

-11'-"""~ Q
w
菜
知
＃
e
k
ヽ
—
，
ヽ
肱
足
0
2
ド
岱

Sterne:
T
h
e
 Critical Heritage, ed. A

l
a
n
 B. H

o
w
e
s
 

(
L
o
n
d
o
n
 &

 Boston: Routledge &
 K
e
g
a
n
 Paul, 1974) 

'Coleridge o
n
 Sterne'; N

o
.
 125,'Carlyle o

n
 Sterne.' 

e益←
Q
熙
血
櫛
陛
゜

No.104,
℃
harles

L
a
m
b
 o
n
 Sterne'; No.116, 

（ー）照郡詈涵e入ーへk||＾器祓窓挙怜＞

（""") 
D. W

.
 Jefferson, "Laurence 

Sterne," in 
British 

Scribner's Sons, 1980), p. 
124. 

Writers, 
Vol. 

III, 
ed. 

Ian 
Scott-Kilvert 

(
N
e
w
 Y
o
r
k
:
 
Charles 

(l!')) 

(<Cl) 

（t-) 

(00) 

(0-,) 

憐や掘

（日）

(：：：：) 

W
.
 L. 

Cross, 
T
h
e
 Life a

n
d
 Times of Laurence Sterne 

(
N
e
w
 Y
o
r
k
 :

 Russell &
 Russell, 

1967), pp. 353-54. 

W
.
 C. 

Booth, 
T
h
e
 Rhetoric of Fiction 

(Chicago &
 L
o
n
d
o
n
:
 University of Chicago Press, 

1970), p.155. 

R
o
g
e
r
 Fowler, Linguistics a

n
d
 the 

Novel 
(London: Methuen, 1977), p. 

83. 

k
ヽ
―
'
ヽ
苓

‘redundancy'
足
0
2
ド
心
〇
兵
お
溢
鐙
疋

n
心
S
や
蕊
心
2
令
心

2
A
n
迦
瞑
苓
¾
Q
廻
淀
（
俎
S
廿
）
逗
~
~
0

See 

M
e
l
v
y
n
 N
e
w
 a
n
d
 J
o
a
n
 N
e
w
,
 eds., 

T
h
e
 Florida Edition of the 

Works of Laurence Sterne, Vol. II 
(Gainesville: Univ. 

of Florida Press, 
1978),'Appendix one,'p. 844. 

蔑
三
-
-
片
「
Sterne

逗
如

か
咲

囲
閃

鯰
幽

枷
（

匹
1)

-
Tristram S

h
a
n
d
y
娼

駅
口

」
置

ヨ
競

総
恐

腿
く

料
鱈

『
獣

料
嚢

賑』
Vol.

X
X
X
V
I
,
 1963, pp. 215-28. 

C. S. 
Lewis, Studies 

in 
W
o
r
d
s
 
(Cambridge: C

a
m
b
r
i
d
g
e
 Univ. Press, 

1967), pp. 306-12. 

A
 Catalogue of a

 Curious a
n
d
 Valuable Collection of Books A

m
o
n
g
 which are included T

h
e
 Entire Libra

か
of

the 

late 
Reverend a

n
d
 L
e
a
r
n
e
d
 L

A
U
R
E
N
C
E
 S
T
E
R
N
E
,
 A. M

.
 
(Offprint f

r
o
m
 V
o
l
u
m
e
 5, 

Poets a
n
d
 M
e
n
 of Letters in 

ggI 



第三部 「トリストラム・シャンディ』論

(19) 

(18) 

(17 
(16) 

(15) 

(14) 

(13) 

(12) the 
Sale 
Catalogues 
o
f
 Libraries 
of E
m
i
n
e
n
t
 Persons series 
b
y
 C
o
u
r
t
e
s
y
 of M
a
n
s
e
l
l
 a
n
d
 S
o
t
h
e
b
y
 P
a
r
k
e
,
B
e
r
n
e
t
 

デ
カ
ル
ト
の
も
の
は
『
世
界
の
大
思
想
2
1
~デ
カ
ル
ト
』
（
河
出
書
房
新
社
、

D. W
.
 Jefferson,̂
:T
沿
r
a
m
S
h
a
n
d
y
 a
n
d
 i窃

Tradition,"
in F
r
o
m
 D
r
y
d
e
n
 to 
Johnson, ed. Boris Ford, Vol. 4
 
of T
h
e
 

Pelican G
u
i
d
e
 to 
E
滋
r

寄
h
L
i
t
e
r
a
u
r
e
(
H
a
r
m
o
n
d
s
w
o
r
t
h
,
M
i
d
d
l
e
s
e
x
 :
 Pe
n
磨
in
B
o
o
k
s
,
 1
9
6
6
)
,
 
p. 3
3
7
.
 

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
『
詩
論
』
外
山
弥
生
訳
注
（
研
究
社
）
十
三
ー
十
五
頁
。

J
o
h
n
 Traugott, 
Tristram Sluzndy's 
W
o
r
l
d
 
(
N
e
w
 Y
o
r
k
:
 R
u謗
ell
&
 Russell, 1
9
7
0
)
,
 
p. 1
6
.
 

M
a
r
t
i
n
 C. Battestin, 
T
h
e
 Providence of 
W
i
t
 :
 Aspects o
f
 F
o
r
m
 in A
u
g器
tan
Literature a
n
d
 Arts (
L
o
n
d
o
n
 :
 
O
x
f
o
r
d
 

Cf. W
.
 J
a
c
k
s
o
n
 Bate, T
h
e
 B
u
r
d
e
n
 of the Past a
n
d
 the E
n
g
l
娑
P
o
e
t
(
N
e
w
Y
o
r
k
 &
 L
o
n
d
o
n
 :
 
W
.
 W
.
 Norton, 1
9
7
2
)
,
 

p
p
.
 1
2
-
1
3
,
 
et al. 

D
a
v
i
d
 L
o
d
g
e
,
 L
a
n
g
u
a
g
e
 o
f
 Fiction 
(
N
e
w
 Y
o
r
k
 :
 Co
l
u
m
b
i
a
 Univ. Press, 1
9
6
7
)
,
 
p. 4
2
.
 

Fowler, op. 
cit., p
p
.
 7
8
-
8
9
.
 

本
書
第
三
部
第
六
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、

ス
タ
ー
ン
の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
の
純
粋
な
形
式
で
あ
る
S
e
n
t
i
m
e
n
t
a
l
i
s
m
の
型
に
は
二
つ
あ
る
と
思

l

つ
は
第
二
巻
第
十
二
章
で
ト
ウ
ビ
ー
が
「
蠅
」
に
向
か
っ
て
示
す
博
愛
主
義
の
場
面
に
う
か
が
え
る
純
粋
な
も
の
、
も
う
―
つ
は

第
六
巻
第
十
章
の
ル
・
フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
の
死
の
場
面
に
う
か
が
え
る
、
ベ
イ
ソ
ス
ま
た
は
ア
ン
チ
・
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
終
わ
る
と
こ
ろ
の
、

笑
う
べ
き
ば
か
ば
か
し
さ
へ
の
期
待
を
担
わ
さ
れ
た
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
を
今
日
的
な
意
味
で
了
解
す
る
こ
と
は
注

意
を
要
す
る
。

わ
れ
る
。

Univ. Press, 1
9
7
 4)
,
 
p. 2
6
9
.
 

Publications) 

一
九
八
一
年
）
を
参
照
。
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(20) 
J
e
a
n
,
C
l
a
u
d
e
 Salle,̂
A^
 State 
of W
a
r
f
a
r
e
:
 S
o
m
e
 A
s
p
e
c
t
s
 of T
i
m
e
 a
n
d
 C
h
a
n
c
e
 in 
Tristram 
Sho.ndy," in 
Q
u
i
c
k
 

Springs o
f
 Sensè
ed. L
a
r
r
y
 S. 
C
h
a
m
p
i
o
n
 (Athens, G
a
.
:
 Univ. of G
e
o
r
g
i
a
 Press, 1
9
7
4
)
,
 
p. 2
2
0
.
 

157 



第三部 『トリストラム・シャンディ』論

ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン

『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
と
い
う
作
品
に
向
か
い
合
っ
た
時
に
、
読
者
の
感
ず
る
当
惑
と
い
う
も
の
が
ま
ず
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
の
持
つ
外
見
上
の
特
異
性
1

例
え
ば
、
真
っ
黒
く
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
頁
、
作
品
の
筋
の
進
行
を
示
す
奇

妙
な
線
、

ム
チ
を
ふ
る
っ
た
あ
と
を
示
す
螺
旋
状
の
線
、
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
白
紙
の
ま
ま
の
章
、

そ
し
て
ま
だ
ら
模
様
の
頁
、
な

ど
ー
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
む
し
ろ
読
者
が
テ
キ
ス
ト
を
読
み
と
る
行
為
そ
の
も
の
を
反
省
的
に
意
識
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ

う
な
仕
方
で
、
こ
の
物
語
が
進
行
し
て
ゆ
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
理
由
の
一
半
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
作
者

ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
の
方
法
を
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
を
中
心
に
考
え
て
み
た
場
合
、
ま
ず
こ
の
よ
う
な
、
作
者
の
、

対
読
者
意
識
の
横
溢
と
い
う
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
読
者
の
顔
を
の
ぞ
き
込
ん
で
笑
い
を
誘
い
出
そ
う
と
す
る
い
わ
ば
道
化
の

語
り
の
専
行
と
い
う
印
象
で
あ
る
。
ち
な
み
に
ス
タ
ー
ン
の
も
う
―
つ
の
作
品
『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
イ
』

第
八
章
道
化
と
モ
ラ
リ
ス
ト
の
語
り
ス
タ
ー
ン
と
オ
ー
ス
テ
ィ
ン

の
語
り
手
11
主
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ス
タ
ー
ン
は
英
国
国
教
会
の
牧
師
で
あ
っ
た
の
で
、
毎
週
説
教
壇
に
立
っ
て
行
な
う
説
教
の
現
場
の
感
覚
を
作
品
中
に
持
ち
込
ん
で

い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
作
家
と
し
て
の
ス
タ
ー
ン
は
、

存
立
基
盤
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
小
説
家
（
十
八
世
紀
に
お
い
て
は
、

む
し
ろ
小
説
と
い
う
形
式
の

ĥistorian'
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
る
）
が
登
場
人
物
の
生
涯
ま
た
は
半
生
を
、
八
語
り
手
＞
を
使
っ
た
り
、
あ
る
い
は
八
自
伝
＞
の
よ

ス
ト
ー
リ
ー
・
テ
リ
ン
グ

う
な
形
で
物
語
る
、
と
い
う
基
本
的
な
八
物
語
り
＞
の
パ
タ
ー
ン
は
、
ス
タ
ー
ン
の
時
代
に
は
す
で
に
出
来
上
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
れ
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
れ
主
人
公
の
運
命
の
八
前
進
的
発
展
＞
と
八
成
功
＞
八
調
和
＞
八
完
結
＞
と
い
っ
た
概
念
を
、

作
品
を
書
く
時
の
対
象
概
念
と
し
て
、
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
を
こ
れ
ら
の
概
念
の
実
現
化
に
向
け
て
構
成
し
て
ゆ
く
と
い
う
基
本
的
パ
タ

ー
ン
で
あ
る
が
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

の
場
合
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
こ
れ
ら
の
概
念
は
お
お
む
ね
逆
方
向
を
向
い
て
、

主
人
公
の
八
前
進
＞
と
い
う
よ
り
は
八
後
退
＞
を
、
八
成
功
＞
と
い
う
よ
り
は
八
失
敗
＞
を
、
八
完
結
＞
と
い
う
よ
り
は
八
未
完
結
＞

の
方
を
、
喜
劇
的
意
識
と
と
も
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
通
常
の
物
語
り
の
基
本
的
パ
タ
ー
ン
は
、

ス
タ
ー
ン

の
過
度
に
わ
た
る
八
脱
線
＞
の
方
法
や
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
流
の
エ
セ
ー
ふ
う
の
章
構
成
の
方
法
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
、
攪
乱
さ
れ
て
、
中

心
の
筋
が
何
で
あ
る
の
か
、
わ
き
筋
が
何
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
常
識
的
な
読
者
の
期
待
は
裏
切
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
ス
タ
ー
ン
流
の

プ
ロ
ッ
ト
構
成
は
、
例
え
ば
、
作
中
頻
出
す
る
卑
猥
な
も
の
に
対
す
る
暗
示
や
好
色
趣
味
と
取
ら
れ
か
ね
な
い
部
分
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・

(
1
)
 

に
当
た
る
部
分
が
、
小

ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
言
っ
た
例
の

'
s
o
m
e
t
h
i
n
g
o
d
d
'
(
『
ジ
ョ
ン
ソ
ン
伝
』

一
七
七
六
年
三
月
二
十
日
水
曜
日
付
）

説
作
法
の
通
例
の
ル
ー
ル
通
り
に
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
と
い
う
も
の
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

人
公
の
原
イ
メ
ー
ジ
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
道
化
ヨ
リ
ッ
ク
で
あ
る
。

そ
れ
自
体
が
存
在
を
主
張
す
る
よ
う
な

'novelist'
と
い
う
よ
り
は
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仕
方
で
、

い
わ
ば
部
分
が
そ
れ
自
体
で
全
体
で
あ
る
よ
う
な
仕
方
で
描
か
れ
る
た
め
に
、
読
者
に
は
そ
の
猥
雑
な
部
分
の
み
が
際
立
っ

し
か
も
そ
う
い
う
場
合
の
ス
タ
ー
ン
の
描
写
の
仕
方
は
、
人
物
の
日
常
的
行
動
あ
る
い
は
反
応
の
細
部
に
い
た
る
ま
で
こ
と
細
か
く

リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
描
写
が
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
な
れ
ば
な
る
だ
け
、

の
エ
ク
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
印
象
が
強
ま
る
、

つ
ま
り
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
忠
実
な
、
誠
実
な
語
り
が
、
そ
の
分
だ
け
語
り
の
対
象

た
る
シ
ャ
ン
デ
ィ
家
の
人
物
た
ち
の
奇
矯
さ
と
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
あ
ば
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
読
者
は
そ
う
し
た
場
合
あ
ば
か
れ

る
現
場
の
立
会
人
で
あ
っ
た
り
、
そ
れ
以
上
に
語
り
の
方
向
を
決
定
づ
け
る
よ
う
な
問
い
を
読
者
自
ら
が
役
割
と
し
て
期
待
さ
れ
る
と

い
っ
た
関
係
に
立
た
さ
れ
る
。
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
に
お
け
る
読
者
は
単
に
傍
観
者
・
見
物
人
で
あ
る
こ
と
が
許
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
小
説
の
中
で
述
べ
ら
れ
る
人
物
た
ち
の
経
験
に
対
す
る
読
者
の
距
離
が
一
定
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
読

者
は
殆
ど
つ
ね
に
サ
ス
ペ
ン
ス
の
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

誘
引
さ
れ
る
よ
う
な
関
係
を
半
ば
強
い
ら
れ
る
た
め
に
人
物
に
対
す
る
一
定
の
距
離
を
保
つ
こ
と
が
出
来
に
く
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば

こ
れ
を
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
』
や
『
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
旅
行
記
』

て
印
象
に
残
る
と
い
っ
た
具
合
に
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
読
者
は
、
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
語
っ
て
い
る
現
場
へ

の
語
り
と
比
べ
て
み
れ
ば
、

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
場
合
の
、
喜
劇
的

世
界
の
宰
領
者
と
し
て
の
語
り
手
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
と
読
者
と
の
関
係
、
ま
た
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
場
合
、

そ
れ
だ
け
登
場
人
物

ガ
リ
ヴ
ァ
ー
船
長
の
、
理
性

的
判
断
を
基
準
と
し
て
異
質
・
異
様
な
世
界
の
事
件
を
一
定
し
た
リ
ズ
ム
で
語
っ
て
ゆ
く
そ
の
語
り
と
読
者
と
の
関
係
が
、

い
ず
れ
も

い
わ
ば
健
全
な
隣
人
と
の
関
係
の
よ
う
に
安
定
し
て
い
る
こ
と
と
、
明
ら
か
な
対
照
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(2) 

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
場
合
の
「
読
者
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
示
す
例
を
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
』
第
九
巻
第
七
章
冒
頭
に
見
て
み
よ
う
。
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を
終
わ
り
た
い
と
思
う
。

主
人
公
ト
ム
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
が
、
悪
漢
ノ
ー
ザ
ト
ン
の
悪
だ
く
み
の
手
に
落
ち
た
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
夫
人
の
危
急
を
救
っ
て
や
っ
た
と

＞ヽつ
~
 ＞ヽ

そ
の
話
を
述
べ
る
と
こ
ろ
の
冒
頭
部
分
の
語
り
で
あ
る
。
文
中
、
「
あ
の
よ
う
な
状
況
」
と
い
う
の
は
、

悪
党
に
襲
わ
れ
よ
う
と
し
た
場
面
で
あ
る
。

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
語
り
手
が
期
待
し
て
い
る
「
読
者
」
（
妥
s
o
m
e
of o
u
r
 readers') 

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
こ
と
に
第
三
段
落
に
み
る
よ
う
な
、
健
全
で
世
俗
的
な
一
般
市
民
で
あ
る
。

造
化
の
神
は
一
々
の
人
間
を
造
る
の
に
決
し
て
好
奇
心
と
虚
栄
心
の
一
定
麓
を
配
分
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

間
誰
し
も
、
何
の
巧
み
も
苦
痛
も
な
く
押
え
た
り
隠
し
た
り
出
来
る
程
に
好
奇
心
も
虚
栄
心
も
僅
か
し
か
貰
つ
て
居
ら
ぬ
と
い
う

者
も
な
い
だ
ろ
う
。
ー
~
た
だ
人
は
多
少
と
も
賢
い
或
は
育
ち
が
よ
い
と
言
わ
れ
る
事
を
願
う
な
ら
、
是
非
と
も
こ
の
押
え
た
り

さ
れ
ば
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
も
営
然
育
ち
の
よ
い
男
の
名
に
値
す
る
者
と
し
て
、

て
営
然
感
じ
た
に
違
い
な
い
好
奇
心
を
押
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
成
程
最
初
は
こ
の
婦
人
に
一
寸
鎌
を
か
け
て
も
見
た
が
、
し
か
し

女
が
一
所
懸
命
説
明
を
避
け
る
様
子
を
認
め
る
と
、
彼
は
無
知
の
ま
ま
で
満
足
し
た
。
ど
う
や
ら
女
が
赤
面
せ
ず
に
は
一
部
始
終

を
語
り
得
な
い
よ
う
な
事
情
が
あ
る
ら
し
い
と
い
う
気
も
し
た
の
で
、
余
計
そ
う
い
う
態
度
に
出
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
読
者
の
中
に
は
そ
う
い
う
煮
え
切
ら
な
い
態
度
で
は
我
慢
が
な
ら
な
い
と
い
う
仁
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
我
等
と
し

て
は
皆
さ
ん
の
御
満
足
を
こ
そ
願
う
わ
け
で
、

隠
し
た
り
が
心
要
な
の
で
あ
る
。

ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
夫
人
が

さ
れ
ば
と
て
人

ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
夫
人
を
あ
の
よ
う
な
状
況
に
発
見
し

そ
こ
で
並
々
な
ら
ぬ
苦
労
を
し
て
事
の
真
実
を
突
止
め
た
。
そ
れ
を
語
つ
て
本
巻
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い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

間
隙
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
の
語
り
そ
の
も
の
は
、

『
ト
ム
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
』

一
般
読
者
の
理
性
的
判
断
に
訴
え
る
と
い
う
調
子
で
一
貫
し
て

の
開
巻
冒
頭
の
、
「
作
者
」
と
い
う
も
の
は
「
料
理
店
の
主
人
」
の
如
き
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
従

っ
て
「
読
者
」
は
テ
ー
プ
ル
で
料
理
を
待
つ
お
客
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
、
こ
の
個
所
で
も
一
貫
し
て
い
る
と
い
え
る
。

作
品
世
界
を
統
括
す
る
陽
気
な
主
人
と
し
て
の
語
り
手
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
存
在
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
。

ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ほ
ど
の
具
体
化
さ
れ
た
読
者
像
は
期
待
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、

ス
ウ
ィ
フ
ト
の
場
合
、

フ

そ
れ
は
『
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
旅
行
記
』
が
レ
ミ
ュ
エ
ル
・

ガ
リ
ヴ
ァ
ー
氏
の
航
海
の
叙
述
を
も
う
一
人
の
八
編
集
者
＞
リ
チ
ャ
ー
ド
・
シ
ン
プ
ソ
ン
某
が
修
正
し
て
、
世
の
「
一
般
読
者
」
に
提

供
す
る
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
作
者
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
、
語
り
手
11
主
人
公
で
あ
る
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
と
「
一
般

読
者
」
の
間
に
、
第
二
の
書
き
手
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
一
般
読
者
」
に
対
す
る
鞘
晦
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
ガ
リ
ヴ
ァ

ー
が
ヤ
フ
ー
（
つ
ま
り
人
間
一
般
）

と
つ
き
合
う
こ
と
を
嫌
悪
し
て
彼
我
の
間
に
距
離
を
置
い
た
よ
う
に
、
作
者
と
読
者
の
間
に
或
る

ス
タ
ー
ン
の
場
合
、
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
に
つ
い
て
は
、
従
来
例
え
ば
ウ
ェ
イ
ン
・
ブ
ー
ス
の
言
う
八
自
意
識
的
語
り
手
>
(self, 

(
3
)
 

conscious narrator)
と
す
る
説
が
あ
り
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
八
自
意
識
の
道
化
＞
と
し
て
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
を
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
。
ま
た
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ァ
ウ
ラ
ー
の
よ
う
に
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
を
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
や
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
、
ホ
ー
ル
デ
ン
・
コ

ー
ル
フ
ィ
ー
ル
ド
、

ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ー
・
フ
ィ
ン
と
い
う
よ
う
な
八
語
り
手
に
し
て
主
人
公
＞
と
同
列
に
置
い
て
、

ト
リ
ス
ト
ラ
ム
を

八
告
白
的
語
り
手
>
(confessional narrator)
と
規
定
す
る
こ
と
も
有
効
な
と
ら
え
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
語
り
手
ト
リ
ス
ト

ラ
ム
が
殆
ど
つ
ね
に
八
語
っ
て
ゆ
く
自
分
＞
と
い
う
も
の
を
読
者
の
前
に
さ
ら
け
出
す
よ
う
に
し
て
、
そ
の
語
り
の
行
為
そ
の
も
の
を
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意
識
の
前
面
に
押
し
出
す
や
り
方
を
考
え
れ
ば
、
プ
ー
ス
の
規
定
も
フ
ァ
ウ
ラ
ー
の
規
定
も
共
に
正
確
に
そ
の
特
徴
の
一
端
を
と
ら
え

し
か
し
、
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
そ
の
人
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
わ
れ
わ
れ
が
具
体
的
に
つ
か
も
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
際
あ
る
種

の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
関
係
を
八
語
り
手
＞
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
と
八
主
人
公
＞
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
間
に
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
先
の
モ
ル
・
フ
ラ
ン
ダ
ー
ズ
以
下
の
主
人
公
た
ち
の
語
る
冒
険
談
に
は
、
主
人
公
た
ち
の
社
会
性
な
い
し
は
現
実
性

ア
ン
タ
ゴ
ニ
ス
ト

を
保
証
す
る
よ
う
な
相
手
の
存
在
ま
た
は
そ
の
周
囲
の
社
会
の
客
観
化
と
い
う
こ
と
が
描
写
の
中
に
入
り
込
ん
で
、
わ
れ
わ
れ
は
主

人
公
の
存
在
感
を
失
う
こ
と
な
く
、
語
り
手
の
語
り
に
い
わ
ば
身
を
ま
か
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。
語
り
手
と
読
者
の
間
に
は
一
定
し
た

間
隔
が
保
た
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
し
か
し
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
場
合
、
彼
は
主
人
公
た
る
自
分
の
社
会
的
存
在
と
し
て
の
在
り

方
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
か
、
ま
た
作
者
ス
タ
ー
ン
は
主
人
公
の
現
実
社
会
的
存
在
と
し
て
の
保
証
を
与
え
て
い
る
か
ど
う
か
、
疑
問

と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
語
り
の
横
溢
の
か
げ
に
主
人
公
の
身
体
性
も
社
会
性
も
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な

印
象
が
あ
る
。
身
体
性
と
い
う
点
で
み
れ
ば
、
例
え
ば
第
九
巻
第
二
十
四
章
で
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
「
批
評
家
の
攻
撃
と
は
無
関
係
の
ほ

ん
も
の
の
熱
病
に
お
そ
わ
れ
て
、
ざ
っ
と
八
十
オ
ン
ス
ば
か
り
の
血
を
こ
の
週
と
ら
れ
た
」
と
い
う
ふ
う
に
語
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

主
人
公
の
肉
体
的
条
件
の
一
貫
性
の
中
で
出
て
き
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
作
者
ス
タ
ー
ン
自
身
の
そ
の
時
の
肉
体
的
条
件
が

そ
の
よ
う
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
作
者
は
つ
ま
り
自
己
に
と
ら
わ
れ
て
主
人
公
を
客
体
化
で
き
な
い
ま
ま
ト
リ
ス
ト

ラ
ム
の
造
形
に
あ
た
っ
て
い
る
訳
で
、

ス
タ
ー
ン
の
自
己
自
身
と
主
人
公
と
の
間
の
距
離
は
無
き
に
等
し
い
。
あ
る
い
は
そ
の
間
に
一

貫
し
た
距
離
感
覚
が
保
た
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
と
い
う
作
品
に
つ
い
て
よ
く
い
わ
れ
る
「
混

て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
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る。 乱
」
の
印
象
の
原
因
の
―
つ
は
こ
の
よ
う
な
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

に
お
け
る
作
者
と
語
り
手
と
の
関
係
が
そ
の
よ
う
に
云
わ
ば
融
合
し
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ

の
語
り
が
も
う
一
人
の
仮
想
の
八
読
者
＞
を
作
品
中
に
ひ
き
入
れ
る
仕
方
も
ま
た
別
の
融
合
の
パ
タ
ー
ン
を
示
す
と
い
え
る
も
の
で
あ

こ
こ
に
言
う
も
う
一
人
の
読
者
と
は
、

ス
タ
ー
ン
の
語
り
が
生
み
出
す
新
し
い
読
者
で
あ
っ
て
、
半
ば
登
場
人
物
化
し
た
読
者
、
前

章
で
も
述
べ
た
「
半
読
者
」
と
も
い
う
べ
き
存
在
で
あ
る
。
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
全
九
巻
の
中
で
こ
の
「
半
読
者
」
が
登

場
す
る
場
面
は
そ
れ
ほ
ど
多
い
訳
で
は
な
い
の
で
は
あ
る
が
、

ス
タ
ー
ン
の
対
読
者
意
識
の
横
溢
を
示
す
も
っ
と
も
良
い
例
が
、
こ
の

「
半
読
者
」
の
存
在
で
あ
り
、
こ
れ
が
ス
タ
ー
ン
の
野
放
図
な
語
り
の
も
っ
と
も
大
き
な
特
質
を
な
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

開
巻
勢
頭
第
一
章
を
例
に
あ
げ
て
み
よ
う
。

私
め
の
切
な
願
い
は
、
今
さ
ら
か
な
わ
ぬ
こ
と
な
が
ら
、
私
の
父
か
母
か
ど
ち
ら
か
が
、

も
等
し
く
そ
う
い
う
義
務
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
か
ら
、
な
ろ
う
こ
と
な
ら
父
と
母
の
双
方
が
、
こ
の
私
と
い
う
も
の
を
し
こ
む
と

き
に
、
も
っ
と
自
分
た
ち
の
し
て
い
る
こ
と
に
気
を
配
っ
て
く
れ
た
ら
な
あ
、

と
申
す
よ
り
も
こ
の
場
合
は
両
方
と

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
…
…
（
中
略
）

I

よ

ろ
し
い
で
す
か
、
善
良
な
お
方
々
、
こ
れ
は
皆
さ
ん
の
多
く
が
お
考
え
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
ほ
ど
そ
れ
ほ
ど
下
ら
な
い
問
題
で
は

あ
り
ま
せ
ん
ぞ
1

あ
な
た
方
は
む
ろ
ん
動
物
精
気
の
こ
と
を
お
聞
き
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
う
ー
そ
の
精
気
が
父
か
ら

子
、
子
か
ら
ま
た
そ
の
子
、
と
い
う
風
に
伝
え
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
や
ら
、
そ
の
他
そ
う
い
う
類
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
御
存
じ
に
ち
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に
は
別
に
何
と
も
。

が
い
な
い
。
1
そ
こ
で
、
こ
れ
だ
け
は
信
用
し
て
き
い
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
人
間
の
分
別
も
無
分
別
も
、
人
間
が
こ

の
世
で
成
功
す
る
の
も
や
り
そ
こ
な
い
を
す
る
の
も
、
そ
の
十
中
九
ま
で
は
、
も
と
は
と
い
え
ば
こ
の
動
物
精
気
の
動
き
や
は
た

ら
き
、
精
気
が
ど
う
い
う
通
り
道
を
与
え
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
き
ま
る
の
で
す
ぞ
。
…
…
（
中
略
）
…
…

「
ね
え
、
あ
な
た
」
私
の
母
が
申
し
た
の
で
す
。
「
あ
な
た
時
計
を
ま
く
の
を
お
忘
れ
に
な
っ
た
の
じ
ゃ
な
く
て
？
」
ー
ー
_
「
い

や
は
や
、
呆
れ
た
も
ん
だ
！
」
父
は
さ
け
び
ま
し
た
。
さ
け
び
声
は
あ
げ
な
が
ら
も
、
同
時
に
そ
の
声
を
あ
ま
り
大
き
く
し
な
い

よ
う
に
気
を
つ
け
て
は
い
ま
し
た
ー
「
天
地
創
造
の
時
こ
の
か
た
、

あ
っ
た
ろ
う
か
？
」
え
？

何
だ
っ
て
？

つ
ま
り
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
邸

つ

か
り
に
も
こ
ん
な
馬
鹿
な
質
問
で
男
の
腰
を
折
っ
た
女
が

君
の
お
や
じ
さ
ん
は
何
て
言
っ
た
ん
だ
っ
て
？
ー
ぃ
ぇ
、
そ
れ
だ
け
で
す
、
ほ
か

ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
父
親
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
氏
が
シ
ャ
ン
デ
ィ
夫
人
の
時
計
の
ネ
ジ
云
々
の
質
問
で
腰
を
折
ら
れ
る
こ
の
場

面
に
出
て
く
る
、
誰
の
も
の
か
分
か
ら
ぬ
声
、
す
な
わ
ち
'
P
r
a
y
,
w
h
a
t
 w
a
s
 y
o
u
r
 father s
a
y
i
n
g
?
'
と
云
っ
て
い
る
人
物
が
、

ま
り
問
題
の
「
半
読
者
」
で
あ
る
。
こ
の
声
は
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
相
手
を
し
て
い
る
誰
か
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
こ
の

相
手
に
向
か
っ
て
、
自
分
の
父
親
と
母
親
の
寝
床
で
の
会
話
を
聞
か
せ
て
や
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
そ
し
て
父
親
ウ
ォ
ル
タ
ー
が
妻
の

突
拍
子
も
な
い
質
問
I
^
P
r
a
y
,
m
y
 De
a
r
,
 ••• 

h
a
v
e
 y
o
u
 n
o
t
 forgot to w
i
n
d
 u
p
 the c
l
o
c
k
?
'
1
に
呆
れ
て
、
そ
れ
で
も

自
制
し
つ
つ
小
さ
く
叫
び
声
を
あ
げ
た
時
、
そ
の
ト
ー
ン
を
ま
ね
て
小
さ
い
声
で
T
^
D
i
d
ever w
o
m
a
n
,
 since the creation of the 

world, interrupt a
 m
a
n
 w
i
t
h
 s
u
c
h
 a
 silly question ?
"
と
言
っ
た
訳
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
、
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に
よ
っ
て
作
品
の
中
へ
呼
び
入
れ
ら
れ
た
半
読
者
は
、

か
け
ら
れ
る
「
善
良
な
お
方
々
」

('good
folks') 

る
の
で
あ
っ
て
、

ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
声
が
小
さ
く
て
聞
こ
え
な
い
の
で

'Pray,
w
h
a
t
 w
a
s
 y
o
u
r
 

father saying?'
と
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
に
訊
き
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
半
読
者
は
、
こ
の
冒
頭
の
章
に
お
い
て
最
初
に
呼
び

の
中
の
一
人
が
語
り
手
と
の
対
話
の
相
手
と
し
て
呼
び
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

そ
の
調
子
に
唐
突
な
感
じ
が
伴
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
対
話
を
成
立
せ
し
め
る
シ
チ
ュ
エ
イ
シ
ョ

ン
は
作
者
に
よ
っ
て
前
以
て
計
算
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
こ
の
場
面
で
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が
こ
の
半
読
者
に
期
待
し
た
役
割
は
、

自
分
の
両
親
が
自
分
を
こ
の
世
の
中
に
生
み
出
す
も
と
に
な
っ
た
当
の
行
為
の
現
場
の
再
現
に
立
ち
合
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
半
読
者
の
向
こ
う
側
に
い
る
一
般
読
者
の
存
在
を
さ
ら
に
語
り
手
の
方
へ
近
づ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ

冒
頭
に
つ
づ
く
第
二
章
は
、
こ
の
半
読
者
す
な
わ
ち
半
登
場
人
物
の
語
る
「
ー
~
そ
れ
じ
ゃ
、
君
、

る
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
こ
れ
を
受
け
て
言
う
。

そ
れ
だ
け
の
お
母
さ
ん
の
問
い

だ
っ
た
の
な
ら
、
別
に
よ
い
も
悪
い
も
何
も
な
い
と
わ
し
は
思
う
が
な
あ
」
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
議
論
の
展
開
を
見
る
こ
と
に
な

|
T
h
e
n
 let 
m
e
 tell 
you, Sir, 
it 
w
a
s
 a
 ve
r
y
 u
n
s
e
a
s
o
n
a
b
l
e
 question at least,ー
ー

ー

b
e
c
a
u
s
e
it 
scattered a
n
d
 

dispersed the 
a
n
i
m
a
l
 spirits, 
w
h
o
s
e
 business it 
w
a
s
 to 
h
a
v
e
 escorted 
a
n
d
 g
o
n
e
 hand'in,hand w
i
t
h
 the 

H
O
M
U
N
C
U
L
U
S
,
 a
n
d
 c
o
n
d
u
c
t
e
d
 h
i
m
 safe to the place destined for his reception. 
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こ
の
場
合
半
読
者
は
'Sir'
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
お
り
、
先
の
返
答
の
具
合
か
ら
見
て
こ
れ
は
い
わ
ば
世
間
一
般
を
代
表
す
る
よ
う
な

常
識
人
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
、
そ
の
世
間
ふ
つ
う
の
人
物
を
相
手
に
、
世
間
ふ
つ
う
の
よ
う
に
は
ゆ
か

な
か
っ
た
自
分
の
人
生
の
、
そ
も
そ
も
の
出
発
点
に
お
け
る
災
難
を
訴
え
る
の
で
あ
る
。

介
入
が
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
生
涯
の
始
ま
り
に
お
け
る
失
敗
を
喜
劇
的
に
う
か
び
あ
が
ら
せ
る
と
い
う
仕
組
み
が
こ
こ
に
働
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
冒
頭
第
一
、
二
章
で
出
て
来
た
こ
の
半
読
者
は
、
第
四
章
で
は
別
の
人
物
に
変
わ
っ
て
出
て
来
て
い
る
。
半
読
者
は
ト
リ

ス
ト
ラ
ム
の
語
り
の
向
き
に
よ
っ
て
呼
び
出
さ
れ
る
相
手
が
異
な
る
存
在
で
あ
る
。
第
四
章
の
場
合
、

け
ら
れ
る
仮
想
の
相
手
で
あ
る
。
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が
、
父
の
「
手
帳
」
の
メ
モ
に
よ
っ
て
自
分
が
懐
胎
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
期
日
を
さ
が

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
呼
び
出
さ
れ
た
相
手
は
「
ー
一
っ
う
か
が
い
ま
す
が
、
あ
な
た
、
あ
な
た
の
お
父
さ
ま
は
、
十
二
月
、

月
、
二
月
と
い
う
間
は
一
体
ど
う
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
の
？
」
と
訊
ね
る
。
そ
れ
に
対
す
る
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
答
え
_
—
ー
「
そ

れ
は
、
奥
さ
ま
1

父
は
そ
の
頃
は
ず
う
っ
と
坐
骨
神
経
痛
に
苦
し
ん
で
、
ま
っ
た
＜
立
つ
能
わ
ず
だ
っ
た
の
で
す
。
」
こ
の
場
に
先
立

つ
話
題
は
、

シ
ャ
ン
デ
ィ
夫
人
の
頭
の
中
で
時
計
の
ネ
ジ
を
ま
く
行
為
と
他
の
「
用
事
」
と
が
不
可
避
的
に
結
び
つ
く
に
至
っ
た
訳
（
こ

こ
に
は
あ
き
ら
か
に
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
「
観
念
連
合
説
」
が
喜
劇
的
意
図
の
も
と
に
援
用
さ
れ
て
い
る
）
を
述
べ
て
、

ホ
ー
ル
に
お
い
て
時
計
の
ネ
ジ
を
シ
ャ
ン
デ
ィ
氏
が
ま
く
の
は
決
ま
っ
て
「
月
の
第
一
日
曜
の
夜
」
で
あ
っ
て
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
懐

胎
の
時
も
そ
の
夜
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
を
同
時
に
あ
き
ら
か
に
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
続
き
の
部
分
で
先
の
＾

Madam'

の
言
葉
が
出
て
く
る
訳
で
、

一
般
常
識
人
と
し
て
仮
想
さ
れ
た
半
読
者
の

そ
れ
は
「
奥
さ
ま
」
と
呼
び
か

シ
ャ
ン
デ
ィ
・

そ
の
問
い
か
け
の
言
葉
に
何
と
な
く
性
的
な
ほ
の
め
か
し
が
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
場

合
の
半
読
者
に
は
、
性
的
な
も
の
の
暗
示
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
導
入
す
る
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
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度
前
の
章
に
も
ど
っ
て
、
十
九
章
全
体
を
読
み
返
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

第
二
十
章
の
冒
頭
の
場
合
、
同
様
に
＾

Madam'
と
呼
び
か
け
る
と
は
言
っ
て
も
、
そ
の
表
出
の
仕
方
は
多
少
諷
刺
的
で
あ
る
。
こ
こ

一
般
に
身
を
入
れ
て
書
物
を
読
む
こ
と
を
し
な
い
読
者
に
対
し
て
苦
言
を
呈
す
る
と
い
う
形
で
＾

Madam'
が
作
中
に
呼
び
込

ま
れ
る
。
そ
の
対
話
を
見
て
み
よ
う
。

|
ど
う
し
て
ま
あ
奥
さ
ま
、
あ
な
た
は
す
ぐ
前
の
章
を
そ
ん
な
に
う
わ
の
空
で
読
ん
で
い
ら
し
た
の
で
す
？
・

ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
は
な
か
っ
た
と
、
申
し
上
げ
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
0

-
—
ー
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
す
っ
てI
.

お
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
わ

I.1失
礼
で
す
が
奥
さ
ま
、
も
う
一
度
は
っ
き
り
申
し
上
げ
ま
す
。
私
は
そ
の
こ
と
を
、
す
く
な
く

と
も
そ
こ
の
言
葉
か
ら
直
接
推
定
で
き
る
程
度
に
は
は
っ
き
り
と
、
申
し
上
げ
て
お
い
た
は
ず
で
す
。
ー
|
'
そ
れ
じ
ゃ
私
、

じ
ゃ
眠
っ
て
い
た
ん
だ
わ
、

そ
ん
な
こ
と
は
、

で
は
、

き
っ
と
。
ー
|
'
そ
ん
な
逃
げ
口
上
は
奥
さ
ま
、
私
の
自
尊
心
が
ゆ
る
せ
ま
せ
ん
。
ー
|
'
そ
れ
じ
ゃ
、

一
言
だ
っ
て
記
憶
が
な
く
っ
て
よ
、
本
当
の
と
こ
ろ
゜
ー
だ
か
ら
そ
れ
を
、
奥
さ
ま
、
奥
さ
ま
の
責
任
だ
と

申
す
の
で
す
。
そ
こ
で
そ
の
罰
と
し
て
、
今
す
ぐ
、
と
い
う
こ
と
は
こ
の
文
章
の
切
れ
目
の
と
こ
ろ
に
辿
り
着
き
次
第
、
も
う
一

こ
こ
で
は
一
般
読
者
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
側
も
、
読
む
と
い
う
行
為
を
否
応
な
し
に
意
識
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
一
節

が
含
ま
れ
て
い
る
前
後
の
主
題
は
、

ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
「
命
名
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、

ー
ジ
ほ
ど
抜
か
し
て
読
ん
だ
の
か
し
ら
?
|
|
＇
い
い
え
奥
さ
ま
、

そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
の
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
の
途

一
語
だ
っ
て
抜
か
し
て
な
ん
か
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
。
1

ペ

そ
ん
な
こ
と
は

私
の
母
は
カ
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う
な
が
す
よ
う
な
役
目
を
果
た
し
て
い
る
の
は
前
と
同
様
で
あ
る
。

中
に
こ
の
よ
う
に
脱
線
的
な
読
者
論
を
持
ち
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
時
ス
タ
ー
ン
は
、
作
品
世
界
か
ら
読
者
の
側
の
現
実
の
世
界
へ
い

わ
ば
身
を
の
り
出
し
て
読
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
物
語
り
の
流
れ
と
い
う
も
の
が
読
者
の

頭
の
中
に
作
り
だ
す
で
あ
ろ
う
調
和
的
リ
ズ
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
中
断
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

ン
は
そ
の
危
険
を
独
自
の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
感
覚
に
よ
っ
て
克
服
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
場
合
そ
の
感
覚
は
女
性
諷
刺
の
形
を
と

っ
た
ヒ
ュ
ー
マ
ー
で
あ
る
。
た
だ
し
ス
タ
ー
ン
の
女
性
諷
刺
は
、
例
え
ば
シ
ャ
ン
デ
ィ
夫
人
が
殆
ど
自
己
と
い
う
も
の
を
持
た
ず
、

ャ
ン
デ
ィ
氏
の
議
論
に
た
だ
鶏
鵡
返
し
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
シ
ャ
ン
デ
ィ
氏
の
議
論
の
空
し
さ
を
雄
弁
に
伝
え
る
こ
と
に
な

る
、
と
い
っ
た
形
で
男
性
の
側
に
も
そ
の
力
が
波
及
す
る
類
い
の
も
の
で
あ
り
、

ス
タ
ーシ

ス
タ
ー
ン
の
心
性
は
ど
ち
ら
か
に
傾
く
と
い
っ
た
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
決
定
す
る
も
の
は
む
し
ろ
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
八
語
り
＞
が
向
か
う
方
向
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ち
な

み
に
こ
の
第
二
十
章
の
後
の
方
は
叔
父
ト
ウ
ビ
ー
が
ナ
ミ
ュ
ー
ル
の
戦
い
で
「
鼠
誤
部
」
を
負
傷
し
た
話
へ
と
続
き
、
こ
れ
が
第
九
巻

に
お
い
て
ウ
ォ
ド
マ
ン
末
亡
人
の
頭
を
占
領
す
る
性
的
な
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
ヘ
と
変
わ
っ
て
ゆ
く
と
い
っ
た
連
続
性
が
成
立
し
て
い
る

故
に
、
第
一
巻
第
二
十
章
で
作
中
に
呼
び
入
れ
る
相
手
と
し
て
は
男
性
で
あ
る
よ
り
も
女
性
で
あ
る
方
が
性
的
な
も
の
の
暗
示
の
体
現

者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
第
二
十
章
で
の
ナ
ミ
ュ
ー
ル
の
戦
い
の
エ
ビ
ソ
ー
ド
は
、
次
の
第
二
十
一
章
に
も
ひ
き
つ
づ

い
て
、
や
は
り
＾

Madam'
が
半
読
者
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

'Madam'
の
言
葉
が
さ
ら
に
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
言
葉
を

以
上
の
他
に
、
半
読
者
像
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
姿
を
変
え
て
い
る
か
を
か
い
つ
ま
ん
で
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
第
二
巻
第
二
章
に
お
け

る
「
批
評
家
」

('Sir
Critic')

で
あ
る
場
合
、
同
じ
く
第
二
巻
第
九
章
の
ス
ロ
ッ
プ
医
師
落
馬
事
件
に
顔
を
出
す
＾
Sir'
某
氏
。
同
巻
第
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十
二
章
に
お
け
る
或
る
人
物
。
彼
は
、

お
産
で
苦
し
む
シ
ャ
ン
デ
ィ
夫
人
を
前
に
長
広
舌
を
ふ
る
う
叔
父
ト
ウ
ビ
ー
に
対
し
て
ウ
ォ
ル

タ
ー
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
氏
が
当
の
ト
ウ
ビ
ー
の
道
楽

(
'
h
o
b
b
y
horse') 
に
つ
い
て
ケ
チ
を
つ
け
る
と
こ
ろ
で
顔
を
出
し
て
1
'
P
r
a
y
,

Sir, 
w
h
a
t
 s
a
i
d
 h
e
?ー

H
o
w
d
i
d
 h
e
 b
e
h
a
v
e
?
'
と
訊
ね
る
。
こ
の
場
面
の
直
前
に
は
良
く
知
ら
れ
た
「
ト
ウ
ビ
ー
と
ハ
エ
の
一

件
」
が
あ
り
、
こ
の
後
に
は
、
ケ
チ
を
つ
け
ら
れ
た
方
の
ト
ウ
ビ
ー
と
ケ
チ
を
つ
け
た
方
の
ウ
ォ
ル
タ
ー
と
の
間
に
、
言
葉
よ
り
も
真

心
の
こ
も
っ
た
表
情
に
よ
っ
て
和
解
が
生
み
出
さ
れ
る
場
面
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
こ
の
半
読
者
は
そ
の
和
解
と
い
う
事
態

こ
の
後
第
三
巻
第
三
章
の
最
後
で
一
言
1

'

I
d
i
d
 n
o
t
 a
p
p
r
e
h
e
n
d
 y
o
u
r
 u
n
c
l
e
 T
o
b
y
 w
a
s
 o'horseback.'
と
、
単
に
合
の
手

を
入
れ
る
と
い
っ
た
程
度
の
や
り
と
り
を
す
る
相
手
と
し
て
出
て
来
た
り
、
第
七
巻
第
三
十
七
章
で
は
読
者
そ
の
も
の
が
半
読
者
と
な

る
こ
と
が
語
り
手
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
た
り
す
る
。
即
ち
こ
こ
で
は
わ
ざ
と
ブ
ラ
ン
ク
が
設
け
て
あ
り
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
、
「
こ
こ
は

空
白
の
ま
ま
、
あ
け
て
お
き
ま
す
か
ら
、
読
者
は
何
な
り
と
一
番
使
い
な
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
罵
り
文
句
を
こ
こ
に
吐
き
捨
て
て
下
さ

半
読
者
の
登
場
の
例
を
総
体
的
に
見
る
と
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
全
九
巻
の
う
ち
三
分
の
一
の
第
三
巻
あ
た
り
ま
で
に

そ
の
主
な
も
の
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
例
を
要
約
す
れ
ば
、
即
ち
そ
こ
で
は
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
と
半
読
者
の
対
話
の
場
が
出
来

上
が
っ
て
、
新
し
い
物
語
の
空
間
と
時
間
が
そ
こ
に
出
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
右
の
よ
う
な
対
話
の
場
と
い
う
も
の
が
出
現
し
な
い
ま
で
も
、
絶
え
ず
そ
れ
へ
の
働
き
か
け
が
全
巻
を
通
じ
て
試
み
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
が
呼
び
か
け
る
、
あ
る
い
は
作
品
の
現
場
に
呼
び
込
む
相
手
は
千
変
万
化
と
言
っ
て

い
」
と
言
っ
て
の
け
る
の
で
あ
る
。

へ
と
つ
な
ぐ
役
割
を
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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第
二
巻
第
十
一
章
に
お
い
て
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
は
言
う
|
|
＇

よ
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
ゴ
m
y
L
o
r
d
'
で
あ
っ
た
り
、
＾
T
r
i
s
t
r
a
m
S
h
a
n
d
y
'
と
自
分
自
身
に
呼
び
か
け
た
り
、
「
月
評

誌
の
記
者
諸
君
」
と
か
、
正
体
不
明
の
＾
she'
で
あ
っ
た
り
、

具
合
で
あ
る
。

一
般
読
者
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
と
の
間
隔
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
れ
ら
の
呼
び
か
け
る
対
象
の
存
在
に

よ
っ
て
距
離
が
い
っ
そ
う
開
い
て
ゆ
く
と
い
う
、

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
「
二
匹
の
螺
馬
」
や
一
般
の
「
読
者
」
で
あ
っ
た
り
す
る
と
い
っ
た

い
わ
ば
読
者
と
作
品
世
界
を
近
づ
け
よ
う
と
す
る
ス
タ
ー
ン
の
意
函
に
反
す
る
効
果

を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

の
も
た
ら
す
「
混
乱
」
の
印
象
の
別
の
要
因

と
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
「
混
乱
」
は
し
か
し
な
が
ら
、
十
八
世
紀
当
時
の
読
者
が
楽
し
ん
だ
当
の
も
の
で
は
な
か

ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
の
対
読
者
意
識
は
、
右
の
よ
う
な
事
情
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
的
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

文
章
と
は
、
適
切
に
こ
れ
を
あ
や
つ
れ
ば
（
私
の
文
章
が
そ
の
好
例
と
私
が
思
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
）
、

会
話
の
別
名
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
作
法
を
心
得
た
者
が
品
の
あ
る
人
た
ち
と
同
席
し
た
場
合
な
ら
、
何
も
か
も
一
人
で
し
ゃ
べ
ろ
う

と
す
る
者
は
な
い
よ
う
に
、

1

儀
礼
と
教
養
の
正
し
い
限
界
を
理
解
す
る
作
者
な
ら
、

ひ
と
り
で
何
も
か
も
考
え
る
よ
う
な
差

出
が
ま
し
い
こ
と
は
致
し
ま
せ
ん
。
読
者
の
悟
性
に
呈
し
う
る
最
も
真
実
な
敬
意
と
は
、
考
え
る
べ
き
問
題
を
仲
よ
く
折
半
し
て
、

作
者
の
み
な
ら
ず
読
者
の
ほ
う
に
も
、
想
像
を
働
か
す
余
地
を
残
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

作
者
あ
る
い
は
語
り
手
と
、
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私
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
永
遠
に
こ
の
種
の
敬
意
を
読
者
に
払
っ
て
い
る
者
で
あ
り
、
読
者
の
想
像
力
に
も
私
の
そ
れ
に
劣
ら

ず
働
い
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
力
の
及
ぶ
か
ぎ
り
を
し
て
い
る
つ
も
り
で
す
。

こ
れ
が
ス
タ
ー
ン
の
方
法
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
も
っ
と
も
強
く
あ
ら
わ
れ
る
の
が
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
半
読
者
の
登

場
す
る
場
面
な
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
作
者
に
と
っ
て
の
半
読
者
と
は
、
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
か
ら
、
半
読
者
を
含
め
て
作
品
の
現
場
を
眺
め

る
わ
れ
わ
れ
一
般
の
、

い
わ
ば
無
限
定
読
者
へ
と
至
る
仲
介
者
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
わ
れ

わ
れ
は
、
語
り
手
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
、
半
読
者
と
ま
で
は
至
ら
な
く
と
も
そ
の
存
在
を
喚
起
さ
れ
た
者
た
ち
と

も
ど
も
、
作
品
の
中
へ
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
を
作
者
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
語
り
の
主
筋
の
中
味
と
は
異

質
の
時
間
空
間
が
出
現
し
、

の
み
な
ら
ず
そ
れ
が
主
筋
の
時
間
空
間
と
融
合
し
合
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
ス
タ
ー
ン
の
語
り
の
独
特

の
世
界
が
出
来
上
が
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
八
語
り
＞
の
重
層
的
性
格
は
、
ま
た
作
品
の
時
間
構
造
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
物
語
の
主
筋
は
、
主
人
公
ト
リ
ス
ト

ラ
ム
の
「
種
を
仕
込
む
」
時
、

つ
ま
り
「
生
殖
」
の
時
か
ら
始
ま
り
、

弟
ボ
ビ
ー
や
ル
・
フ
ィ
ー
バ
ー
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
示
さ
れ
る
「
死
」

そ
の
「
出
産
」
と
「
誕
生
」
（
そ
こ
へ
至
る
ま
で
の
ト
リ
ス
ト
ラ

ム
の
語
り
は
三
巻
も
の
分
量
を
要
す
る
）
、
及
び
極
く
わ
ず
か
し
か
言
及
さ
れ
な
い
「
成
長
」
の
過
程
、
そ
の
間
に
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
兄

へ
の
言
及
を
経
て
、
最
後
に
ま
た
、

ウ
ォ
ル
タ
ー
の
牡
牛
と
オ
バ
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的
作
品
世
界
を
成
り
立
た
せ
る
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ダ
イ
ア
ー
の
牝
牛
の
「
種
つ
け
」
と
い
う
話
に
還
っ
て
、
終
わ
る
と
も
な
く
終
わ
る
。
作
品
の
総
体
的
な
時
間
の
概
念
は
、
こ
の
よ
う

に
、
「
生
殖
」
ー
「
誕
生
」
ー
「
成
長
」
ー
「
死
」
ー
「
生
殖
」
と
い
う
い
わ
ば
円
環
的
時
間
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
よ
う
が
、
こ
う
し
た
主
筋
に
あ

ら
わ
れ
る
時
間
と
は
別
に
、
自
転
し
て
い
る
あ
る
い
は
空
転
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
、
作
品
を
書
い
て
い
る
現
実
の
時
間
1

ス
タ

ー
ン
の
肉
体
的
条
件
が
そ
こ
に
反
映
す
る
現
実
の
荒
々
し
い
時
間
ー
が
作
品
の
流
れ
に
沿
っ
て
見
え
か
く
れ
し
な
が
ら
流
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
語
り
は
こ
の
二
重
の
時
間
を
と
も
に
含
ん
で
、
虚
構
と
現
実
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
融
合
の
様
を

示
す
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
時
間
は
さ
ら
に
、

ウ
ォ
ル
タ
ー
や
ト
ウ
ビ
ー
の
脳
中
に
流
れ
る
主
観
的
時
間
と
い
う
形
で
作
品
中
に
自
由
な
世
界
を
形

成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
品
の
喜
劇
性
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
、
作
品
全
体
に
亘
る
円
環
的
時
間
と
も
融
合
し
て
、

あ
る
と
同
時
に
シ
リ
ア
ス
な
、

シ
リ
ア
ス
で
も
あ
れ
ば
コ
ミ
ッ
ク
で
も
あ
る
よ
う
な
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
と
い
う
迷
宮

ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン

『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

に
お
け
る
語
り
は
、

コ
ミ
ッ
ク
で

い
わ
ば
作
者
の
観
念
の
、
あ
る
い
は
そ
の
自
意
識
の
道
化
ぶ
り
を
示
す
も
の

に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
端
的
な
あ
ら
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
よ
う
な
八
半
読
者
＞
の
登
場
と
い
う
現
象
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
革

ノ

ウ

・

ザ

イ

セ

ル

フ

新
的
、
実
験
的
方
法
意
識
の
基
本
に
あ
る
倫
理
意
識
が
、
「
汝
自
身
ヲ
知
レ
」
と
い
う
教
訓
主
義
的
命
題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

173 



第三部 『トリストラム・シャンディ』論

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
汝
自
身
ヲ
知
レ
」
に
代
表
さ
れ
る
健
全
な
倫
理
意
識
を
十
八
世
紀
に
お
い
て
典
型
的
に
示
し
て
い
る
の
は
サ
ミ

ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
で
あ
ろ
う
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
倫
理
観
は
例
え
ば
、
「
人
間
の
誤
っ
た
行
為
は
す
べ
て
、
永
続
的
な
も
の
で
あ
れ
、

そ
の
場
限
り
の
も
の
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
無
知
か
ら
生
じ
る
も
の
だ
」
（
『
ラ
ン
ブ
ラ
ー
』
二
十
四
番
）

認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
彼
は
「
人
間
の
精
神
を
倫
理
的
に
ど
う
制
御
し
て
ゆ
く
か
」
を
考
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
そ
の
エ
ッ

セ
イ
を
書
い
た
の
で
あ
る
（
『
ラ
ン
ブ
ラ
ー
』
八
番
）
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
す
る
読
者
の
反
応
に
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
あ
ま
り
に
妥
s
o
l
e
m
n
'

で
あ
り
、
屈
serious'
で
あ
り
、
ま
た
＾
dictatorial'
で
あ
る
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
ま
た
彼
は
「
婦
人
方
を
庇
護
す
る
こ
と
を
重
要
視

と
こ
ろ
で
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
影
響
を
受
け
た
一
人
が
十
九
世
紀
の
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
で
あ
り
、
右
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
的
特
徴
を

パ
ー
ク
』

(
Mミ
zsfield
P
a
r
k
)
 

よ
く
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
従
来
よ
り
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
作
品
中
地
味
な
印
象
を
持
た
れ
て
き
た
『
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・

(
6
)
 

で
あ
る
。
ち
な
み
に
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
健
全
な
自
己
認
識
は
、
例
え
ば
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
の

館
の
次
男
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ト
ラ
ム
が
、
魅
惑
さ
れ
て
い
た
相
手
メ
ア
リ
ー
・
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
か
ら
や
っ
と
自
由
に
な
る
時
に
ロ

に
す
る
断
片
的
言
葉
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
あ
な
た
が
や
が
て
ま
も
な
く
、
も
っ
と
正
し
い
も
の
の
考
え
方
を
学
び
、
わ

し
な
か
っ
た
」
と
批
判
さ
れ
る
側
面
も
有
し
て
い
た
。

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

は
、
例
え
ば
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
な
ど
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
の
ス
タ
ー
ン
の
近
し
さ
を
見
て
み
れ
ば
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
命
題
を
ス
タ

、
、
、
、
、
、

ー
ン
は
、
「
楽
し
ま
せ
つ
つ
教
え
る
」
と
い
う
十
八
世
紀
的
啓
蒙
主
義
を
も
っ
て
ス
タ
ー
ン
流
に
示
し
た
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
わ
れ
わ

れ
は
ス
タ
ー
ン
の
自
意
識
の
道
化
の
中
に
近
代
的
自
我
の
不
安
を
読
み
と
る
誘
惑
を
、
右
の
解
釈
に
よ
っ
て
多
少
は
矯
正
し
な
け
れ
ば

と
い
っ
た
健
全
な
自
己
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よ
う
。

的
・
理
知
的
な
も
の
と
結
局
は
矛
盾
し
な
い
、

れ
わ
れ
だ
れ
し
も
が
獲
得
で
き
る
、
も
っ
と
も
貴
重
な
知
識
ー
お
の
れ
自
身
と
お
の
れ
の
義
務
に
つ
い
て
の
知
識
を
、
不
幸
に
出
会

っ
て
は
じ
め
て
学
ぶ
な
ん
て
こ
と
の
な
い
よ
う
、
衷
心
か
ら
希
望
す
る
…
…
」
（
第
三
巻
第
十
六
章
）
こ
こ
で
は
土
the
m
o
s
t
 valuable 

k
n
o
w
l
e
d
g
e
'
!か
'the
k
n
o
w
l
e
d
g
e
 of ourselves a
n
d
 of o
u
r
 duty'.と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た

'Self,knowledge'

へ
と
作
中
の
主
要
人
物
が
う
な
が
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
作
品
に
共
通
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
素
養
は
、

そ
の
書
簡
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
十
八
世
紀
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
ず
彼
女
の
敬
愛
す
る
ジ

ョ
ン
ソ
ン
の
他
に
も
、
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
』
を
読
み
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
を
読
み
、
十
八
世
紀
の
芝
居
を
好
み
、

ク
ー
パ
ー
の
抑
制
さ
れ
た
非
感
傷
主
義
を
好
み
、
同
時
代
の
ク
ラ
ッ
ブ
の
詩
を
好
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
文
人
達
か
ら
の
影
響
を
敢
え
て
要

約
す
れ
ば
、

そ
れ
は
「
混
乱
の
中
の
調
和
」
の
感
覚
と
で
も
言
え
よ
う
か
。
感
情
の
嵐
、
あ
る
い
は
狂
気
・
不
調
和
の
世
界
が
、
理
性

い
わ
ば
調
和
的
混
滑
の
世
界
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
不
安
を
卒
ん
だ
均
衡
の
世
界
で
あ

る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
こ
の
よ
う
な
世
界
観
を
十
八
世
紀
か
ら
受
け
つ
い
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
よ
う
な
意
味
合
い
に
お
い
て
、
十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
小
説
は
、

ス
タ
ー
ン
の
よ
う
な
実
験
小
説
を
も
含
み
な
が
ら
、
オ
ー
ス
テ

ィ
ン
の
時
代
ま
で
或
る
連
続
し
た
流
れ
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
も
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
達
成
は
、
小
説
の
原
理
的
側
面
に
お
い

て
時
代
的
制
約
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
、
『
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
』
を
中
心
に
考
え
て
見

『
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
』

、
、
、

に
お
け
る
語
り
手
は
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

の
場
合
と
は
あ
き
ら
か
に
違
っ
て
、
そ

れ
が
自
意
識
的
に
な
る
こ
と
は
ま
ず
無
い
と
言
っ
て
よ
い
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
、
自
意
識
と
い
う
こ
と
か
ら
も
っ
と
も
遠
か
っ
た
作
家
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の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
語
り
の
安
定
性
を
も
た
ら
し
て
い
る
一
因
と
思
わ
れ
る
。
作
者
と

読
者
の
間
に
一
定
し
た
距
離
が
保
た
れ
、

る
こ
と
は
な
い
。
作
者
は
読
者
の
前
か
ら
姿
を
消
し
、
し
か
も
遍
在
す
る
。
作
中
の
ど
の
人
物
も
、

由
で
あ
る
者
は
い
な
い
、
し
か
も
そ
の
眼
差
し
の
位
置
を
こ
れ
と
い
っ
て
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
会

話
に
は
、
作
中
人
物
の
心
理
的
ド
ラ
マ
を
見
届
け
よ
う
と
い
う
作
家
の
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
、
書
く
こ
と
に
対
す

自
ら
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
に
対
し
て
深
い
共
感
を
示
し
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
は
、

こ
の
作
家
こ
そ
、

一
八

0
0年
の
頃
に
、
女
性
の
身
で
、

（
『
私
だ
け
の
部
屋
』
西
川
・
安
藤
訳
）

ス
タ
ー
ン
の
場
合
の
よ
う
に
作
者
が
読
者
に
こ
び
へ
つ
ら
っ
た
り
、
共
感
を
強
要
し
た
り
す

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
眼
差
し
か
ら
自

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
天
オ
を
次
の
よ
う

ひ
と
を
憎
ま
ず
、
怨
ま
ず
、
恐
れ
を
知
ら
ず
、
抗
議
も
説
教
も
せ
ず
に
、

も
の
を
書
い
て
い
た
婦
人
な
の
だ
。
こ
れ
は
、
正
し
く
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
創
作
態
度
で
あ
る
、
と
私
は
、
『
ア
ン
ト
ニ
ー
と
ク
レ

オ
パ
ト
ラ
』
を
眺
め
な
が
ら
考
え
た
。
私
た
ち
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
を
比
較
す
る
こ
と
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
両
者
の
精
神
が
あ
ら
ゆ
る
障
害
物
を
焼
き
つ
く
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
由
あ
る
ゆ
え
に
、
私
た

ち
は
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
を
知
ら
な
い
の
で
あ
り
、

ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
、

三
に
見
抜
い
て
も
い
た
。

部第 『トリストラム・シャンディ』論

シ
ェ
イ
ク
ス
ビ
ア
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
理
由
で
、

(7) 

シ
ェ
イ
ク
ス
ビ
ア
と
同
様
に
、
そ
の
書
い
た
一
言
一
句
に
、
自
身
を
滲
透
さ
せ
て
い
る
の
だ
。

る
意
識
は
、
刷
作
家
の
そ
れ
に
近
い
と
言
い
得
よ
う
。
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か
ら
で
あ
る
。

ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
の
こ
の
議
論
は
、

T
.
S
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
「
個
性
没
却
論
」
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
オ
ー
ス
テ

ィ
ン
は
恐
ら
く
そ
の
個
性
を
「
焼
き
つ
く
し
」
て
人
物
の
造
形
に
当
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
人
物
」
は
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
一
人
の

個
性
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
そ
れ
自
身
の
個
性
の
輝
き
を
か
ち
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
と
読
者
の
間
に
一
定
し
た
距
離
が
あ
る
だ
け

で
な
く
、
作
者
と
作
中
人
物
の
間
に
も
そ
れ
が
保
た
れ
て
い
る
の
は
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
が
見
た
よ
う
な
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
方

法
が
彼
女
の
創
作
原
理
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
原
理
的
な
も
の
と
は
、
い
わ
ば
芸
術
家
の
d
e
t
a
c
h
,

m
e
n
t
へ
の
意
志
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
志
に
よ
っ
て
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
十
八
世
紀
的
教
訓
主
義
か
ら
あ
き
ら
か
に
自
由
で
あ
る
ば
か

ア
ー
キ
タ
イ
プ

り
で
は
な
い
。
彼
女
は
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
以
後
の
イ
ギ
リ
ス
小
説
家
と
い
う
も
の
の
原
型
的
存
在
と
も
成
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
の
関
連
に
お
い
て
先
に
引
用
し
た
個
所
は
、

に
対
し
て
「
健
全
な
自
己
認
識
」
へ
と
促
す
こ
と
を
示
唆
す
る
所
で
あ
る
が
、

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
語
り
は
、
「
自
己
認
識
」
を
促
す
当
の

エ
ド
マ
ン
ド
本
人
に
対
し
て
同
じ
く
「
自
己
認
識
」
を
促
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
と
い
う
の
も
、
第
三
巻
第
十
六
章
の
こ
の
個
所
は
、

エ
ド
マ
ン
ド
が
メ
ア
リ
ー
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
自
己
認
識
の
欠
如
に
気
づ
く
と
い
う
シ
ー
ク
エ
ン
ス
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る

ロ
ン
ド
ン
の
社
交
界
の
雰
囲
気
を
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
に
も
た
ら
し
た
ヘ
ン
リ
ー
・
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
と
メ
ア
リ
ー
の
兄

妹
は
、

そ
の
洗
練
さ
れ
た
社
交
術
で
も
っ
て
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
の
若
者
た
ち
を
魅
了
す
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
の
フ
ァ
ニ
ー
・
プ

ラ
イ
ス
で
さ
え
ヘ
ン
リ
ー
が
「
ヘ
ン
リ
ー
八
世
』

か
ら
の
朗
読
を
見
事
に
や
っ
て
の
け
る
時
（
第
三
巻
第
三
章
）

に
は
、
思
わ
ず
つ
り

エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ト
ラ
ム
が
メ
ア
リ
ー
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こ
ま
れ
て
縫
い
物
を
し
て
い
る
手
も
止
ま
り
、
そ
の
目
も
ヘ
ン
リ
ー
に
注
が
れ
た
ま
ま
に
な
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
し
か
し
結
局

ヘ
ン
リ
ー
は
そ
の
性
的
誘
惑
の
行
為
に
よ
っ
て
、

ァ
ニ
ー
と
エ
ド
マ
ン
ド
か
ら
拒
ま
れ
る
。
し
か
し
、

仕
方
に
お
い
て
、

ー
に
語
る
エ
ド
マ
ン
ド
は
、
自
分
が
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
兄
妹
に
同
じ
よ
う
に
願
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
が
つ
い
て
心
が
軽
く
な
っ
た
こ

と
を
強
調
す
る
が
、

暴
露
し
て
い
る
。

こ
と
か
、

そ
し
て
メ
ア
リ
ー
は
そ
の
不
用
意
な
多
弁
の
も
た
ら
す
軽
薄
さ
に
よ
っ
て
、
共
に
フ

メ
ア
リ
ー
を
退
け
る
エ
ド
マ
ン
ド
自
身
も
、

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
語
り
の
鋭
い
矛
先
を
か
わ
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

し
か
し
彼
は
そ
れ
で
本
当
に
気
が
済
ん
だ
訳
で
は
な
い
こ
と
を
、

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
語
り
の
喜
劇
性
は
こ
の
よ
う
な
個
所
に
現
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
作
品
の
魅
力
の
無
視
出
来

フ
ァ
ニ
ー
は
、
彼
の
こ
と
ば
に
頼
り
き
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、

た
。
と
こ
ろ
が
、
次
に
は
す
っ
か
り
蒸
し
返
し
、

完
全
に
目
を
覚
ま
す
ま
で
は
、

は
ク
ロ
ー
フ
ォ
ー
ド
嬢
の
こ
と
ば
か
り
、

い
人
だ
っ
た
こ
と
か
、
も
っ
と
早
く
に
、

と
話
し
つ
づ
け
ま
し
た
。

メ
ア
リ
ー
と
決
定
的
に
別
れ
た
様
子
を
フ
ァ
ニ

五
分
ば
か
り
の
間
は
、

そ
の
自
己
認
識
の
欠
如
を
自
覚
す
る

、
、
、

お
し
ま
い
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
し

か
、
た
い
そ
う
そ
れ
に
近
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、

そ
の
よ
う
な
会
話
は
、

バ
ー
ト
ラ
ム
令
夫
人
が

ほ
ん
と
に
お
し
ま
い
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、

ど
れ
ほ
ど
彼
女
が
彼
を
引
き
つ
け
て
い
た
か
、

ど
ん
な
に
彼
女
が
生
れ
つ
き
素
晴
ら
し

ち
ゃ
ん
と
し
た
人
の
手
で
育
て
ら
れ
て
い
た
ら
、

ふ
た
り

ど
ん
な
に
立
派
な
人
に
な
っ
て
い
た

エ
ド
マ
ン
ド
の
言
葉
の
あ
と
の
語
り
の
部
分
が
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そ
の
上
で
そ
の
ほ
か
一
切
の
こ
と
に
、
け
り
を
つ
け
た
い
の
で
す
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、

い
る
筈
で
は
な
い
か
。

エ
ド
マ
ン
ド
の
落
胆
と
優
柔
不
断
さ
に
愚
直
な
ま
で
に
つ
き
合
お
う
と
す
る
フ
ァ
ニ
ー
・
プ
ラ
イ
ス
の
美
徳

い
る
。
そ
の
最
終
章
(
+
七
章
）

エ
ド
マ
ン
ド
に
惹
か
れ
つ
づ
け
て
来
た
フ
ァ
ニ
ー
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

か
ら
遠
去
か
っ
て
い
た
エ
ド
マ
ン
ド
が
、
そ
の
当
の
メ
ア
リ
ー
を
見
限
っ
た
今
、
自
分
の
思
い
が
か
な
う
チ
ャ
ン
ス
を
目
の
前
に
し
て

フ
ァ
ニ
ー
の
そ
の
よ
う
な
、
予
想
さ
れ
て
よ
い
無
意
識
と
も
言
う
べ
き
願
望
を
、
こ
こ
に
お
け
る
語
り
は
あ
き

ら
か
に
し
な
い
。
登
場
人
物
の
心
理
的
可
能
性
に
対
す
る
語
り
手
の
選
択
を
こ
こ
に
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
場
合
そ
れ
は
、
こ
の

章
の
最
後
で
「
フ
ァ
ニ
ー
の
友
情
だ
け
に
、
彼
は
す
が
り
つ
い
て
い
た
の
で
す
。
」
と
い
う
形
で
用
意
周
到
に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
』
を
全
体
と
し
て
見
た
場
合
、
こ
の
語
り
手
の
い
わ
ば
前
景
化
と
い
う
現
象
は
無
視
出
来
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
物
語
の
後
半
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
作
者
が
自
在
に
操
っ
て
い
た
例
の
「
描
出
話
法
」

(eミ
l
e
b
t
e
R
e
d
e
)

に
よ
る
語
り

の
、
作
中
人
物
へ
の
侵
入
は
次
第
に
影
を
ひ
そ
め
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
語
り
は
多
少
そ
の
テ
ン
ポ
を
早
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
巻
の
終
り
の
方
で
「
手
紙
」
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
件
の
簡
略
化
さ
れ
た
説
明
を
わ
れ
わ
れ
は
得
る
こ
と
に
も
な
っ
て

の
冒
頭
は
語
り
の
前
景
化
の
典
型
で
あ
る
。

罪
悪
と
不
幸
を
並
べ
立
て
る
の
は
、

ほ
か
の
人
に
任
せ
ま
し
ょ
う
。
そ
ん
な
不
快
な
話
題
は
、

て
、
そ
れ
ほ
ど
落
度
が
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
人
た
ち
み
ん
な
を
、

を
賞
讃
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

メ
ア
リ
ー
の
た
め
に
自
分

で
き
る
だ
け
さ
っ
さ
と
片
づ
け

で
き
る
だ
け
早
く
、
ま
あ
ま
あ
気
楽
な
状
態
に
戻
し
て
や
り
、
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(
1
)
 

注
＊
 

パ
ー
ク
の
世
界
が
「
倫
理
的
に
」
す
ぐ
れ
て
い
た
か
ら
で
は
決
し
て
無
い
。

こ
こ
に
お
い
て
「
罪
悪
」
と
い
い
、
「
落
度
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
、

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
語
り
の
方
向
を
暗
示
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ら
の
言
葉
が
伝
え
る
概
念
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
倫
理
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
語
り
手
は
、
倫
理
世
界
の
宰
領
者

と
し
て
の
正
体
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
語
り
は
即
ち
、
誰
に
も
付
か
ぬ
、
ど
の
個
人
の
味
方
に
も
な
ら
ぬ

語
り
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
対
し
て
評
さ
れ
た

'solemn''serious'̂
dictatorial'
と
い
っ
た
言
葉
が
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン

の
語
り
に
も
当
て
は
ま
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
語
り
手
は
、

ウ
ン
ズ
』

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
『
ト
ム
・
ジ
ョ

に
お
い
て
示
し
た
よ
う
な
、
喜
劇
意
識
に
支
え
ら
れ
た
語
り
手
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
哄
笑
あ
る
い
は
微
笑
に
よ
っ
て
作
品

の
全
体
は
、
或
る
＾
tranquility'
あ
る
い
は
調
和
の
印
象
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
＾
tranquility'
こ
そ
は
、
フ
ァ
ニ
ー
・
プ

ラ
イ
ス
が
求
め
続
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

フ
ァ
ニ
ー
が
生
ま
れ
故
郷
の
ポ
ー
ツ
マ
ス
の
実
家
を
拒
否
し
て
経
済
的
に
も
豊
か
な
マ
ン
ス

フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
を
選
ん
だ
の
は
、
そ
こ
が
礼
節
と
調
和
と
＾
tranquility'
の
世
界
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・

右
の
論
考
の
う
ち
ス
タ
ー
ン
に
関
す
る
部
分
は
、
日
本
英
文
学
会
第
54
回
大
会
（
昭
和
五
十
七
年
五
月
十
六
日
）
に
於
て
研
究
発
表
し
た
も

の
を
基
に
し
た
も
の
て
あ
る
。

『
ジ
ョ
ン
ソ
ン
伝
』
の
テ
ク
ス
ト
と
翻
訳
は
次
の
版
に
拠
っ
た
。

J
a
m
e
s
Boswell, Life 
of Johnson. Ed. G. B. Hill. a
n
d
 Rev. L・ 

F. 
Powell. 6
 vols. O
x
f
o
r
d
 :
 Cl
a
r
e
n
d
o
n
 P
r
e務
"
1
9
3
4
ー
6
4
•他
1に
E
v
e
r
y
m
a
n
'
s

Library~ 

(
一
九
九
二
年
_
)
も
参
照
。
翻
訳
は
中
野
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(
7
)
 

(
6
)
 

(
5
)
 

(
4
)
 

3
)
 

(
2
)
 シ

ョ
ン
、

み
す
ず
書
房
、

一
九
九
九
年
）
が
出
て
い
る
。

屋
ー
女
性
と
小
説
』
（
松
香
堂
書
店
、

参
照
。

好
之
訳
『
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
伝
』
全
一
＿
一
巻
（
み
す
ず
書
房
、

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
テ
ク
ス
ト
と
翻
訳
は
次
の
版
に
拠
っ
た
。
H
e
n
r
y
Fielding, 
T
o
m
 Jones. 
Ed. 
S
h
e
r
i
d
a
n
 
Baker. 
N
e
w
 

Y
o
r
k
:
 N
o
r
t
o
n
,
 1
9
7
3
.

邦
訳
は
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
』
全
四
冊
、
朱
牟
田
夏
雄
訳
（
岩
波
文
庫
、

W
a
y
n
e
 C. 
Booth, 
T
h
e
 Rhetoric 
o
f
 
Fiction 
(
C
h
i
c
a
g
o
 
&
 L
o
n
d
o
n
:
 Univ. 
of 
C
h
i
c
a
g
o
 
Press, 1
9
6
1
,
 
1
9
8
3
)
 ;
 
Ch•VIII, 

T̂elling as S
h
o
w
i
n
g
:
 D
r
a
m
a
t
i
z
e
d
 Narrators, 
Reliable a
n
d
 Unreliable.' 

『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
修
辞
学
』
（
書
陣
風
の
薔
薇
、

一
九
九
一
年
）
が
あ
る
。

ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ァ
ウ
ラ
ー
の
批
評
に
つ
い
て
は
、
本
書
第
四
部
第
十
一
章
「
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
分
析
ー
ス
タ
ー
ン
の
創
作
原
理
考
口
」
参
照
。

S
a
m
u
e
l
 Johnson, 
T
h
e
 R
a
m
b
l
e
r
.
 Ed. W
.
 J. 
B
a
t
e
 a
n
d
 A
l
b
r
e
c
h
t
 B. 
Strauss. 
(
T
h
e
 Y
a
l
e
 Edition 
of the W
o
r
k
s
 of 

S
a
m
u
e
l
 Johnson, vols. III-V.) 
N
e
w
 H
a
v
e
n
:
 Y
a
l
e
 Univ. P
r
e笏
》1
9
6
9
.

一
九
七
八
年
）

一
九
五
一
ー
五
五
年
）
よ
り
。
た
だ

ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
テ
ク
ス
ト
は

R.
W
.
 C
h
a
p
m
a
n
校
訂
の
T
h
e
O
x
f
o
r
d
 Illustrated J
a
n
e
 A
u
s
t
e
n
 
(
一
九
七
八
年
）
が

基
本
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
特
に
関
西
大
学
ジ
ェ
イ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
研
究
会
注
釈
版
（
吉
田
安
雄
監
修
）
J
a
n
e
Austen, Mansfield 

P
ミ
翌

vols.
I

ー

I
I
I

（
一
九
八
一
ー
八
四
年
）
を
参
照
。
邦
訳
、
『
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
・
パ
ー
ク
』
臼
田
昭
訳
（
集
英
社
、

Virginia W
o
o
l
f
,
 A
 R
o
o
m
 o
f
 One's O
w
n
.
 L
o
n
d
o
n
"
T
h
e
 H
o
g
a
r
t
h
 Press, 1
9
7
8
.

邦
訳
は
、
西
川
正
身
・
安
藤
一
郎
訳
『
私
だ

け
の
部
屋
ー
女
性
と
文
学
』
（
新
潮
文
庫
、
昭
和
二
十
七
年
）
を
利
用
し
た
が
、
現
在
は
絶
版
。
そ
の
後
、
村
松
加
代
子
訳
『
私
ひ
と
り
の
部

一
九
八
四
年
）
、
お
よ
び
、
川
本
静
子
訳
『
自
分
だ
け
の
部
屋
』
（
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ
11
コ
レ
ク

し
、
綴
り
は
現
代
ふ
う
に
改
め
て
あ
る
。

邦
訳
に
、
米
本
弘
一
・
服
部
典
之
・
渡
辺
克
昭
訳

一
九
八

l

ー
八
＝
一
年
）
よ
り
。
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あ
る
ヴ
ィ
ー
ジ
ィ
夫
人
M
r
s
.
V
e
s
e
y
は、

と
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
女
性
た
ち
と
の
関
係
に
は
並
々
な
ら
ぬ
意
味
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、

ス
タ
ー
ン
と
プ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
と
の
関
係
を
さ
ら
に
興
味
あ
る
も
の
に
す
る
の
が
、
黒
人
奴
隷
か
ら
身
を
起
こ
し

(
1
)
 

て
作
家
と
な
っ
た
イ
グ
ネ
イ
シ
ャ
ス
・
サ
ン
チ
ョ

Ignatius
S
a
n
c
h
o
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
サ
ン
チ
ョ
は
『
ト
リ
ス

ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
を
読
ん
で
感
銘
を
受
け
、

に
あ
る
種
の
交
流
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
ス
タ
ー
ン
は
、
彼
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
自
ら
の
「
奴
隷
制
」
に
対
す
る
思

っ
た
し
、

ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
の
女
性
観
お
よ
び
女
性
造
型
を
考
え
る
上
で
、
当
時
の
知
的
女
性
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
、
即
ち
〈
ブ
ル
ー
ス

ト
ッ
キ
ン
グ
〉
の
女
性
た
ち
の
存
在
は
ひ
と
つ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ス
タ
ー
ン
の
妻
と
な
っ
た
エ
リ
ザ
ベ

ス
・
ラ
ム
レ
イ
は
、
「
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
女
王
」
と
評
さ
れ
た
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
M
r
s
.
M
a
n
t
a磨
と
は
従
姉
妹
の
関
係
に
あ

エ
リ
ザ
ベ
ス
自
身
も
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
一
人
と
目
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
中
心
的
存
在
の
一
人
で

ス
タ
ー
ン
の
恋
愛
遊
戯
の
相
手
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
を
考
え
る
と
、

ス
タ
ー
ン
に
手
紙
を
出
し
た
。

ス
タ
ー
ン

ス
タ
ー
ン
も
そ
れ
に
返
事
を
送
っ
て
、
両
者
の
間

第
九
章
サ
ン
チ
ョ
と
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
ス
タ
ー
ン
の
女
性
像
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想
を
強
く
刺
激
さ
れ
た
。
こ
の
サ
ン
チ
ョ
に
知
的
教
育
の
機
会
を
与
え
た
の
は
、
第
二
代
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
公
の
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
し

て
ジ
ョ
ン
の
死
後
、
今
度
は
そ
の
妻
の
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
公
爵
令
夫
人
メ
ア
リ
・
チ
ャ
ー
チ
ル
L
a
d
y
M
a
r
y
 Churchill, 
D
u
c
h
e
s
s
 of 

M
o
n
t
a
g
u
 (
1
6
8
9
-
1
7
5
1
)

が
サ
ン
チ
ョ
の
庇
護
者
と
な
っ
た
。
こ
の
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
公
爵
令
夫
人
と
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
の
が
、
ブ

ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
初
期
の
代
表
者
で
あ
る
レ
イ
デ
ィ
・
メ
ア
リ
・
ワ
ー
ト
レ
イ
・
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
L
a
d
y

M
o
n
t
a
g
u
 (
1
6
8
9
-
1
7
6
2
)

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
二
代
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
公
爵
の
ジ
ョ
ン
の
係
累
を
辿
る
と
、
従
兄
弟
の
サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ

チ
伯
を
仲
立
ち
と
し
て
先
の
「
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
女
王
」
即
ち
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
に
い
き
つ
く
。
彼
女
の
夫

で
あ
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
が
、

ー
家
の
庇
護
を
受
け
る
と
い
う
形
で
、

サ
ン
ド
ウ
ィ
ッ
チ
伯
の
孫
に
当
た
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
サ
ン
チ
ョ
は
、

W
o
r
t
l
e
y
 

モ
ン
タ
ギ
ュ

レ
イ
デ
ィ
・
メ
ア
リ
・
ワ
ー
ト
レ
イ
・
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
と
も
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
と
も
、
間
接

的
な
が
ら
、
ま
た
そ
の
階
級
的
差
異
は
当
然
な
が
ら
、
と
も
か
く
も
縁
が
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。

ス
タ
ー
ン
と
サ
ン
チ
ョ
と
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
女
性
た
ち
と
い
う
、
こ
の
三
者
は
こ
の
よ
う
に
多
少
入
り
く
ん
で
は
い
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
何
ら
か
の
意
味
で
関
わ
り
あ
っ
て
い
た
。
こ
の
三
者
の
関
係
性
は
、

ス
タ
ー
ン
の
女
性
像
あ
る
い
は
女
性
造
型
を
考
え
る
時
、

よ
り
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
結
ぶ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
方
向
で
、
以
下
の
議
論
を
進
め
た
い
。

ス
タ
ー
ン
と
サ
ン
チ
ョ
の
関
係
の
中
に
何
故
「
女
性
像
」
の
問
題
を
入
れ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
ス
タ
ー
ン
が
初
め
て
サ
ン
チ
ョ

か
ら
手
紙
を
貰
っ
た
こ
ろ
執
筆
し
て
い
た
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
第
九
巻
第
六
章
の
内
容
に
関
わ
っ
て
く
る
。

M
a
r
y
 

ス
タ
ー
ン
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が
サ
ン
チ
ョ
の
手
紙
に
よ
っ
て
最
も
強
く
喚
起
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、

な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ス
タ
ー
ン
は
サ
ン
チ
ョ
か
ら
手
紙
を
貰
っ
た
こ
と
を
「
不
思
議
な
暗
号
」

'a
strange coincidence'
と
捉
え
た
ほ
ど
で
、
従
っ
て

「
黒
人
の
少
女
」
の
女
性
像
は
ス
タ
ー
ン
に
と
っ
て
サ
ン
チ
ョ
と
の
関
わ
り
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ン
は
サ
ン
チ
ョ
と
い
う
存
在
に
自
己
の
創
作
原
理
的
な
も
の
を
強
く
刺
激
す
る
も
の
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、

ン
の
創
作
原
理
的
な
も
の
と
は
、

み
ず
か
ら
が
書
い
て
い
た
「
黒
人
の
少
女
」

'negro
girl'
に
他

い
い
か
え
れ
ば
、

セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
あ
る
い
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ノ
ヴ
ェ
ル
の
方
法
論
を
い
う
。

セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
は
女
性
や
社
会
的
弱
者
へ
の
共
感
的
想
像
力
と
反
奴
隷
制
的
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
を
含
む
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
議
論
に
入
る
前
に
サ
ン
チ
ョ
が
ス
タ
ー
ン
の
前
に
登
場
す
る
ま
で
の
経
歴
を
み
て
お
き
た
い
。

ス
タ
ー
ン
の

サ
ン
チ
ョ
は
一
七
二
九
年
ギ
ニ
ア
か
ら
ス
ペ
イ
ン
領
西
イ
ン
ド
諸
島
へ
の
航
海
中
の
奴
隷
船
の
中
で
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
南
米
カ
ル

タ
ヘ
ナ
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
司
祭
に
よ
っ
て
洗
礼
を
受
け
、
こ
の
時
イ
グ
ネ
イ
シ
ャ
ス
の
名
を
さ
ず
け
ら
れ
た
。
し
か
し
母
親
は
天
候

の
悪
さ
に
耐
え
切
れ
ず
、
体
調
を
崩
し
た
ま
ま
間
も
な
く
死
去
し
、
父
親
は
自
殺
し
た
と
い
う
。
二
歳
の
時
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
連
れ
て

こ
ら
れ
、
グ
リ
ニ
ッ
ジ
在
住
の
三
人
姉
妹
の
家
へ
預
け
ら
れ
た
。
こ
の
姉
妹
は
、
こ
の
黒
人
の
子
供
が
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』

ス
タ
ー

ス
タ
ー

の
騎
士

の
従
者
S
q
u
i
r
e
に
ど
こ
と
な
く
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
子
を
サ
ン
チ
ョ
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
が
、
彼
に
は
教
育
も
受
け
さ
せ
ず
、

"slave'servant'
と
し
て
酷
使
し
た
。
サ
ン
チ
ョ
は
、
そ
の
折
の
辛
か
っ
た
こ
と
を
ス
タ
ー
ン
ヘ
の
最
初
の
手
紙
で
告
白
し
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
こ
の
時
期
、
た
ま
た
ま
三
人
姉
妹
を
知
っ
て
い
た
二
代
目
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
公
爵
ジ
ョ
ン
が
彼
女
た
ち
の
家
を
訪
問
し
て
、
賢
そ

う
な
サ
ン
チ
ョ
の
様
子
を
見
て
こ
れ
に
関
心
を
示
し
た
。
公
爵
は
サ
ン
チ
ョ
に
本
を
貸
し
与
え
、
し
ば
し
ば
彼
を
自
宅
に
招
い
て
公
爵
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夫
人
に
も
会
わ
せ
て
い
る
。
グ
リ
ニ
ッ
ジ
の
婦
人
た
ち
に
も
サ
ン
チ
ョ
の
明
敏
さ
を
読
書
に
よ
っ
て
も
っ
と
伸
ば
し
て
く
れ
る
よ
う
に

薦
め
た
り
し
た
。

こ
の
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
公
爵
家
は
カ
リ
ブ
海
諸
島
に
地
所
を
持
ち
、

サ
ン
・
ル
シ
ア
で
砂
糖
農
園
を
経
営
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
当
時

の
貴
族
の
一
典
型
で
あ
る
が
、
ジ
ョ
ン
は
と
り
わ
け
奴
隷
の
使
用
人
に
対
す
る
教
育
に
熱
心
な
、
寛
大
な
庇
護
者
で
あ
っ
た
。
サ
ン
チ

ョ
の
前
に
も
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
出
身
の
奴
隷
、

と
が
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
Francis
Williamsを
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
養
育
さ
せ
た
こ

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ホ
ガ
ー
ス
が
一
七
四
六
年
に
作
成
し
た
「
上
流
階
級
趣
味
」
＾
'Taste
in 
High Life"
と
い
う
作
品
に
黒
人
の
少
年

が
女
主
人
の
ペ
ッ
ト
と
し
て
可
愛
が
ら
れ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
少
年
が
サ
ン
チ
ョ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
年
代

か
ら
推
測
す
る
と
、

ま
だ
グ
リ
ニ
ッ
ジ
時
代
の
こ
ろ
の
モ
デ
ル
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
サ
ン
チ
ョ
が
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
家
の
執
事
に
な

る
の
は
ジ
ョ
ン
が
死
ん
だ
一
七
四
九
年
以
後
で
あ
る
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
サ
ン
チ
ョ
は
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
公
爵
夫
人
の
庇
護
を
得
る
の

だ
が
、
こ
れ
に
も
い
き
さ
つ
が
あ
る
。
公
爵
夫
人
は
ジ
ョ
ン
の
遺
志
を
は
じ
め
は
応
諾
せ
ず
、

サ
ン
チ
ョ
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
拒
否

し
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
サ
ン
チ
ョ
は
自
殺
を
試
み
た
。
そ
れ
で
夫
人
も
折
れ
て
、
彼
は
や
っ
と
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
家
に
や
と
い
入
れ

(2) 

ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。

ス
タ
ー
ン
の
伝
記
研
究
の
二
大
著
作
者
と
い
え
ば
、
古
く
は

W
.
L
・
ク
ロ
ス
、
現
在
は
、

ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
批
評
の
重
要
な
研
究
で
あ
る
、

ア
ー
サ
ー
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
が
、

両
者
と
も
サ
ン
チ
ョ
が
庇
護
を
う
け
た
経
緯
の
中
に
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
て
は
い
な
い
。
最
近
の
ポ
ス

マ
ー
ク
マ
ン
・
エ
リ
ス
の
『
セ
ン
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
政
治
学
』
（
注
1
参
照
）
も
こ
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れ
は
実
現
し
な
か
っ
た
。

と
も
あ
れ
、

一
七
四
九
年
か
一
七
五

0
年
に
サ
ン
チ
ョ
は
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
家
に
入
っ
た
。
初
め
は
そ
う
し
た
い
き
さ
つ
の
あ
っ
た
サ

ン
チ
ョ
だ
が
、
た
ち
ま
ち
彼
の
召
し
使
い
と
し
て
の
評
価
が
上
が
っ
て
、
間
も
な
く
、

く
な
っ
た
時
に
は
、

一
七
六
六
年
に
彼
が
ス
タ
ー
ン
に
宛
て

サ
ン
チ
ョ
に
は
三
十
ポ
ン
ド
の
年
金
と
七
十
ポ
ン
ド
の
遺
産
が
与
え
ら
れ
た
。
せ
い
ぜ
い
一
、
二
年
し
か
勤
め
な

か
っ
た
召
し
使
い
に
対
す
る
金
額
と
し
て
は
異
例
に
高
い
。
こ
の
こ
と
は
、

サ
ン
チ
ョ
が
召
し
使
い
の
中
で
は
執
事
と
い
う
高
い
地
位

を
与
え
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
家
の
財
力
の
大
き
さ
を
も
物
語
っ
て
い
よ
う
。

サ
ン
チ
ョ
は
こ
の
後
七
年
間
、
演
劇
の
世
界
に
近
付
き
、
ギ
ャ
リ
ッ
ク
や
女
優
の
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ホ
ー
ネ
ッ
ク

ら
と
の
親
交
を
得
た
。
そ
し
て
自
ら
オ
ル
ノ
ー
コ
や
オ
セ
ロ
の
役
を
や
り
た
か
っ
た
が
、

ア
ク
セ
ン
ト
の
点
で
難
が
あ
っ
た
た
め
に
そ

一
七
五
八
年
に
サ
ン
チ
ョ
は
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
家
に
再
び
戻
っ
た
。
こ
の
年
ジ
ョ
ン
の
娘
の
夫
で
あ
る
第
四
代

カ
ー
デ
イ
ガ
ン
伯
爵
ジ
ョ
ー
ジ
・
プ
ル
ー
ド
ネ
ル

あ
る
。
こ
の
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
家
に
は
絵
画
好
き
や
コ
レ
ク
タ
ー
や
ア
マ
チ
ュ
ア
の
作
曲
家
た
ち
が
出
入
り
し
て
い
た
が
、

知
性
と
ウ
イ
ッ
ト
、
美
術
・
文
学
・
音
楽
へ
の
テ
イ
ス
ト
が
深
ま
っ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
環
境
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
召
し
使
い

と
し
て
の
仕
事
の
傍
ら
、
彼
は
音
楽
の
理
論
書

T
意。

o
o
f
M苔
ic
と
い
う
本
を
出
版
し
た
。
今
日
で
も
彼
の
作
っ
た
唄
や
ダ
ン
ス
や

(
3
)
 

ハ
ー
プ
シ
コ
ー
ド
の
た
め
の
曲
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
。

サ
ン
チ
ョ
が
文
人

'a
m
a
n
 of letters'
と
し
て
認
め
ら
れ
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
の
が
、

た
手
紙

(
L
.
P
・
カ
ー
テ
ィ
ス
編
の
ス
タ
ー
ン
書
簡
集
で
は
一
六
八
番
）

の
点
ま
で
は
紹
介
し
て
い
な
い
。

（
の
ち
に
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
公
爵
に
出
世
し
た
）
が
新
し
い
パ
ト
ロ
ン
と
な
っ
た
の
で

で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
サ
ン
チ
ョ
は
、

サ
ン
チ
ョ
の

ス
タ
ー
ン
の
説
教

（
バ
ン
ベ
リ
ー
夫
人
）

一
七
五
一
年
に
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
公
爵
夫
人
が
亡
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集
『
ヨ
リ
ッ
ク
氏
説
教
集
』

の
中
の
特
に
「
人
生
の
短
さ
と
銀
難
に
つ
い
て
の
ヨ
ブ
の
言
葉
を
考
え
る
」

"Job's
A
c
c
o
u
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 

S
h
o
r
t
n
e
s
s
 a
n
d
 T
r
o
u
b
l
e
s
 o
f
 Life, C
o
n
s
i
d
e
r
e
d
"
に
咸
心
動
を
を
要
令
け
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
中
で
も
、
そ
の
中
の
「
奴
隷
制
度
」

に
つ
い
て
の
一
節
に
感
銘
を
受
け
、
説
教
集
の
次
の
個
所
を
引
用
し
て
い
る
。

'̂Consider h
o
w
 g
r
e
a
t
 a
 pa
r
t
 of o
u
r
 species in all 
a
g
e
s
 d
o
w
n
 to this, h
a
v
e
 b
e
e
n
 t
r
o
d
 u
n
d
e
r
 t
h
e
 feet of cruel 

a
n
d
 c
a
p
r
i
c
i
o
u
s
 tyrants, w
h
o
 w
o
u
l
d
 neither h
e
a
r
 their cries, n
o
r
 pity their distresses.ー

C
o
n
s
i
d
e
r
s
l
a
v
e
r
y
 

(
4
)
 

|
w
h
a
t
 it 
is, 

h
o
w
 bitter a
 d
r
a
u
g
h
t
,
 a
n
d
 h
o
w
 m
a
n
y
 millions h
a
v
e
 b
e
e
n
 m
a
d
e
 to d
r
i
n
k
 of it 

;1n 

サ
ン
チ
ョ
は
続
け
て
、
「
我
が
ム
ー
ア
人
の
同
胞
に
対
し
て
一
掬
の
涙
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
作
家
は
、
貴
方
と
セ
ア
ラ
・
ス
コ
ッ
ト
を

の
ぞ
い
て
は
誰
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
う
。

七
六
六
年
）

セ
ア
ラ
・
ス
コ
ッ
ト
S
a
r
a
h
S
c
o
t
t
 
(
1
7
2
3
-
9
5
)
 

は
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
奴
隷
た
ち
の
生
活

を
向
上
さ
せ
よ
う
と
努
め
る
主
人
公
を
描
く
『
サ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
ス
ン
の
物
語
』

T
h
e
H翌
0
0
o
f
Sir G
e
o
r
g
e
 Ellison (
I

 

で
知
ら
れ
た
女
性
作
家
で
あ
り
、
他
で
も
な
い
「
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
女
王
」
、

で
あ
る
。
こ
こ
に
も
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
的
関
係
性
の
一
例
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
の
妹

サ
ン
チ
ョ
は
さ
ら
に
ス
タ
ー
ン
に
訴
え
る
。
「
貴
方
の
書
き
物
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
同
胞
の
く
び
き
の
苦
し
み
を
和
ら
げ
、
西
イ
ン
ド

諸
島
の
全
て
に
奴
隷
制
改
革
の
機
会
を
与
え
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
」
こ
れ
は
ス
タ
ー
ン
に
と
っ
て
は
虚
構
の
世
界
か
ら
で
は
な
い
、
現

実
的
か
つ
具
体
的
な
呼
び
か
け
で
あ
り
、
自
身
の
人
間
観
を
強
く
刺
激
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
同
じ
手
紙
の
中
で
サ
ン
チ
ョ
は
、
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か
と
想
像
さ
れ
る
。

一
七

説
教
集
の
作
者
名
と
し
て
の
ヨ
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
、
「
博
愛
的
享
楽
主
義
者
」
g
a
n
E
p
i
c
u
r
e
a
n
 in C
h
a
r
i
t
y
'
と
い
う
ふ
う
に
ス
タ
ー
ン

の
作
家
的
特
質
を
衝
い
た
言
い
方
を
し
て
い
る
。
こ
の
表
現
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ノ
ヴ
ェ
ル
の
主
人
公
の
タ
イ
プ
で
あ
る
「
感
情
の

人
」
'
M
a
n
of F
e
e
l
i
n
g
'
を
言
い
換
え
た
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

い
ず
れ
も
そ
の
行
動
に
お
い
て
あ
る
面
で
現
実
的
判
断
力
を
欠
く

と
い
う
よ
う
な
人
物
像
で
あ
る
。
従
っ
て
サ
ン
チ
ョ
の
手
紙
は
作
家
ス
タ
ー
ン
の
い
わ
ば
急
所
を
つ
い
た
訴
え
と
な
っ
た
の
で
は
な
い

ス
タ
ー
ン
が
サ
ン
チ
ョ
の
存
在
を
知
っ
た
こ
の
時
期
は
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

の
第
九
巻
を
書
い
て
い
た
頃
で
、

チ
ョ
ヘ
の
返
事
の
な
か
で
も
、
「
自
分
が
丁
度
(
a
t
e
n
d
e
r
 tale of the s
o
r
r
o
w
s
 of a
 friendless p
o
o
r
 n
e
g
r
o
 g
i
r
l
'
を
書
い
て
い

（
カ
ー
テ
ィ
ス
編
書
簡
集
、

た
折
り
も
折
り
、
あ
な
た
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
り
ま
し
た
」
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
を
書
い
て
い
る

(5) 

O
A
&
B
)
。
そ
し
て
、
黒
人
に
課
せ
ら
れ
た
「
重
荷
」
＾
b
u
r
d
e
n
s
'
に
対
す
る
同
情
や
、
自
分
が
物
語
り
を
語
る
目
的
は
「
苦
し
み
悩
む

人
間
」
土
t
h
e
a
f
f
l
i
c
t
e
d
'
へ
の
奉
仕
に
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
作
家
の
真
情
を
伝
え
る
発
言
と
し
て
注
目
し
て
よ
い
。

『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
第
九
巻
の
「
黒
人
の
娘
」

で
あ
る
。
そ
し
て
、

の
話
は
、
伍
長
ト
リ
ム
の
兄
ト
ム
が
、

サ
ン

リ
ス
ボ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
後
家

と
の
間
で
展
開
す
る
一
種
の
恋
愛
ゲ
ー
ム
の
中
で
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
第
九
巻
の
物
語
全
体
の
構
造
は
、

ト
ウ
ビ
ー
叔
父
と
ウ
ォ

ド
マ
ン
未
亡
人
の
「
恋
愛
模
擬
戦
争
」
を
大
枠
と
し
て
も
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
ト
ム
と
ユ
ダ
ヤ
人
の
後
家
の
話
は
い
わ
ば
入
れ
子
式

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
「
黒
人
の
娘
」
の
話
は
、
従
っ
て
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
小
さ
い
入
れ
子
の
形
に
な
っ
て
い
る
訳

そ
の
テ
ー
マ
は
「
黒
人
に
魂
は
あ
り
や
」
と
い
う
根
源
的
問
題
で
あ
る
。
大
枠
と
し
て
の
「
恋
愛
模
擬
戦
争
」
と

い
う
よ
う
な
滑
稽
な
笑
い
話
の
ヒ
ュ
ー
マ
ー
の
奥
に
、

そ
の
よ
う
な
根
本
的
な
主
題
が
穏
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、

ス
タ
ー
ン
の
文
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も
、
そ
の
よ
う
な
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

悲
に
ふ
る
っ
た
り
は
せ
ぬ
道
理
だ
。
」
（
第
九
巻
、
第
六
章
）

学
の
大
き
な
特
長
で
あ
り
、
こ
こ
に
語
ら
れ
る
挿
話
も
そ
の
一
例
と
な
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

ト
リ
ム
伍
長
の
兄
の
ト
ム
が
恋
を
仕
掛
け
た
リ
ス
ポ
ン
の
ユ
ダ
ヤ
人
の
後
家
は
、

ソ
ー
セ
ー
ジ
屋
を
営
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
働
く
黒

人
の
娘
は
、
長
い
棒
の
先
に
白
い
羽
の
束
を
結
び
付
け
た
「
蠅
追
い
」
で
パ
タ
パ
タ
と
ハ
エ
を
追
っ
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ト
ウ
ビ

ー
叔
父
と
ハ
エ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
「
変
奏
」
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
様
子
を
見
た
ト
リ
ム
伍
長
は
、
「
黒
人
に
も
魂
は
あ
る
の
で
し
よ
う
か
」

と
問
い
か
け
る
。
ト
ウ
ビ
ー
は
「
神
様
は
黒
人
だ
と
て
お
前
や
わ
し
同
様
、
決
し
て
魂
な
し
で
よ
い
と
は
お
考
え
に
は
な
る
ま
い
」
と

答
え
る
。
ト
リ
ム
は
ま
た
、
「
ど
う
し
て
黒
人
の
女
は
白
人
の
女
よ
り
酷
い
扱
い
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
問
う
と
、

ト
ウ
ビ
ー
は
、
「
何
も
正
当
な
理
由
は
な
い
は
ず
だ
」
と
言
う
。
「
味
方
に
な
っ
て
く
れ
る
者
が
一
人
も
い
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
す
」

と
ト
リ
ム
が
意
見
を
言
う
と
、
「
そ
う
な
ん
だ
、
ト
リ
ム
」
と
ト
ウ
ビ
ー
が
肯
く
。
「
そ
れ
が
あ
る
か
ら
い
よ
い
よ
も
っ
て
庇
護
の
必
要

が
出
て
く
る
の
だ
1

女
だ
け
で
な
く
、
黒
人
全
体
が
そ
う
な
の
だ
。
現
在
の
と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
白
人
の
ほ
う
が
鞭
を
握
っ
て
い
る
と

い
う
の
は
、
戦
争
の
サ
イ
の
目
が
た
ま
た
ま
こ
ち
ら
側
に
出
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
1

将
来
は
ど
っ
ち
が
鞭
を
手
に
す
る
か
、
そ
れ

は
天
の
み
が
知
り
給
う
こ
と
だ
！
ー
が
、
鞭
を
握
る
の
が
ど
ち
ら
で
あ
ろ
う
と
も
、
真
の
勇
者
な
ら
ば
、
ト
リ
ム
！
そ
の
鞭
を
無
慈

こ
こ
で
は
黒
人
の
娘
と
い
う
い
わ
ば
小
さ
な
存
在
が
、
歴
史
を
相
対
的
に
見
る
大
き
な
視
点
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
抑
圧
さ
れ
た
者

に
対
す
る
想
像
力
が
ス
タ
ー
ン
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
本
質
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
言
う
、
大
な
る
も
の

と
小
な
る
も
の
と
の
衝
突
か
ら
生
ず
る
ヒ
ュ
ー
マ
ー
の
形
式
を
踏
ま
え
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
い
て
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こ
の
「
黒
人
の
娘
」
の
挿
話
は
サ
ン
チ
ョ
の
懇
請
に
よ
っ
て
書
い
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
無
い
。
む
し
ろ
ス
タ
ー
ン
は
、
サ
ン
チ
ョ

の
手
紙
と
「
黒
人
の
娘
」
の
話
と
の
間
に
不
可
思
議
な
偶
然
の
一
致
を
感
じ
て
一
種
の
感
銘
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

ス
タ
ー
ン
と
サ
ン
チ
ョ
の
関
係
性
を
ま
と
め
れ
ば
、

の
「
説
教
集
」
で
説
い
た
「
奴
隷
制
」
の
非
人
道
主
義
へ
の
批
判
は
、
奴
隷
か
ら
成
り
上
が
っ
た
一
人
の
具
体
的
な
存
在
に
よ
っ
て
新

た
な
現
実
性
あ
る
い
は
社
会
性
を
帯
び
て
、
逆
に
ス
タ
ー
ン
自
身
の
「
奴
隷
制
」
理
解
を
問
い
直
す
も
の
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、

お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

―
つ
に
は
、

ス
タ
ー
ン
が
そ

ス
タ
ー
ン
に
と
っ
て
の
奴
隷
制
と
は
、
西
イ
ン
ド
諸
島
に
お
け
る
強
制
労
働
の
搾
取
的
社
会
シ
ス
テ
ム
の

問
題
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
一
般
に
「
自
由
を
奪
わ
れ
た
存
在
」
と
い
う
観
念
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
も
の
で
あ

っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
に
向
け
ら
れ
た
宗
教
的
風
刺
を
狙
っ
た
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
だ
っ
た
の
か
と
い
っ
た
問
題
が

考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、

サ
ン
チ
ョ
の
手
紙
が
あ
き
ら
か
に
し
た
の
は
、
「
動
産
と
し
て
の
奴
隷
」
＾
chattel
slavery'
の
社
会
的
現
実
存

(
6
)
 

在
の
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
そ
の
位
置
か
ら
の
具
体
的
訴
え
で
あ
っ
た
。

二
つ
に
は
、
奴
隷
制
批
判
の
姿
勢
は
「
感
情
の
平
等
性
」
面
equality
of feeling'
を
目
標
と
す
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
内
的
に

結
び
つ
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ノ
ヴ
ェ
ル
の
主
人
公
た
ち
は
、

い
ず
れ
も
博
愛
主
義
的

h
u
m
a
n
i
t
a
r
i
a
n
で
あ
り
、
慈
善
的
b
e
n
e
v
o
l
e
n
t
で
あ
る
点
で
共
通
す
る
が
、
そ
れ
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
反
奴
隷
制
的
思
考
に
つ
な
が

る
の
は
自
然
な
こ
と
に
思
わ
れ
る
。
サ
ン
チ
ョ
ヘ
の
返
書
に
見
ら
れ
る
ス
タ
ー
ン
の
同
情
と
、
作
中
の
「
黒
人
の
娘
」
に
対
す
る
理
解

は
同
質
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
娘
の
人
物
像
は
十
分
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ィ
』

に
登
場
す
る
＾
m
a
d
w
o
m
a
n
'
の
マ
ラ
イ
ア
と
同
様
、

い
わ
ば
「
絶
対
的
弱
者
」
と
し
て
ス
タ
ー
ン
の
女
性
造
型
の
パ
タ
ー
ン
を
示
す
も
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ろ
う
。

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
女
性
像
は
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

が
示
す
、
「
意
志
な
き
存
在
」
と
し
て
の
女
性
像
と
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
つ
に
は
、
し
か
し
な
が
ら
、

の
語
り
手
、

ト
リ
ス
ト
ラ
ム
の
母
で
あ
る
シ
ャ
ン
デ
ィ
夫
人

セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
作
家
た
ち
が
奴
隷
制
度
廃
止
運
動
の
実
践
的
行
動
に
で
る
ほ
ど
積
極
的
で

は
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
役
割
は
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
運
動
に
対
す
る
道
義
心
＾
m
o
r
a
l
conscience'
の
養
成
と

い
う
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
制
度
そ
の
も
の
の
改
革
よ
り
も
「
奴
隷
状
態
」
が
与
え
る
「
苦
難
」
'suffering'

の
イ
メ
ー
ジ
を
同
情
的
に
描
写
す
る
方
に
自
己
の
活
動
を
限
定
し
た
、

と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
て

'
m
o
r
a
l
support'
以
上
に
進
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ス
タ
ー
ン
の
病
的
な
肉
体
と
い
う
健
康
上
の
条
件
を
差
し
引
い
て
も
、
彼
が

現
実
的
な
改
革
へ
の
段
階
を
踏
む
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

ス
タ
ー
ン
も
ま
た
サ
ン
チ
ョ
に
対

セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
作
家
の
限
界
と
い
う
も
の
で
あ

こ
う
し
た
「
限
界
」
は
、
次
に
述
べ
る
〈
プ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
〉
の
女
性
た
ち
の
限
界
で
も
あ
っ
た
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
サ
ン
チ
ョ
と
い
う
存
在
は
ス
タ
ー
ン
の
創
作
に
一
種
の
刺
激
を
与
え
た
が
、

一
方
で
は
彼
に
庇
護
を
与
え

た
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
家
を
通
し
て
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
女
性
た
ち
の
存
在
が
想
起
さ
れ
も
す
る
、
そ
の
よ
う
な
独
自
な
イ
メ
ー
ジ
を

も
つ
の
で
あ
る
。
即
ち
、
主
家
の
女
主
人
の
交
遊
関
係
を
通
し
て
レ
イ
デ
ィ
・
メ
ア
リ
・
ワ
ー
ト
リ
ー
・
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
が
お
り
、
さ

ら
に
そ
の
係
累
と
し
て
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
が
い
る
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
ス
タ
ー
ン
の
妻
で
あ
る
エ
リ
ザ
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イ
ザ
・
ド
レ
イ
パ
ー
は
ス
タ
ー
ン
晩
年
の
恋
愛
の
相
手
で
あ
る
が
、

こ
の
妹
宛
て
の
手
紙
（
一
七
六
五
年
四
月
十
一
日
）

に
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
程
度
の
近
し
さ
に
止
ま
っ
た
よ
う
だ
が
、

ベ
ス
・
ラ
ム
レ
イ
と
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
は
従
姉
妹
同
士
で
あ
っ
た
。
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
の
父
親
と
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ラ
ム
レ
イ
の
母

親
が
異
父
兄
妹
の
関
係
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、

で、

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ラ
ム
レ
イ
が
「
敵
を
つ
く
り
や
す
い
性
格
」
で
あ
り
、
い
つ

ス
タ
ー
ン
の
妻
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ラ
ム
レ
イ
の
人
物
像
か
ら
見
て
み
よ
う
。

一
七
一
四
年
生
ま
れ
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ラ
ム
レ
イ
と
一
七
二

0
年
生
ま
れ
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
は
、

ギ
ュ
ー
夫
人
に
強
い
印
象
を
残
し
た
よ
う
で
あ
る
。

も
誰
か
に
ケ
ン
カ
を
売
っ
て
い
た
と
書
い
て
い
る
。
別
の
人
物
へ
の
手
紙
（
一
七
六
八
年
）

女
性
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
正
し
い
こ
と
を
す
る
、
そ
の
や
り
方
が
不
愉
快
な
マ
ナ
ー
に
よ
っ
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
彼
女
と

の
ケ
ン
カ
を
避
け
る
唯
一
の
方
法
は
、
し
か
る
べ
き
距
離
を
保
つ
こ
と
で
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ラ
ム
レ
イ
の
こ
と
を
＾
fretful
p
o
r
c
u
p
i
n
e
'
(
怒
り
っ
ぽ
い
ヤ
マ
ア
ラ
シ
）

あ
っ
た
。

ス
タ
ー
ン
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
と
結
婚
し
た
の
は
一
七
四
一
年
三
月
三
十
日
で
あ
る
が
、

理
由
に
つ
い
て
は
、

教
育
を
受
け
た
女
性
は
当
時
ま
れ
で
、

ス
タ
ー
ン
自
身
、

お
互
い
少
女
時
代

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ラ
ム
レ
イ
の
性
格
は
、
少
女
時
代
の
モ
ン
タ

モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
の
妹
は
先
述
し
た
よ
う
に
セ
ア
ラ
・
ス
コ
ッ
ト
で
あ
る
が
、

で
は
、
「

(
E
.
L
は
）
悪
い
こ
と
を
す
る

と
呼
ん
だ
の
も
、

モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
で

ス
タ
ー
ン
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
に
惹
か
れ
た

(
7
)
 

A
.
H
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
が
そ
の
ス
タ
ー
ン
伝
の
中
で
興
味
あ
る
観
察
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
ち
ゃ
ん
と
し
た

モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
や
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ヴ
ィ
ー
ジ
ー
や
イ
ラ
イ
ザ
・
ド
レ
イ

パ
ー
の
よ
う
な
〈
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
〉
タ
イ
プ
の
女
性
に
惹
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
イ
ラ

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ラ
ム
レ
イ
同
様
、
サ
ロ
ン
を
主
催
す
る
よ
う
な
オ
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覚
や
、
書
き
物
を
残
す
よ
う
な
才
能
が
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
こ
の
二
人
が
プ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
に
関
す
る
研
究
書
で
言
及
さ
れ
る

こ
と
は
ま
ず
無
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

趣
味
も
豊
か
で
、

ヨ
ー
ク
の
社
公
ク
ラ
プ
の
華
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
イ
ラ
イ
ザ
・
ド
レ
イ
パ
ー
の
方
は
グ
ロ
ス
タ
ー
シ
ャ
ー
の
然
る

あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
女
は
美
人
で
あ
る
上
に
文
芸
の
趣
味
を
持
ち
、
詩
句
の
引
用
な
ど
も
し
て
み
せ
る
と
い
っ
た
、
極
め
て
理
知
的

と
こ
ろ
で
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
に
、
す
で
に
ス
タ
ー
ン
に
風
評
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
踏
ま
え
た
次
の
よ
う
な
手
紙
が
あ
る
。

タ
ー
ン
は
牧
師
に
な
り
た
て
で
、
作
家
に
な
る
は
る
か
以
前
の
頃
で
あ
る
。
「
ス
タ
ー
ン
氏
は
年
百
ポ
ン
ド
の
侍
禄
を
貰
う
そ
う
で
、
将

来
大
い
に
昇
進
の
見
込
み
も
あ
る
方
で
す
。
じ
つ
は
大
変
な
放
蕩
者
で
す
が
、
漆
塗
り
を
施
さ
れ
た

(̂
japanned')
よ
う
な
結
婚
を
し

A
.
H
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
は
こ
の
挿
話
を
紹
介
し
た
後
で
、
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン

'varnish'
が
い
か
に
薄
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
ら
な
か
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
が
、
じ
じ
つ
そ
の
通
り
で
、

ス
・
ラ
ム
レ
イ
の
結
婚
生
活
は
平
穏
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
夫
婦
の
間
で
い
つ
も
争
い
が
絶
え
ず
、
最
後
に
は
英
仏
に
別
れ

て
の
生
活
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、

た
の
で
、
そ
の
本
性
も
漆
で
か
く
し
て

な
魅
力
を
湛
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
＾

varnished')
し
ま
っ
た
の
ね
。
」

べ
き
門
地
の
出
で
あ
っ
た
が
、
教
育
の
方
は
植
民
地
向
け
の
（
彼
女
は
祖
父
の
い
る
イ
ン
ド
ヘ
行
っ
て
い
た
）
申
し
訳
程
度
の
も
の
で

興
味
深
い
大
胆
な
仮
説
で
あ
る
。

（
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
の
旧
姓
）
は
そ
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
が
こ
の
二
人
を
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
に
入
れ
た
こ
と
は
、

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ラ
ム
レ
イ
の
父
親
は
ケ
ン
プ
リ
ッ
ジ
を
出
た
聖
職
者
で
、
彼
女
自
身
も
頭
脳
明
敏
、

ド
の
田
舎
牧
師
で
生
涯
を
終
わ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。

ス

ス
タ
ー
ン
と
エ
リ
ザ
ベ

ス
タ
ー
ン
は
教
会
内
の
「
昇
進
」
も
結
局
は
果
た
せ
な
い
で
、
教
会
人
と
し
て
は
コ
ッ
ク
ス
ウ
ォ
ル
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グ
の
女
王
」
と
呼
ば
れ
た
彼
女
ら
し
い
配
慮
で
あ
る
。

モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
は
ス
タ
ー
ン
が
作
家
と
な
っ
た
後
も
、
彼
と
の
親
交
は
保
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

遊
び
の
気
持
ち
を
刺
激
す
る
ほ
ど
の
近
し
さ
を
示
し
も
し
た
。
と
い
う
の
は
、
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
一
人
で
「
空
気
の
精
」
と
あ

だ
名
さ
れ
た
ヴ
ィ
ー
ジ
ー
夫
人
と
の
仲
を
彼
女
が
と
り
も
っ
て
や
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

お
り
、
友
人
だ
っ
た
ヴ
ィ
ー
ジ
ー
夫
人
も
毎
年
そ
こ
へ
出
か
け
て
い
た
。
あ
る
年
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
は
、
作
家
と
し
て
有
名
に
な
っ

た
ス
タ
ー
ン
を
バ
ー
ス
の
ヴ
ィ
ー
ジ
ー
夫
人
の
所
へ
や
っ
た
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
で
ス
タ
ー
ン
と
ヴ
ィ
ー
ジ
ー
夫
人
と
の
間
に
親
密
な

関
係
が
出
来
た
と
い
う
。
し
か
し
、

の
相
手
に
ス
タ
ー
ン
が
事
欠
く
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
作
家
と
し
て
の
ス
タ
ー
ン
を
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
は
ど
う
見
て
い
た
か
。
彼
女
は
正
直
な
と
こ
ろ
、
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ

ャ
ン
デ
ィ
』

ー
ン
夫
人
も
、

ス
タ
ー
ン
の
好
色
的
恋
愛

モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
は
バ
ー
ス
に
家
を
も
っ
て

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
恋
愛
遊
戯
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
遊
戯

の
品
の
な
さ
や
、
奇
矯
さ
に
衝
撃
を
う
け
た
ら
し
い
。

ス
タ
ー
ン
本
人
に
対
し
て
は
一
種
の
気
持
ち
半
分
の
情
愛
を
感
じ

て
い
た
よ
う
だ
が
、
彼
の
ウ
ィ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
感
心
し
な
か
っ
た
。
「
実
を
い
う
と
、
こ
ん
な
け
ば
け
ば
し
い

(
'
t
a
w
d
r
y
'
)

小
説
の

作
者
と
長
く
話
を
し
て
、
屈
辱
を
感
じ
ま
し
た
」
と
妹
宛
の
手
紙
に
書
い
て
い
る
。

ま
た
ス
タ
ー
ン
そ
の
人
も
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
訳
だ
が
、

モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
は
、
結
局
、
従
姉
妹
の
ス
タ

し
か
し
ス
タ
ー
ン
が
死
ん
だ
時
に
は
、

そ
の
後
の
財
産

上
の
援
助
を
す
る
な
ど
、
残
さ
れ
た
夫
人
と
娘
リ
デ
ィ
ア
の
た
め
に
あ
れ
こ
れ
と
気
を
配
っ
た
様
子
が
見
え
る
。
「
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
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十
八
世
紀
の
文
化
史
の
な
か
で
プ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
女
性
た
ち
の
存
在
を
考
え
て
み
る
と
、
彼
女
た
ち
は
明
ら
か
に
、

代
の
「
女
性
の
リ
テ
ラ
シ
ー
」
を
大
き
く
発
展
さ
せ
る
推
進
力
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
彼
女
た
ち
は
、
社
会
階
層
的
に
は

恵
ま
れ
た
環
境
に
育
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
力
は
多
分
に
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
的
な
努
力
に
よ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
評
価
す
べ
き
こ

と
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
カ
ー
タ
ー
Elizabeth
Carter (
1
7
1
7
-
1
8
0
6
)

は
ギ
リ
シ
ャ
語
が
出
来
る
こ
と
で
知
ら
れ

て
い
た
が
、

そ
の
勉
強
ぶ
り
は
、
徹
夜
に
至
っ
て
眠
気
を
覚
ま
す
た
め
に
嗅
ぎ
煙
草
を
嗅
ぎ
、
グ
リ
ー
ン
・
テ
ィ
ー
を
噛
み
、

ー
を
飲
み
、
果
て
は
み
ぞ
お
ち
に
冷
た
い
タ
オ
ル
を
当
て
な
が
ら
続
け
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
成
果
が
エ
ビ
ク
テ
ー
ト
ス
の

『
提
要
』

E
n
c窓

imdigの
翻
訳
、

M
o
r
a
l
D蒋
0

ミ
終
s

(
一
七
五
八
年
）
で
あ
っ
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、

ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

の
巻
頭
に
掲
げ
た
モ
ッ
ト
ー
は
、
じ
つ
は
こ
の
エ
ビ
ク
テ
ー
ト
ス
で
あ
っ
た
。

ー
タ
ー
の
翻
訳
が
出
た
の
が
一
七
五
八
年
（
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』

か
ら
、

ス
タ
ー
ン
が
『
ト
リ
ス
ト

ス
タ
ー
ン
は
そ
の
さ
い
、

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
カ

テ
ー
ニ
ュ
の
『
エ
セ
ー
』
、
第
一
巻
第
十
四
章
「
善
悪
の
味
は
多
く
の
ば
あ
い
そ
れ
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
考
え
か
た
に
よ
る
こ
と
」

(
8
)
 

に
影
響
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
フ
ロ
リ
ダ
版
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
注
釈
者
は
示
唆
し
て
い
る
が
、

の
第
一
、
二
巻
の
出
版
が
一
七
六

0
年
一
月
）

れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
も
ス
タ
ー
ン
と
〈
プ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
〉
の
女
性
を
繋
ぐ
見
え
な
い
糸
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

モ
ン

で
あ
る

ス
タ
ー
ン
が
出
版
さ
れ
て
間
な
し
の
彼
女
の
翻
訳
を
読
ん
で
、
そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

い
ず

エ
リ
ザ
ベ
ス
・
カ
ー
タ
ー
の
語
学
の
才
能
を
高
く
評
価
し
た
の
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
の
お
か
げ
で
彼
女
は
『
ラ
ン
プ
ラ
ー
』

コ
ー
ヒ

こ
の
時
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誌
に
二
篇
の
寄
稿
を
し
て
い
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
存
在
は
こ
の
よ
う
に
プ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
女
性
た
ち
の
社
会
的
評
価
に
直
接
的

に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
文
学
界
に
お
け
る
彼
の
名
声
と
、
「
文
学
ク
ラ
ブ
」
の
主
催
者
と
し
て
の
彼
の
影
響
力
は
、
男
性
会
員
の
み

な
ら
ず
彼
女
た
ち
に
も
大
き
く
作
用
し
た
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
男
性
中
心
の
そ
の
時
代
の

い
わ
ば
象
徴
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。

ス
レ
イ
ル
夫
人
が
、
特
別
な
食
客
と
し
て
ジ
ョ
ン
ソ
ン
を
自
邸
に
招
い
た
動
機
に
は
、
彼
を
そ
の

そ
も
そ
も
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
社
会
的
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
起
源
に
立
ち
会
っ
て
い
た
人
な
の
で
あ
る
。
そ

の
間
の
事
情
を
『
ジ
ョ
ン
ソ
ン
伝
』
（
一
七
八
一
年
の
項
）

ほ
ぼ
こ
の
頃
に
何
人
か
の
淑
女
が
夜
会
を
催
し
て
気
が
利
い
た
文
学
者
た
ち
を
相
手
に
楽
し
み
な
が
ら
、
彼
女
た
ち
も
一
緒
に
歓

談
に
参
加
す
る
風
習
が
大
い
な
る
流
行
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
種
の
夜
会
は
、
「
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
・
ク
ラ
ブ
」
と
命
名
さ
れ

た
が
、
こ
の
呼
び
名
の
起
源
は
ほ
と
ん
ど
世
に
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
そ
れ
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
種

の
夜
会
が
最
初
に
催
さ
れ
た
頃
、

は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

そ
の
会
員
の
中
の
最
も
著
名
な
一
人
は
ス
テ
ィ
リ
ン
フ
リ
ー
ト
氏
で
あ
っ
た
。
彼
の
衣
裳
は
目

立
つ
ほ
ど
に
荘
重
で
、
特
に
彼
は
青
い
靴
下
を
履
い
て
い
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
会
話
は
非
常
に
生
彩
が
あ
っ
た
の
で
、

彼
が
欠
席
す
る
と
一
同
は
大
い
に
落
胆
し
て
、
「
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
な
し
に
は
我
々
は
何
も
で
き
な
い
」
と
言
い
交
わ
さ
れ
る

ま
で
に
な
り
、
こ
う
し
て
い
つ
の
間
に
か
こ
の
呼
び
名
が
世
に
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
。

ハ
ン
ナ
・
モ
ア
嬢
は
彼
女
の
詩
、

'
B
a
s
 B
l
e
u
'
[青
い
靴
下
]
で
こ
の
プ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
・
ク
ラ
ブ
を
見
事
に
描
き
出
し
、
こ
れ
に
属
し
た
有
名
な
人
々
の
名
を

よ
う
に
見
な
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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多
く
挙
げ
て
い
る
。
（
『
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
伝
』
第
三
巻
、
中
野
好
之
訳
、

と
こ
ろ
で
、
「
一
七
八
四
年
」
（
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
死
の
年
）

フ
ァ
ニ
ー
・
バ
ー
ニ
ィ
等
の
プ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
女
性
た
ち
と
会
食
し
た
話
を
し
て
、
そ
れ
を
ボ
ズ
ウ
ェ
ル
が
羨
む
一
節
が
あ
る
。

こ
の
話
の
続
き
に
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
に
つ
い
て
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
評
が
で
て
く
る
場
面
が
あ
る
。
曰
く
、
「
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
は
自
分

の
機
智
を
売
り
物
に
し
な
い
ね
。
し
か
し
、

ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
言
葉
の
中
の
「
会
話
」
は
、
上
述
の
ハ
ン
ナ
・
モ
ア
の
詩
、

'Bas
Bleu'
で
は
大
文
字
の
「
神
格
化
」
さ
れ
た
一
っ

の
力
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
ほ
ど
の
意
義
を
も
つ
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
時
ジ
ョ
ン
ソ
ン

は
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
に
最
大
限
の
誉
め
言
葉
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
彼
に
し
て
は
異
例
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
厳
し
い
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
と
著
作
物
に
つ
い
て
の
批
評
と
な
る
と
、
彼
の
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人

評
は
容
赦
が
な
か
っ
た
。

モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
の
著
作
は
、
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ビ
ア
論
に
対
す
る
反
論
と
し
て
書
い
た
、
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
著

作
と
天
オ
に
つ
い
て
」

"
E
s
s
a
y
o
n
 the W
r
i
t
i
n
g
s
 a
n
d
 G
e
n
i
u
s
 of S
h
a
k
e
s
p
e
a
r
e
"
 
(
一
七
六
九
年
）
が
有
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
あ
る
時
、

て
い
る
。
そ
れ
は
常
に
含
蓄
が
あ
り
、
常
に
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
」

み
す
ず
書
房
）

の
項
に
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
カ
ー
タ
ー
、

モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
は
大
へ
ん
非
凡
な
婦
人
だ
。
彼
女
は
絶
え
ざ
る
会
話
の
流
れ
を
も
っ

サ
ー
・
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
レ
ノ
ル
ズ
と
ギ
ャ
リ
ッ
ク
を
相
手
に
議
論
を
し
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
モ
ン
タ

ギ
ュ
ー
夫
人
を
弁
護
す
る
レ
ノ
ル
ズ
に
、
＾
Sir,
I
 

will v
e
n
t
u
r
e
 to s
a
y
 there is 
n
o
t
 o
n
e
 sentence of true criticism in h
e
r
 

ハ
ン
ナ
・
モ
ア
、
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生
れ
）

b
o
o
k
.
'

と、

一
七
七
七
年
に
は
仏
語
訳
、

ハ
ン
ナ
・
モ
ア
の
小
説
批
判
が
思
い
合
わ
さ
れ

モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
の
批
評
眼
の
無
さ
を
衝
い
て
言
う
。
ギ
ャ
リ
ッ
ク
が
こ
こ
で
割
り
込
ん
で
、

レ
ノ
ル
ズ
の
味
方
を
し

つ
つ
、
「
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
誤
解
し
て
い
る
こ
と
を
見
事
に
示
し
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
誰
も
や
ら
な
か
っ

た
こ
と
で
す
よ
」
と
言
う
。
す
る
と
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
さ
ら
に
追
い
討
ち
を
か
け
る
よ
う
に
弾
劾
の
言
を
吐
く
。
「
そ
う
す
る
価
値
が
あ

(9) 

る
と
思
っ
た
人
間
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
よ
。
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
、
ど
ん
な
価
値
が
あ
る
の
か
ね
？
」

し
か
し
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
酷
評
に
も
か
か
わ
ら
ず
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
の
著
作
は
、
彼
女
の
サ
ロ
ン
に
集
ま
っ
た
女
性
た
ち
の
知
的

活
動
の
指
針
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
女
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ビ
ア
論
は
、
出
版
の
翌
年
（
一
七
七

0
年）

三
版
が
出
さ
れ
、

る
点
で
あ
る
。

に
第
二
版
、

一
七
七
二
年
に
第

一
八
二
八
年
に
は
イ
タ
リ
ア
語
訳
が
出
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
状
況
を
考
え
れ
ば
、
ジ

ョ
ン
ソ
ン
の
よ
う
に
こ
の
著
作
の
出
版
が
無
価
値
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
彼
女
の
サ
ロ
ン
は
ト
ラ
ン
プ
な
ど
の
遊
び
を
禁
じ
た
、
至
極
ま
じ
め
な
集
ま
り
だ
っ
た
。

ス
タ
ー
ン
に
対
す
る
彼
女
の
評

価
を
見
て
も
、
彼
女
の
姿
勢
は
あ
ま
り
に
清
廉
で
か
つ
厳
格
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
彼
女
の
限
界
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
、
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
も
つ
猥
雑
な
現
実
性
を
容
認
し
難
く
感
じ
る
思
い
と
繋
が
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
感
覚
は
お
お

む
ね
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
女
性
た
ち
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
女
性
た
ち
は
初
期
の
レ
イ
デ
ィ
・
メ
ア
リ
・
ワ
ー
ト
リ
ー
・
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
（
一
六
八
九
年

か
ら
後
期
の
ハ
ン
ナ
・
モ
ア
（
一
七
四
五
ー
一
八
三
三
）
ま
で
、

お
お
む
ね
二
つ
の
世
代
か
ら
成
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、

そ
の
前
期
の
女
性
た
ち
が
最
も
気
に
し
た
こ
と
は
、
自
分
た
ち
が
男
性
た
ち
の
世
界
で
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
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ス
レ
イ
ル
夫
人
は
プ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
第
二
世
代
に
属
す
る
が
、
彼
女
は
女
性
の
著
述
家
と
し
て
競
っ
て
い
く
上
で
の
不
安

ânxiety of c
o
m
p
e
t
e
n
c
e
'
~

音
心
嘩tし
な
が
ら
『
故
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
逸
話
集
』An
e
c
d
o
t
e
s

o
f
 the late S
a
m
u
e
l
 J
o
h
n
s
o
n
 

じ
っ
さ
い
、
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
女
性
た
ち
に
は
―
つ
の
「
潜
在
的
不
安
」

6
§
d
e
r
l
y
i
n
g
a
n
x
i
e
t
y
ふ
か
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
た
ち
が
男
性
の
領
域
を
侵
犯
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。
そ
の
原
因
に
は
、

彼
女
た
ち
の
教
育
が
全
般
的
に
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
、
と
シ
ル
ヴ
ィ
ア
・
マ
イ
ヤ
ー
ズ
も
言
っ
て
い
る
。

ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
第
一
世
代
に
は
も
う
―
つ
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
感
情
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
生
計
を
立
て
、
金
を
儲

け
る
た
め
に
も
の
を
書
く
こ
と
を
嫌
が
る
感
情
で
あ
る
。

レ
イ
デ
ィ
・
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
、

カ
ー
タ
ー
夫
人
、

シ
ャ
ポ
ー
ン
夫
人
た
ち
は

皆、

6曰
nancial
gain'
の
た
め
に
書
い
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
が
っ
た
。
金
を
当
て
に
す
る
女
た
ち
は
、
ゴ
n
e
e
d
y
a
n
d
 

dependent'
の
、
扶
養
さ
れ
た
存
在
と
見
な
さ
れ
た
。
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
女
性
た
ち
は
、
金
の
た
め
で
な
く
自
分
た
ち
の
知
的

関
心
を
追
求
す
る
の
だ
と
思
い
た
が
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
の
喜
び
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
尊
心
も
得
ら

れ
、
他
人
の
た
め
に
善
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
思
う
こ
と
が
出
来
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
内
心
の
不
安
を
隠
し
て
の
感
情

で
あ
っ
た
ろ
う
。

マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
、
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
女
性
た
ち
の
活
動
に
限
界
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
要
因
を
挙
げ
て
い
る
。

即
ち
、
①
文
学
界
を
支
配
す
る
男
性
た
ち
の
力
ヘ
の
現
実
的
な
不
安
、
②
彼
女
た
ち
自
身
の
内
面
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
で
あ
る
。
後

（
一
七
八
六
年
）
を
書
い
た
。

だ
っ
た
。
否
、
そ
れ
は
世
代
を
問
わ
な
い
問
題
で
あ
っ
た
。
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が
次
の
世
代
以
降
へ
と
引
き
継
が
れ
る
契
機
が
こ
こ
に
あ
る
。

る
グ
ル
ー
プ
と
し
て
彼
女
た
ち
の
存
在
は
も
っ
と
評
価
さ
れ
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
抑
圧
と
戦
っ
て
、
彼
女
た
ち
は
夜
会
を
開
き
、
読
書
を
し
、
執
筆
を
し
、
他
の
女
性
作
家
た
ち
と
の
友
情
を
広
げ
、

ら
に
若
い
女
性
た
ち
に
教
育
へ
の
志
を
持
つ
よ
う
に
感
化
す
る
だ
け
の
影
響
力
を
持
っ
て
行
っ
た
。
彼
女
た
ち
の
活
動
を
全
体
と
し
て

評
価
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
十
九
世
紀
以
降
の
女
性
開
放
運
動
と
の
関
係
に
お
い
て
は
あ
る
い
は
メ
ア
リ
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
（
一

七
五
九
ー
九
七
）

の
視
野
に
も
入
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
う
し
た
従
来
の
評
価
を
端
的
に
象
徴
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
十
九

世
紀
的
偏
見
に
今
日
も
ま
だ
曝
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
十
八
世
紀
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
代
表
す

ち
な
み
に
、
非
常
な
読
書
家
だ
っ
た
ヘ
ス
タ
ー
・
シ
ャ
ポ
ー
ン
H
e
s
t
e
r
C
h
a
p
o
n
e
が
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
『
女
性
権
利
の
擁
護
』

A
 Vindication o
f
 the R
母
淀
s
o
f
 W
o
m
a
n
 (
一
七
九
二
年
）

っ
て
い
る
。

品
さ
」
＾
absurdities,
improprieties, o
d
i
o
u
s
 indelicacies'.と
い
う
よ
A

つ
な
よ
く
い
わ
れ
る
彼
女
の
欠
点
を
超
え
て
、
「
多
く
の
女

性
た
ち
に
ペ
ン
を
執
ら
せ
る
大
き
な
源
泉
（
四
a
n
d
spring)
」
と
な
っ
て
い
る
、

る。 者
は
、
「
学
問
あ
る
女
性
」
＾
l
e
a
r
n
e
d
ladies'
に
対
す
る
社
会
か
ら
の
「
禁
止
命
令
」

'injunction'
が
内
面
化
し
た
も
の
と
い
え
る
。

当
時
の
社
会
は
、
女
性
の
「
淑
や
か
さ
」
ゴ
m
o
d
e
s
t
y
'
と
「
自
己
放
棄
」
屈
self,abnegation'
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
要
求
し
た
の
で
あ

一
人
の
力
に
及
ば
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
彼
女
た
ち
の
存
在
は
エ
レ
ー
ヌ
・
シ
ョ
ウ
ォ
ル
タ
ー
Elaine
S
h
o
w
a
l
t
e
r
 

シ
ャ
ポ
ー
ン
は
、

に
対
し
て
示
し
た
関
心
は
、

さ

む
し
ろ
そ
の
著
者
へ
の
深
い
共
感
を
語

ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
の
中
の
「
強
烈
な
意
識
」

'strong
sense'
は
「
不
条
理
、
不
作
法
、
不
快
な
下

と
書
い
て
い
る
。
第
一
世
代
の
開
拓
し
た
精
神
世
界
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ス
タ
ー
ン
が
現
実
に
関
わ
っ
た
女
性
た
ち
は
、
不
思
議
に
も
彼
の
妻
も
含
め
て
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
の
女
性
た
ち
で
あ
る
。
彼
女

た
ち
は
、
知
的
な
「
会
話
の
流
れ
」
を
も
ち
、
明
確
な
意
志
を
持
っ
た
、
時
代
の
先
端
を
ゆ
く
よ
う
な
華
や
か
さ
を
身
に
纏
っ
て
い
た
。

し
か
し
そ
れ
は
、
個
人
に
よ
っ
て
事
情
が
異
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
が
、
右
に
見
た
よ
う
な
「
内
面
の
不
安
」
を
も
抱
い
て
い
た
存

在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

る
が
、

そ
こ
に
ス
タ
ー
ン
の
「
現
実
的
女
性
像
」
が
イ
メ
ー
ジ
を
結
ん
で
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
彼
に
と
っ
て
そ
れ
は
苦
い
認
識
を
伴

う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

一方、

女
性
、
三
つ
目
は
、

ス
タ
ー
ン
と
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ラ
ム
レ
イ
の
関
係
の
難
し
さ
は
、

そ
れ
こ
そ
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
の
例
証
で
あ

ス
タ
ー
ン
の
虚
構
の
中
の
女
性
像
に
は
、
ブ
ル
ー
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
・
タ
イ
プ
の
、
知
的
で
社
会
意
識
の
高
い
、

苦
悩
を
も
抱
え
込
む
よ
う
な
女
性
は
、
意
識
的
に
か
ほ
ぼ
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
の

ス
タ
ー
ン
が
表
わ
し
た
女
性
像
は
、
大
別
し
て

―
つ
は
、
先
に
見
た
イ
グ
ネ
イ
シ
ャ
ス
・
サ
ン
チ
ョ
の
出
現
が
ス
タ
ー
ン
に
改
め
て
そ
の

イ
メ
ー
ジ
を
意
識
さ
せ
た
黒
人
の
娘
や
『
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
・
ジ
ャ
ー
ニ
ィ
』
の

'
m
a
d
w
o
m
a
n
'
で
あ
る
マ
ラ
イ
ア
の
よ
う
な
、

い
わ

ば
「
絶
対
的
弱
者
」
と
し
て
の
女
性
、
二
つ
目
は
シ
ャ
ン
デ
ィ
夫
人
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
表
わ
す
、
ま
る
で
自
分
の
意
志
を
持
た
な
い

ウ
ォ
ド
マ
ン
未
亡
人
や
「
ス
ラ
ウ
ケ
ン
ベ
ル
ギ
ウ
ス
物
語
」
の
中
の
修
道
女
た
ち
の
よ
う
な
性
的
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ

ン
に
駆
ら
れ
る
女
性
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
れ
ら
の
女
性
た
ち
は
い
ず
れ
も
ス
タ
ー
ン
の
喜
劇
的
精
神
に
よ
っ
て

彩
り
を
添
え
ら
れ
て
お
り
、
類
型
的
に
誇
張
さ
れ
、
諷
刺
化
さ
れ
た
人
物
た
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
彼
女
た
ち
が
現

二
種
類
に
分
け
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

四
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(
5
 

4
 

3
 

2
 

(
1
)
 

.. 
；王

＊
 は

フ
ロ
リ
ダ
版
に
従
っ
た
。

実
の
女
性
た
ち
よ
り
も
存
在
の
意
義
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
作
家
の
立
場
に
立
っ
た
ば
あ
い
、
断
言
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
虚
構
の
女
性
た
ち
の
人
物
像
の
方
に
作
家
の
思
い
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

ス
タ
ー
ン
の
女
性
像
の
全
体
は
、
現
実
と
虚
構
の
人
物
像
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
で
捉
え
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ス
タ
ー
ン
は
、

む
し
ろ
後
者
の
虚
構
の
女
性
像
に
よ
っ
て
心
理
的
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
日
本
ジ
ョ
ン
ソ
ン
協
会
第
二
十
九
回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
一
九
九
六
年
五
月
二
十
七
日
）
に
お
い
て
発
表
し
た
原
稿
を
も
と
に

補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

以
下
の
議
論
は
、

M
a
r
k
m
a
n
Ellis, 
T
h
e
 Politics 
o
f
 Sensibility 
(
C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 
N
e
w
 Y
o
r
k
,
 
&
 M
e
l
b
o
u
r
n
e
:
 C
a
m
b
r
i
d
g
e
 

U
n
i
v
.
 Press, 1
9
9
6
)
 

の
、
特
に
五
十
七
ー
六
十
一
頁
を
参
考
に
し
た
。

R
e
y
a
h
n
 K
i
n
g
,
 "Ignatius S
a
n
c
h
o
 a
n
d
 Portraits of the B
l
a
c
k
 Elite," 
Ignatius S
a
n
c
h
o
 :
 A
n
 Af
r
i
c
a
n
 M
a
n
 o
f
 Letters 

(
L
o
n
d
o
n
:
Z
a
t
i
o
n
a
l
 Portrait G
a
l
l
e
r
y
 Publications, 1
9
9
7
)
,
 p
.
 2

0
.
 

前
掲
書
の
プ
レ
ー
ト
、

Fig.
1
5
及
び
Fig.
1
6

に
そ
の
一
部
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

T
h
e
 S
e
r
m
o
n
s
 o
f
 M
ゞ

Yorick,
Vols. 
I
 &
 II 
[
Y
o
r
i
c
k
 E
d
i
t
i
o
n
 D
e
l
u
x
e
,
 Vol. V
,
 w
i
t
h
 a
n
 introduction b
y
 W. L. Cross] 

(
N
e
w
 Y
o
r
k
:
 A
M
S
 Press, 1
9
7
0
)
,
 p
.
1
6
9
.

フ
ロ
リ
ダ
版
で
は

[
S
e
r
m
o
n
1
0
'
(
p
p
.
 9
1
'
1
0
2
)

。
引
用
は
、

p
.
9
9
,
 
II. 2
7
,
3
2

よ
り
。
綴
り

L. P. Curtis, ed., 
Letters 
o
f
 L
a
i

｀reミce
S
t
e
r
n
e
 
(
O
x
f
o
r
d
:
 C
l
a
r
e
n
d
o
n
 Press, 1
9
6
7
)
,
 p
p
.
 2

8
5ー

8
7
.
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M
a
r
k
m
a
n
 Ellis, 

p. 54. 

Arthur H. Cash, Laurence Sterne :
 Th
e
 Early 

a
n
d
 Middle 

Years 
(London &

 N
e
w
 Y
o
r
k
:
 Methuen, 1975), 

p. 85. 

T
h
e
 Florida Edition of the W

o
r
k
s
 of Laurence Sterne: Vol. III, 

T
h
e
 Notes to 

Tristram Shandy, eds. M
e
l
v
y
n
 N
e
w
,
 

逢起叔0入ー、k_|、入さ?上Kー4(ト7mト入キ

R. A. A
d
a
m
s
,
 a
n
d
 W
.
 G. D

a
y
 (Gainesville: University Presses of Florida, 1984), p. 37. 
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J
o
h
n
 Busse, M

r
s
 M
o
n
t
a
g
u
:
 Q
u
e
e
n
 of the 

Blues 
(London: Gerald H

o
w
e
,
 1928), 

pp. 41-42. 

Sylvia Harcstark Myers, T
h
e
 Bluestocking Circle :

 Wo
m
e
n
,
 Friendship, 

a
n
d
 the Life of the M

i
n
d
 in Eighteenth-

Century E
n
g
l
a
n
d
 (Oxford: Clarendon Press, 1990), 

p. 155. 
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