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初
近
代
イ
ギ
リ
ス
文
献
に
お
け
る
ヤ
エ
ル
像

│
『
士
師
記
』
受
容
史
の
考
察
│

瀧
澤　

英
子

序
論

│
「
ヤ
エ
ル
の
バ
タ
ー
」
の
浸
透

│

　

一
九
四
八
年
一
月
一
三
日
の
夜
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
ラ
ジ
オ
局
は
『
ミ
ス
テ
リ
ー
劇
場
』
シ
リ
ー
ズ
の
初
回
と
し
て
、『
呈
進
の
皿
の
バ
タ

ー
』（Butter in a Lordly D

ish

）
と
い
う
題
の
戯
曲
を
放
送
し
た
。
こ
の
番
組
は
当
時
人
気
の
推
理
小
説
家
た
ち
に
よ
る
書
き
下
ろ

し
の
小
品
を
各
回
完
結
型
で
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
午
後
九
時
半
か
ら
の
三
〇
分
間
と
い
う
放
送
時
間
枠
か
ら
、
高
い
視
聴
率

を
見
込
ん
だ
企
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
杮
落
と
し
を
任
さ
れ
た
の
がA

gatha C
hristie

で
あ
る
。

　

こ
の
戯
曲
の
題
名
は
旧
約
聖
書
『
士
師
記
』
第
四
、
五
章
に
記
さ
れ
た
物
語
に
由
来
す
る
。
そ
の
第
四
章
に
綴
ら
れ
て
い
る
の
は
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
が
異
教
を
奉
じ
る
他
部
族
と
ヨ
ル
ダ
ン
川
以
西
の
地
域
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
た
時
、
ヤ
エ
ル
と
い
う
女
性
が
と

っ
た
行
動
の
た
め
に
、
戦
局
が
好
転
し
大
勝
利
に
導
か
れ
た
と
い
う
伝
説
的
な
事
件
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
く
第
五
章
で
は
、
女
性
士
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師
デ
ボ
ラ
に
よ
る
頌
歌
と
し
て
、
戦
勝
に
至
る
ま
で
の
顛
末
が
改
め
て
語
ら
れ
る
。
ヤ
エ
ル
は
味
方
と
は
ぐ
れ
て
道
に
迷
う
敵
将
の

シ
セ
ラ
を
自
ら
の
天
幕
に
招
き
入
れ
て
歓
待
す
る
。
そ
し
て
相
手
が
ま
ど
ろ
ん
だ
隙
に
、
そ
の
脳
天
を
槌
と
大
鋲
で
打
ち
砕
く
。
こ

の
時
、
も
て
な
し
に“the lordly dish of butter”

が
供
さ
れ
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
。（Judges 5:2 5

）

　

ヤ
エ
ル
伝
説
を
下
地
に
ク
リ
ス
テ
ィ
が
描
い
た
の
は
、
若
い
女
性
が
殺
人
罪
で
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
情
夫
の
復
讐
を
遂
げ
る
劇
で

あ
）
1
（

る
。
仇
討
ち
の
標
的
と
な
っ
た
法
廷
弁
護
人
エ
ン
ダ
ビ
ー
卿
に
同
じ
く
、
聴
衆
は
結
末
ま
で
真
相
を
知
ら
さ
れ
な
い
。
し
か
し

『
士
師
記
』
の
一
節
を
借
用
し
た
こ
の
題
名
は
、
エ
ン
ダ
ビ
ー
の
前
で
魅
力
的
な
愛
人
と
し
て
ふ
る
ま
う
ジ
ュ
リ
ア
が
ま
も
な
く
彼

に
身
の
破
滅
を
も
た
ら
す
こ
と
を
暗
に
伝
え
た
で
あ
ろ
う
。
現
に
こ
の
戯
曲
は
、
題
名
の
ほ
か
に
も
台
詞
の
端
々
に
「
呈
進
の
皿
の

バ
タ
ー
」
の
文
言
を
採
り
入
れ
て
い
る
。
ジ
ュ
リ
ア
が
エ
ン
ダ
ビ
ー
を
食
卓
に
導
き
な
が
ら
、
二
人
の
晩
餐
用
に“butter in the 

lordly dish”

も
準
備
し
て
あ
る
、
と
言
う
の
を
聞
い
た
時
、
多
く
の
視
聴
者
は
何
も
気
づ
か
ぬ
エ
ン
ダ
ビ
ー
に
歯
が
ゆ
さ
を
覚
え

た
ろ
う
。
終
局
で
は
、
睡
眠
薬
を
盛
ら
れ
朦
朧
と
な
っ
た
エ
ン
ダ
ビ
ー
が
ジ
ュ
リ
ア
の
口
か
ら
彼
女
の
正
体
、
す
な
わ
ち
、
つ
い
先

頃
、
自
分
が
訴
追
し
た
事
件
の
被
告
人
と
内
縁
関
係
に
あ
る
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
死
刑
判
決
の
決
め
手
と
な
っ
た

の
が
エ
ン
ダ
ビ
ー
の
弁
論
で
あ
っ
た
。
意
識
が
薄
れ
る
中
、
エ
ン
ダ
ビ
ー
は
シ
セ
ラ
が
と
ど
め
の
一
撃
を
受
け
る
瞬
間
を
描
い
た

『
士
師
記
』
の
一
節
を
唱
え
な
が
ら
、
ジ
ュ
リ
ア
が
近
づ
い
て
来
る
の
を
見
る
。
女
の
不
気
味
な
高
笑
い
で
劇
は
幕
を
閉
じ
る
。

　

ラ
ジ
オ
向
け
の
戯
曲
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、C

hristie

は“the lordly dish of butter”

の
文
言
を
効
果
的
に
用
い
て
い
る
。
言

う
ま
で
も
な
く
、
二
〇
世
紀
初
頭
は
電
波
放
送
が
飛
躍
的
に
普
及
し
た
時
代
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
九
三
六
年
に
テ
レ
ビ
放
送

も
開
始
し
て
い
る
が
、
ラ
ジ
オ
は
依
然
と
し
て
、
国
民
一
般
に
情
報
と
娯
楽
を
提
供
す
る
主
要
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。C

hristie

の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
が
、
こ
の
よ
う
な
幅
広
い
受
容
層
を
想
定
し
て
配
信
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、“the lordly 



145

初近代イギリス文献におけるヤエル像─『士師記』受容史の考察─

dish of butter”

と
い
う
表
現
も
ま
た
、
こ
れ
を
耳
に
し
た
視
聴
者
の
多
く
が
、
本
性
を
隠
し
な
が
ら
標
的
に
忍
び
寄
る
悪
女
の
姿

を
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
と
い
う
効
果
に
期
待
し
て
台
詞
の
中
に
配
置
さ
れ
た
と
思
わ
れ

）
2
（

る
。

　

こ
れ
と
は
対
照
的
な
例
が
、A

. S. B
yatt

の
自
伝
的
な
短
編
小
説
「
ヤ
エ
ル
」（“Jael” Elem

entals, 1998

）
で
あ
る
。
作
中
、
語

り
手
は
、
自
分
の
母
親
が
台
所
で
バ
タ
ー
を
手
に
す
る
時
に
は
、
決
ま
っ
て“the lordy dish of”

の
文
句
を
戯
け
た
調
子
で
口
に

し
て
い
た
と
回
想
し
て
い
る
。B

yatt

は
一
九
三
〇
年
代
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
作
家
の
実
体
験
に
基
づ
い
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
前
述
の
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
が
公
開
さ
れ
た
の
と
同
じ
時
期
に
、
母
親
と
こ
の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
し
て
い
た
可
能

性
が
考
え
ら
れ
る
。C

hristie
は
、
悲
劇
的
な
結
末
を
仄
め
か
す
謎
め
い
た
文
句
と
し
て
、B

yatt

は
母
娘
の
日
常
的
な
ふ
れ
あ
い
を

偲
ば
せ
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ヤ
エ
ル
の
バ
タ
ー
」
に
触
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
全
く
異
な
っ
た
文
脈
の
お
け
る
言
及
例

か
ら
、
ヤ
エ
ル
の
名
、
及
び
に
彼
女
が
シ
セ
ラ
に
差
し
出
し
た
と
さ
れ
る
も
て
な
し
の
食
事
は
、
20
世
紀
半
ば
の
イ
ギ
リ
ス
国
民
に

な
じ
み
深
く
、
ま
た
そ
の
汎
用
性
も
高
い
文
言
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

実
に
『
士
師
記
』
第
四
章
、
五
章
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
た
ヤ
エ
ル
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
英
文
学
作
品
に
頻
繁
に
登
場
す
る
。
ヤ
エ

ル
の
名
や
『
士
師
記
』
の
該
当
部
分
に
言
及
す
る
事
例
は
、
筆
者
が
把
握
す
る
限
り
で
も
、
一
五
世
紀
半
ば
を
皮
切
り
に
二
〇
一
八

年
ま
で
総
計
一
〇
一
件
に
の
ぼ
り
、
そ
の
う
ち
、
ヤ
エ
ル
の
も
て
な
し
に
言
及
す
る
も
の
が
半
数
近
く
、
さ
ら
に
「
バ
タ
ー
」
に
特

化
し
た
記
述
は
一
六
件
を
占
め
て
い

）
3
（

る
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
き
手
達
自
身
が
本
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
示

す
以
上
に
、
そ
も
そ
も
ヤ
エ
ル
の
名
や
、
彼
女
が
シ
セ
ラ
に
供
し
た
食
事
に
つ
い
て
断
片
的
に
触
れ
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
一
体
何
を

指
し
て
い
る
か
を
理
解
で
き
る
受
容
層
が
一
定
数
在
る
こ
と
を
見
込
ん
で
こ
そ
テ
ク
ス
ト
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
状
況
を
示
唆

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
後
に
挙
げ
る
例
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、「
ヤ
エ
ル
の
バ
タ
ー
」
が
話
題
に
さ
れ
る
時
、
そ
れ
自
体
に
説
明
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的
な
叙
述
は
付
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
別
に
あ
る
本
題
を
明
確
に
し
、
説
得
力
を
与
え
る
た
め
の
手
段
と
さ
れ
て
い
る
事
例
が
少
な
く
な

い
。
こ
の
よ
う
な
論
拠
や
比
喩
と
い
っ
た
副
次
的
に
扱
わ
れ
る
頻
度
の
高
さ
か
ら
察
し
て
も
、
本
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
イ
ギ
リ
ス
に
お
い

て
共
有
の
知
と
し
て
広
く
浸
透
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

　

二
〇
世
紀
初
め
ま
で
に
は
英
語
文
化
に
広
く
普
及
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
、“the lordly dish of butter”

と
い
う
言
い
回
し
は
、

い
か
な
る
過
程
を
経
て
導
入
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
聖
書
中
の
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、
そ
こ
に
登
場
す
る
特
定
の
人
物
に
焦
点
を
あ
て
、

そ
の
受
容
状
況
を
詳
ら
か
に
す
る
作
業
も
、
聖
書
伝
播
史
の
構
築
に
さ
さ
や
か
な
貢
献
と
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
、
古

典
作
品
の
翻
訳
が
飛
躍
的
に
進
ん
だ
初
近
代
イ
ギ
リ
ス
を
射
程
と
し
、
ヤ
エ
ル
の
人
物
像
、
と
り
わ
け
彼
女
が
シ
セ
ラ
に
与
え
た
饗

応
が
、
文
学
作
品
の
中
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
検
証
す
る
。
出
版
文
化
の
隆
盛
に
と
も
な
い
、
古
典
語
の
素
養
を
も
た

な
い
読
者
も
含
む
、
よ
り
広
範
な
層
に
急
速
に
浸
透
し
た
こ
の
時
期
に
、
本
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
英
語
に
訳
さ
れ
、
あ
る
い
は
作
品
の
中

で
言
及
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
お
い
て
い
か
な
る
側
面
が
切
り
取
ら
れ
、
新
た
な
意
義
付
け
が
施
さ
れ
て
い
っ

た
の
か
を
分
析
す
る
。
ヤ
エ
ル
と
シ
セ
ラ
の
対
決
、
彼
女
の
選
ん
だ
方
策
、
及
び
に
も
て
な
し
に
差
し
出
さ
れ
た
「
バ
タ
ー
」
は
、

武
勲
称
揚
か
ら
悪
女
論
に
至
る
ま
で
、
幅
広
い
見
地
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。

　

英
文
学
の
分
野
に
限
定
さ
れ
ず
、
ヤ
エ
ル
の
人
物
像
は
、
多
様
な
観
点
か
ら
異
な
る
意
味
合
い
を
託
さ
れ
な
が
ら
語
り
継
が
れ
て

き
た
。
彼
女
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
危
機
か
ら
救
っ
た
英
雄
と
し
て
称
揚
さ
れ
る
一
方
、
時
と
し
て
冒
頭
に
あ
げ
た
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
の

例
が
示
す
よ
う
に
、
勲
功
に
資
す
る
人
物
と
は
か
け
離
れ
た
、
悪
女
の
典
型
と
も
認
識
さ
れ
て
い
る
。
本
論
は
、
ヤ
エ
ル
の
人
物
像

が
伝
統
的
に
両
義
的
な
性
格
を
負
わ
さ
れ
て
き
た
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い
。『
士
師
記
』
で
の
ヤ
エ
ル
は
、
シ
セ
ラ
殺
害
に
よ
り

イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
体
保
持
に
貢
献
し
た
と
い
う
点
で
ま
ず
は
高
い
誉
れ
を
受
け
る
。
し
か
し
、
こ
の
手
柄
が
敵
の
意
表
を
衝
く
、
い
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わ
ば
正
道
で
な
い
手
段
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
単
純
に
是
と
さ
れ
な
い
。
飲
食
や
安
息
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
で
歓
待
の
そ

ぶ
り
を
示
し
、
敵
を
十
分
に
油
断
さ
せ
た
上
で
殺
害
に
及
ん
だ
と
い
う
そ
の
手
口
か
ら
、
ヤ
エ
ル
は
二
面
性
を
孕
ん
だ
不
吉
な
女
性

の
ひ
な
型
と
も
さ
れ
て
き
た
。

　

旧
約
聖
書
は
他
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
い
て
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
史
上
の
事
件
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
し
て
、
表
と
裏
の
顔
を

も
つ
女
性
達
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
エ
ス
テ
ル
（Esther

）
や
デ
リ
ダ
（Judges15

）、
ヘ
ロ
デ
ィ
ア
の
娘
、
通
称
サ
ロ
メ
（M

ark6

：

14 -2 9

、M
at14:1 -12

）、
及
び
に
ユ
デ
ィ
ト
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
統
治
者
や
武
人
と
い
っ
た
有
力
な
立
場
に
あ
る
男
性
に
近
づ
き
、

相
手
の
目
を
欺
き
な
が
ら
目
的
を
果
た
す
と
い
う
方
策
は
似
通
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
評
価
に
つ
い
て
は
二
極
に
分
か
れ
る
。
エ
ス

テ
ル
と
ユ
デ
ィ
ト
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
危
機
か
ら
救
済
し
た
存
在
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
一
方
で
、
残
る
二
人
は
男
性
た
ち
を
惑
わ
し
、

破
滅
に
導
い
た
悪
女
の
代
名
詞
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
女
性
の
二
面
性
が
語
ら
れ
る
時
、
そ
の
評
価
も
二
つ
に
割
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
義
的
に
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
救
世
主
で
あ
る
ヤ
エ
ル
も
ま
た
、
こ
の
女
性
の
二
面
性
を
め
ぐ
る
議
論
の
的
と
な
る
。『
士
師

記
』
の
文
脈
で
は
貢
献
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
の
名
は
、
矛
盾
や
欺
瞞
に
満
ち
、
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
く
、
結
果
的
に
不

利
益
や
害
悪
を
生
み
出
す
も
の
の
代
名
詞
に
使
わ
れ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
ヤ
エ
ル
像
は
、
曖
昧
さ
を
孕
ん
だ
存
在
と
し
て
語
ら
れ

て
き
た
。
以
下
、
ヤ
エ
ル
を
め
ぐ
る
不
透
明
性
が
各
文
脈
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
か
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。

一
、「
女
性
論
争
」
の
中
で

　

初
近
代
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ヤ
エ
ル
像
の
受
容
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
、「
女
性
論
争
」（Fem

m
e de Q

uerelle

）
と
呼
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ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
目
を
向
け
る
。「
女
性
論
争
」
は
、
出
版
文
化
の
誕
生
ま
も
な
い
一
五
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
生
し
た
文
芸

運
動
で
あ
り
、
聖
書
や
神
話
、
そ
し
て
歴
史
上
の
事
件
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
女
性
の
本
質
や
、
そ
の
理
想

的
な
在
り
方
を
議
論
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
女
性
論
争
」
の
原
点
は
、C

hristine de Pisan

の
『
婦
女
の
都
』（Le Livre de 

la C
ité des D

am
es, 140 5

）
と
み
ら
れ
て
い
る
が
、
後
程
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
言
語
圏
に
伝
播
し
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
二
〇
世

紀
に
至
る
ま
で
、
各
時
代
の
世
情
を
反
映
し
つ
つ
勃
興
期
を
く
り
返
し
て
い
る
。

　
「
女
性
論
争
」
に
限
ら
ず
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
西
洋
で
寓
意
啓
発
的
な
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
た
文
芸
作
品
の
多
く
は
、
様
々
な

人
物
を
列
挙
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
ヤ
エ
ル
の
名
が
載
る
イ
ギ
リ
ス
の
出
版
物
と
し
て
は
最
初
期
の
も
の
と
思
わ
れ
るJohn 

Lydgate

作
『
君
子
達
の
終
焉
』（Fall of Princes, 1494

）、
及
び
にStephen B

atem
an

作
『
苦
悩
の
巡
礼
』（The Travayled Pil-

grim
, 156 9

）
の
両
方
が
こ
の
型
を
採
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
前
者
が
底
本
で
あ
るB

occacio

の
『
名
士
達
の
運
命
』（D

e C
asibus 

Virorum
 Illustrium

, c. 1355

）、
そ
し
て
後
者
がO

livier de la M
arche

の
『
意
志
堅
き
騎
士
』（La C

hevalier D
elibere, 148 3

）

か
ら
、
こ
の
形
式
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
。
文
学
作
品
に
お
い
て
ヤ
エ
ル
に
言
及
す
る
こ
と
自
体
が
大
陸
由
来
の
伝
統
を
受

け
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
人
物
を
比
較
対
照
し
な
が
ら
語
る
と
い
う
形
式
と
共
に
導
入
さ
れ
た
と
い
う
事
情
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け

る
ヤ
エ
ル
像
の
受
容
史
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
中
で
、
ヤ
エ
ル
は
好
ま
し
き
人
物
群
の
ひ

と
り
と
し
て
語
ら
れ
る
一
方
で
、
悪
し
き
例
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　

女
性
論
争
が
イ
ギ
リ
ス
で
隆
盛
を
極
め
た
の
は
一
六
世
紀
半
ば
か
ら
一
七
世
紀
初
頭
で
あ
り
、
女
性
を
肯
定
、
な
い
し
は
否
定
的

な
立
場
か
ら
論
じ
た
文
献
は
、
現
存
す
る
も
の
だ
け
で
も
総
計
三
六
点
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
多
く
が
神
の
摂
理
の
正
当
性
を
説

く
、
あ
る
い
は
道
徳
的
な
教
化
を
ね
ら
い
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
ヤ
エ
ル
像
の
矛
盾
は
、
一
方
で
は
神
の
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栄
光
に
浴
し
た
誉
れ
高
い
女
性
、
ま
た
他
方
で
は
人
の
目
を
欺
き
災
い
を
も
た
ら
す
女
性
と
い
う
、
全
く
相
反
す
る
ふ
た
つ
の
姿
に

切
り
取
ら
れ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
作
家
が
書
い
た
「
女
性
論
争
」
の
作
品
の
う
ち
、
お
そ
ら
く
ヤ
エ
ル
へ
の
言
及
と
し
て
最
初
期
に
あ
た
る
の
は
、

Edw
ard G

osynhill

作
『
遍
く
女
性
へ
の
賛
美
』（The Prayse of all W

om
en, 1542

）
で
あ
る
。「
女
性
論
争
」
で
、『
士
師
記
』
第

四
、
五
章
を
扱
う
場
合
、
多
く
は
デ
ボ
ラ
が
士
師
と
し
て
発
揮
し
た
指
導
力
に
焦
点
を
あ
て
る
。G

osyunhill

も
こ
の
伝
統
に
倣
い
、

デ
ボ
ラ
を
称
え
る
章
の
中
で
、
ヤ
エ
ル
の
名
に
言
及
す
る
。

　

　

ヤ
エ
ル
と
い
う
名
の
エ
ベ
ル
の
妻
は
、 

横
た
わ
っ
て
寝
入
る
シ
セ
ラ
を
惨
殺
し
た
。
神
は
そ
の
女
性
に
力
を
賜
っ
た
の
だ
。

か
弱
い
女
に
よ
り
多
い
誉
れ
を
、
そ
し
て
男
性
に
は
何
も
授
け
な
か
っ
た
。

　　

こ
れ
と
酷
似
す
る
記
述
が
、G

osynhill

作
品
の
出
版
か
ら
二
〇
年
後
に
、C

. Pyrre

と
名
乗
る
著
者
に
よ
り
発
表
さ
れ
た
『
女
性

の
礼
賛
と
非
難
』（The Prayse and D

isprayse of W
om

en, 156 9

）
に
認
め
ら
れ
る
。
題
が
示
す
と
お
り
、
こ
の
作
品
は
、
女
性
に

向
け
た
称
賛
と
非
難
の
詩
の
対
称
的
な
ふ
た
つ
の
部
分
か
ら
成
り
、
デ
ボ
ラ
と
ヤ
エ
ル
の
物
語
は
、
そ
の
前
半
部
、
つ
ま
り
賞
賛
さ

れ
る
べ
き
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
女
性
論
争
作
品
集
を
編
纂
し
たPam

ela J. B
enson

は
、
当
時
の
出
版
市
場
に

お
い
て
、
既
に
公
刊
済
み
の
作
品
内
容
が
数
年
後
に
、
題
や
著
者
名
の
み
挿
げ
替
え
て
別
書
籍
の
態
で
出
版
さ
れ
た
り
、
ま
た
、
一

部
が
そ
の
ま
ま
新
た
な
作
品
の
中
に
、
断
り
の
な
い
ま
ま
組
み
込
ま
れ
た
り
す
る
こ
と
が
横
行
し
て
い
た
と
い
う
実
情
に
注
意
を
促

し
て
い
る
。
言
う
な
れ
ば
、
人
物
例
や
話
題
に
さ
れ
る
伝
承
の
み
な
ら
ず
、
叙
述
そ
の
も
の
の
再
利
用
が
ほ
ぼ
際
限
な
く
行
わ
れ
て



150

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
状
況
下
で
、
と
り
わ
けG

osynhill

の
作
品
は
さ
ら
に
特
殊
な
事
情
を
も
つ
。『
遍
く
女
性
へ
の
賛
美
』
は
、
一
年
前
に
発
表

さ
れ
た
作
者
不
詳
の
『
女
性
た
ち
の
学
び
舎
』（The Scholehouse for W

om
en, 1541?

）
と
い
う
、
女
性
の
移
り
気
を
批
判
す
る
作

品
へ
の
反
駁
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
近
年
の
研
究
で
は
、
双
方
の
作
品
が
相
互
に
言
葉
を
引
用
し
、
非
難
し
合
っ
て

い
る
と
い
う
内
的
証
拠
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
話
題
性
で
書
籍
の
売
り
上
げ
を
伸
ば
そ
う
と
し
た
出
版
業
者
と
結
託
し
た

G
osynhill

が
、
両
作
品
を
書
い
た
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。

　

ヤ
エ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
出
版
事
情
の
中
、
文
字
通
り
使
い
回
さ
れ
た
人
物
像
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
実
際
、
女
性
否
定
論
の
類
に

属
す
る
著
書
の
中
に
も
、
ヤ
エ
ル
は
登
場
し
て
い
る
。Pyrre

や
、G

osynhill

と
同
時
期
に
出
版
さ
れ
た
『
あ
ら
ゆ
る
女
性
の
虚

偽
』（The D

eceit of all W
om

en, 1568  
作
者
不
詳
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
綴
ら
れ
て
い
る
。

　

　

敗
走
中
の
彼
は
、
ヤ
エ
ル
と
い
う
女
に
出
く
わ
し
、「
ど
う
ぞ
わ
が
家
に
お
越
し
に
な
り
身
を
お
隠
し
く
だ
さ
い
」
と
声
を

か
け
ら
れ
た
の
で
一
緒
に
行
っ
た
。（
シ
セ
ラ
は
）
喉
が
と
て
も
渇
い
て
い
る
と
伝
え
る
と
、
ヤ
エ
ル
は
急
い
で
乳
を
与
え
た
。

疲
労
困
憊
し
て
い
た
シ
セ
ラ
は
眠
り
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
。
す
る
と
ヤ
エ
ル
は
、
大
釘
を
手
に
取
り
、
彼
の
頭
部
の
頂
き
に
据

え
、
そ
の
頭
を
釘
で
割
り
、
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
全
勢
力
が
打
ち
負
か
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
主
将
を
、
た

っ
た
ひ
と
り
の
女
が
策
略
だ
け
で
征
服
し
た
の
だ
。

　　

G
osynhill

やPyrre

と
は
対
極
的
な
見
地
に
立
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
シ
セ
ラ
及
び
に
デ
ボ
ラ
の
行
い
が
女
性
と
し
て
全
く
異
例
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の
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
点
に
お
い
て
、
共
通
点
も
み
ら
れ
る
。

　

女
性
を
肯
定
的
に
描
くG

osynhill

（
及
び
に
、
そ
の
記
述
を
転
用
し
た
と
思
わ
れ
るPyrre

）
の
作
品
に
お
い
て
も
、
ヤ
エ
ル
の
手

柄
を
、
女
性
が
成
し
遂
げ
た
も
の
と
し
て
は
、
高
く
評
価
し
て
い
る
。
し
か
しG

osynhill

が
最
大
の
賛
辞
を
贈
る
対
象
は
、
あ
く

ま
で
士
師
デ
ボ
ラ
の
功
績
で
あ
り
、
ヤ
エ
ル
は
こ
の
援
護
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
天
の

声
を
聴
き
取
り
、
窮
地
に
陥
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
奮
い
立
た
せ
、
進
む
べ
き
道
を
教
え
た
の
は
他
な
ら
ぬ
デ
ボ
ラ
で
あ
り
、
ヤ

エ
ル
は
そ
の
実
現
を
助
け
た
に
過
ぎ
な
い
。
当
然
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
体
系
の
頂
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
神
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
ヤ
エ
ル
は
栄
誉
に
浴
し
た
女
性
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
も
ひ
と
え
に
、
デ
ボ
ラ
を
介
し
て
与
え
ら
れ
た
神
の
意
思
を
実
行
す

る
者
と
し
て
選
ば
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

　

引
用
末
に
お
け
る
、「
神
が
男
性
よ
り
も
女
性
を
ひ
い
き
に
し
た
」
と
の
見
立
て
に
つ
い
て
も
、
二
人
の
女
性
に
高
い
評
価
を
与

え
る
と
い
う
よ
り
は
、
戦
役
に
お
い
て
女
性
が
活
躍
し
た
と
い
う
事
態
の
異
例
性
を
強
調
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、

ヤ
エ
ル
と
、
彼
女
が
し
と
め
た
シ
セ
ラ
の
間
で
生
じ
た
男
女
間
の
力
の
逆
転
を
、
デ
ボ
ラ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
司
令
官
で
あ
る
バ
ラ
ク

の
関
係
に
類
比
さ
せ
て
い
る
の
だ
。
軍
を
統
率
す
る
身
で
あ
り
な
が
ら
戦
績
を
残
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
バ
ラ
ク
は
、
当
初
は
デ

ボ
ラ
の
助
言
を
軽
ん
じ
て
い
た
も
の
の
、
結
局
は
そ
の
預
言
に
導
か
れ
て
敗
北
を
免
れ
た
。
シ
セ
ラ
も
ま
た
異
教
徒
と
し
て
、
神
の

意
思
に
背
く
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
非
業
の
死
を
遂
げ
た
。
ヤ
エ
ル
の
偉
業
が
驚
き
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
も
、
そ
の
一
方
で
こ
れ

は
個
人
の
力
で
成
し
遂
げ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
神
の
意
向
の
も
と
で
こ
そ
導
か
れ
た
結
果
と
し
て
語
ら
れ
る
。
彼
女
の
手

柄
は
、
神
の
摂
理
を
成
す
一
部
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
秩
序
を
補
強
し
維
持
す
る
こ
と
に
貢
献
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
賞
賛

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
称
賛
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
さ
え
、
ヤ
エ
ル
の
誉
れ
は　

神
の
栄
光
と
い
う
前
提
の
条
件
の
上
に
構
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築
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
勇
士
ヤ
エ
ル

　

一
六
世
紀
末
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
ヤ
エ
ル
の
人
物
像
に
は
よ
り
特
化
し
た
意
義
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
聖
書
や
神
話

に
登
場
し
活
躍
的
な
役
割
を
果
た
す
女
性
た
ち
は
、
現
君
主
と
し
て
国
を
統
率
す
る
女
性
、
つ
ま
り
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
の
表
象
と
し

て
、
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

　

例
え
ば
、W

illiam
 Avereille

に
よ
る
『
驚
異
の
対
決
戦
』（A M

ervalious C
om

bat of C
ontradictories, 1588

）
は
、
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
のC

oriolanus 

（c.1608

）
の
中
に
登
場
す
る
「
胃
袋
の
寓
話
」
の
材
源
と
し
て
知
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
が
、
発
表
さ
れ
た

そ
の
年
に
、
イ
ギ
リ
ス
が
ア
ル
マ
ダ
海
沖
で
ス
ペ
イ
ン
無
敵
艦
隊
と
交
戦
し
た
と
い
う
、
時
事
的
な
背
景
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

果
た
し
て
そ
の
後
半
部
で
は
、
自
国
の
直
面
す
る
危
機
が
打
破
さ
れ
る
よ
う
神
に
向
け
た
祈
願
体
に
よ
る
詩
が
綴
ら
れ
る
。。

　

　

我
ら
の
耳
に
は
日
々
、
福
音
の
鐘
が
鳴
り
響
き
、
迷
信
や
罪
は
教
会
よ
り
追
い
だ
さ
れ
、
我
ら
は
汚
れ
な
き
心
で
あ
な
た

（
神
）
に
仕
え
る
。
あ
な
た
は
、
信
心
深
く
、
徳
高
く
、
慈
悲
に
満
ち
た
女
王
を
我
ら
に
賜
っ
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
デ
ボ
ラ
の

ご
と
く
国
母
で
あ
り
つ
づ
け
て
き
た
女
王
を
、
ど
う
か
、
シ
セ
ラ
を
退
け
た
ヤ
エ
ル
、
ホ
ロ
フ
ェ
ル
ネ
ス
を
し
と
め
た
ユ
デ
ィ

ト
、
ま
た
は
傲
慢
な
ハ
モ
ン
を
説
き
伏
せ
た
エ
ス
テ
ル
に
比
肩
し
う
る
も
の
と
し
て
く
だ
さ
い
。（“To A

ll True English 

heartes, that love G
od, their Q

ueene, and C
ountrie.”

）
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Avereille

は
、
対
ス
ペ
イ
ン
戦
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
征
服
と
い
う
宗
教
的
な
大
義
を
与
え
る
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
勝
利
を
、
神
の

摂
理
に
適
う
も
の
と
位
置
付
け
る
。
こ
の
宗
教
的
な
闘
争
の
正
当
性
を
裏
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
ヤ
エ
ル
の
物
語
が
選
ば
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。Avereille

は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
存
在
を
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
デ
ボ
ラ
の
ご
と
く
国
母
で
あ
り
つ
づ
け
て

き
た
」
と
語
り
、
続
い
て
、
ヤ
エ
ル
や
ユ
デ
ィ
ト
、
エ
ス
テ
ル
に
授
け
ら
れ
た
力
が
、
女
王
に
も
与
え
ら
れ
る
よ
う
神
に
祈
る
。
つ

ま
り
、
こ
れ
ら
の
女
性
た
ち
の
中
で
、
女
王
の
姿
を
象
る
も
の
と
し
て
は
デ
ボ
ラ
が
上
位
を
占
め
、
後
の
三
名
は
女
王
に
与
え
ら
れ

る
べ
き
強
さ
の
持
ち
主
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ヤ
エ
ル
の
物
語
を
包
含
す
る
『
士
師
記
』
第
四
、
五
章
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
そ
の
も
の
が
他
を
凌
い
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
と
の
対
立
関
係
を
描
く
の
に
相
応
し
い
枠
組
み
を
提
供
す
る
も
の
と
見

な
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
が
ス
ペ
イ
ン
か
ら
侵
略
の
脅
威
に
曝
さ
れ
て
い
た
時
期
に
、
事
態
の
好
転
を
願
っ
て
書
か
れ
た
作
品
の
中
で
、
エ
リ
ザ

ベ
ス
が
ヤ
エ
ル
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
時
、
国
の
命
運
を
託
さ
れ
た
護
国
の
戦
士
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
女
性
士
師
像
の
名

に
借
り
た
エ
リ
ザ
ベ
ス
表
象
に
は
、
常
に
両
義
的
な
性
格
が
つ
き
ま
と
う
。A

lexandra W
alsham

、A
. N
. M

cLaren

、C
arol 

B
lessing

等
に
よ
る
研
究
が
証
明
す
る
よ
う
に
、
力
を
行
使
す
る
女
性
像
の
イ
メ
ー
ジ
に
の
っ
と
り
女
王
を
称
揚
す
る
一
方
で
、
女

性
が
主
導
権
を
掌
握
す
る
と
い
う
状
況
の
異
例
性
を
強
調
し
、
時
に
は
下
地
と
す
る
物
語
を
巧
み
に
操
り
な
が
ら
、
女
王
の
権
威
を

牽
制
し
よ
う
と
す
る
意
図
さ
え
認
め
ら
れ
る
。

　

Avereille

同
様
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
を
ヤ
エ
ル
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
扇
動
的
な
効
果
を
狙
っ
た
例
と
し
て
、R

oger C
otton

（
生

没
年
不
詳
）
の
作
品
が
あ
る
。
シ
ュ
ロ
プ
シ
ャ
ー
の
織
物
商
で
あ
っ
たC

otton
は
家
業
の
傍
ら
詩
作
に
励
み
、
一
五
九
〇
年
代
に
三
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点
の
詩
集
を
出
版
し
た
。
同
郷
の
神
学
者H

ugh B
roughton 

（1549 -16 12

）
を
師
と
仰
ぎ
、
彼
か
ら
伝
い
受
け
た
と
思
し
き
、
聖
書

に
現
わ
れ
る
文
言
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
自
作
に
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
て
い

）
4
（

る
。

　

C
otton

は
、
宗
教
的
理
念
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
愛
国
精
神
を
高
ら
か
に
謳
う
。
彼
の
詩
は
し
ば
し
ば
聖
戦
の
イ
メ
ジ
ャ
リ
ー
に

の
っ
と
り
、
英
国
の
繁
栄
を
こ
そ
神
の
意
志
と
定
め
、
こ
れ
を
阻
む
い
か
な
る
勢
力
に
も
抗
う
よ
う
読
者
を
鼓
舞
す
る
。
一
五
九
六

年
の
作
品
『
聖
歌
』（A Spirituall Song

）
は
、「
揺
籃
期
か
ら
現
代
に
至
る
史
実
談
と
と
も
に
」
と
い
う
副
題
が
表
す
よ
う
に
、
聖

書
や
神
話
か
ら
の
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
列
挙
し
、
過
失
や
成
功
に
習
う
と
い
う
態
で
、
自
国
の
針
路
を
提
示
す
る
。
な
お
同
書
に

は
、
こ
の
時
期
、
ス
ペ
イ
ン
船
に
対
す
る
海
賊
活
動
で
頭
角
を
現
し
つ
つ
あ
っ
た
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ド
レ
ー
ク
へ
の
献
呈
文
が
付
さ
れ

て
い
る
点
か
ら
も
、
イ
ギ
リ
ス
が
対
外
政
策
に
お
い
て
強
硬
的
で
あ
る
べ
き
と
す
る
主
張
は
明
確
だ
。
こ
のC

otton

が
書
く
詩
の

中
で
、
ヤ
エ
ル
の
奇
跡
は
、
強
国
と
の
対
立
に
お
い
て
も
勝
利
は
必
ず
イ
ギ
リ
ス
の
上
に
輝
く
と
い
う
希
望
的
観
測
を
裏
づ
け
る
も

の
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。

　

　

神
が
、
キ
シ
ョ
ン
河
畔
（
で
行
軍
中
の
）
の
信
徒
た
ち
に
目
を
向
け
ら
れ
る
と
、
槌
を
も
っ
た
ヤ
エ
ル
の
手
が
釘
を
打
ち
、

そ
の
お
か
げ
で
イ
ス
ラ
エ
ル
は
シ
セ
ラ
に
打
ち
勝
っ
た
。（Pt.2  l.36 -40

）

　　
「
シ
セ
ラ
を
退
け
た
」
と
し
たAverelle

の
婉
曲
な
表
現
に
比
べ
る
と
、C

otton

は
暴
力
を
よ
り
具
体
的
に
描
写
し
、
ヤ
エ
ル
の

行
動
が
あ
た
か
も
イ
ス
ラ
エ
ル
の
戦
闘
員
と
し
て
の
務
め
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
示
す
。
な
おC

otton

は
同
作
品
で
、『
士
師
記
』

の
別
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
箇
所
で
も
、「
天
幕
で
ヤ
エ
ル
が
釘
を
深
く
打
ち
こ
ん
だ
」
こ
と
に
再
び
思
い
を
馳
せ
て
い
る 

（Pt.5 
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36 -40

）。
シ
セ
ラ
の
頭
蓋
に
釘
を
打
ち
込
む
と
い
う
決
定
的
瞬
間
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
殺
害
の
実
行
者
で
あ
る
ヤ
エ
ル
の
姿
を
印
象

づ
け
る
。

　

C
otton

は
、
同
一
五
九
六
年
に
『
不
貫
の
甲
冑
』（An Arm

our of Proofe

）
と
い
う
詩
集
も
発
表
し
、
そ
こ
で
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル

ク
の
覇
権
に
相
対
す
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
の
姿
を
ヤ
エ
ル
に
擬
え
て
い
る
。

　

　

御
意
の
ま
ま
に
働
く
わ
れ
ら
の
女
王
に
神
の
ご
加
護
を
。
ヤ
エ
ル
の
ご
と
く
、
あ
な
た
の
敵
に
強
烈
な
痛
手
を
与
え
た
そ
の

人
に
。
わ
れ
ら
の
慈
悲
深
き
女
王
に
、
何
者
に
も
勝
る
ご
加
護
を
。
彼
女
は
独
り
で
猛
獣
と
対
決
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。

（l.48 3 -86

）

　　

ア
ル
マ
ダ
の
海
戦
以
後
も
ス
ペ
イ
ン
と
の
敵
対
関
係
は
そ
の
後
数
年
に
わ
た
っ
て
膠
着
し
、
そ
の
間
、
危
機
再
来
の
懸
念
は
絶
え

な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
一
五
九
九
年
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
船
団
が
ド
ー
バ
ー
沖
を
襲
来
す
る
ら
し
い
と
の
風
説
が
流
布
し
、
国
内
が
不

穏
に
包
ま
れ
て
い
た
（Shapiro

）。C
otton

の
作
品
は
、
対
外
政
策
に
人
々
の
関
心
が
集
ま
り
防
衛
問
題
へ
の
意
識
が
高
ま
っ
て
い

た
、
そ
の
よ
う
な
時
期
に
綴
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
読
む
必
要
が
あ
る
。

　

一
七
世
紀
に
入
り
、G

eorge Sandys

が
聖
書
中
の
詩
歌
を
抄
訳
し
たA Paraphrase U

pon the D
ivine Poem

s 

（16 38

）
に
も
、

戦
士
と
し
て
の
ヤ
エ
ル
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
デ
ボ
ラ
の
賛
歌
に
相
当
す
る
韻
文
に
は
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
城
砦
が
屈
し
た
そ
の

時
、
ヤ
エ
ル
が
、
か
の
恐
る
べ
き
女
が
力
を
持
っ
た
。
豪
胆
な
女
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
朝
末
期
に
あ
っ
て

も
、
や
は
り
ヤ
エ
ル
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
危
機
に
即
応
し
て
立
ち
上
が
る
戦
士
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
「
恐
る
べ
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き
女
」（That V

irago

）
や
、「
豪
胆
」（bold of heart

）
と
い
っ
た
形
容
か
ら
、
女
性
の
身
で
あ
り
な
が
ら
驚
く
べ
き
破
壊
力
を
も

っ
た
脅
威
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
る
向
き
が
み
ら
れ
る
。

三
、
脅
威
へ
の
警
戒
を
促
す
事
例
と
し
て

　
「
女
性
論
争
」
に
お
け
る
ヤ
エ
ル
の
扱
い
が
二
極
化
し
て
い
る
と
い
う
現
象
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
国
威
発
揚
的

な
詩
文
が
ヤ
エ
ル
を
勇
士
と
し
て
奉
る
一
方
で
、
彼
女
の
存
在
に
消
極
的
な
意
味
合
い
を
読
み
出
そ
う
と
す
る
文
献
も
認
め
ら
れ
る
。

以
下
数
点
の
事
例
で
、『
士
師
記
』
第
五
章
は
、
デ
ボ
ラ
と
ヤ
エ
ル
の
立
て
た
勲
功
と
し
て
読
ま
れ
る
か
わ
り
に
、
シ
セ
ラ
の
過
失

と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
武
人
の
惨
め
な
最
期
を
悼
み
、
そ
こ
か
ら
何
某
か
の
教
訓
を
得
る
と
い
う
主
旨
に
語
り
の
力
点
が
移
さ

れ
て
い
る
の
だ
。

　

そ
の
顕
著
な
例
が
、Thom
as B

eard

作
『
天
罰
の
劇
場
』（The Theatre of G

od's Judgm
ent, 1579

）
で
あ
る
。
急
進
派
ピ
ュ
ー

リ
タ
ン
のB

eard

は
、
グ
ラ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
の
教
師
を
務
め
て
い
た
時
代
に
は
、
後
に
共
和
政
を
率
い
る
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
を
指
導
し

た
こ
と
で
も
知
ら
れ
、
そ
の
思
想
は
本
作
品
が
掲
げ
る
反
劇
場
論
に
も
明
ら
か
だ
。B

eard

は
、
演
技
と
い
う
行
為
が
、
人
の
目
を

欺
く
と
い
う
点
に
お
い
て
本
質
的
に
悪
し
き
も
の
と
訴
え
、
そ
の
罪
深
い
仕
業
の
害
を
被
っ
た
者
と
し
て
シ
セ
ラ
の
名
に
言
及
す
る
。

　

　

こ
の
男
は
信
じ
て
頼
っ
た
者
に
よ
り
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
も
猛
々
し
い
戦
士
が
、
女
（
デ
ボ
ラ
）
の
率
い
る
戦
に
屈

し
、
さ
ら
に
女
（
ヤ
エ
ル
）
の
手
で
死
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
。（B

k.I C
h.11

）
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B
eard

は
、Avereille

やC
otton

の
よ
う
に
デ
ボ
ラ
と
ヤ
エ
ル
の
栄
誉
を
称
え
る
こ
と
を
し
な
い
。
彼
が
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、

敗
北
者
と
な
っ
た
シ
セ
ラ
で
あ
る
。
勇
将
の
命
が
、
た
っ
た
二
人
の
女
性
の
手
に
よ
っ
て
断
た
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
件
の
異
例

性
を
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
本
来
な
ら
ば
女
性
に
こ
れ
を
成
し
遂
げ
る
力
が
備
わ
る
は
ず
は
な
い
と
す
る
視
座
が
垣
間
見
え
る
。

こ
の
奇
跡
的
な
逆
転
を
実
現
し
た
の
が
、
他
な
ら
ぬ
ヤ
エ
ル
に
よ
る
偽
り
の
歓
待
で
あ
る
。

　

B
eard

は
ヤ
エ
ル
に
懐
疑
的
な
眼
差
し
を
向
け
て
い
る
。
周
辺
の
箇
所
で
も
、「
シ
セ
ラ
を
憎
悪
す
る
」（w

ho hating him

）
と
い

う
句
を
添
え
、
こ
の
殺
害
が
ま
る
で
私
怨
に
因
る
も
の
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
描
く
。
こ
の
よ
う
な
叙
述
は
、
神
命
を
帯
び
た
誉
れ

高
い
女
性
と
し
て
ヤ
エ
ル
を
提
示
し
て
き
た
伝
統
と
は
、
一
線
を
画
す
も
の
で
あ
る
。
ヤ
エ
ル
は
、
シ
セ
ラ
を
欺
き
陥
れ
た
悪
役
で

あ
る
ば
か
り
か
未
知
の
人
物
を
う
わ
べ
だ
け
で
判
断
し
、
容
易
に
信
用
せ
ぬ
よ
う
警
戒
を
呼
び
か
け
る
為
の
素
材
と
な
っ
て
い
る
。

　

G
ervase M

arkham

の
『
親
愛
な
る
人
々
の
涙
』（The Tears of the Beloved, 1600

）
も
ま
た
、
些
細
な
過
失
が
致
命
的
な
結
果

を
招
き
う
る
恐
ろ
し
さ
に
つ
い
て
警
戒
を
促
し
な
が
ら
、
シ
セ
ラ
と
ヤ
エ
ル
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
ふ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
話
題
の
中

心
と
な
る
の
は
、
殺
人
を
お
こ
な
っ
た
ヤ
エ
ル
で
は
な
く
、
そ
の
惨
劇
を
招
い
た
睡
魔
で
あ
る
。M

arkham

は
、
う
た
た
寝
の
隙

を
衝
か
れ
て
命
を
落
と
し
た
人
物
を
列
挙
す
る
。

　

　

眠
り
が
も
と
で
失
わ
れ
た
も
の
を
あ
れ
こ
れ
挙
げ
て
み
よ
う
。
サ
ム
ソ
ン
は
眠
っ
て
い
る
間
に
、
そ
の
偉
大
な
力
を
失
っ
た
。

サ
ウ
ル
王
の
息
子
は
眠
っ
て
い
た
為
に
王
国
を
維
持
し
そ
こ
な
っ
た
。
シ
セ
ラ
が
眠
っ
て
い
る
間
に
、
ヤ
エ
ル
は
容
赦
な
く
彼

を
斬
っ
た
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こ
の
記
述
も
、
殺
さ
れ
た
シ
セ
ラ
に
同
情
的
で
あ
る
。
同
様
の
例
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
面
々
と
違
い
、
シ
セ
ラ
は
聖
書
の
文

脈
中
で
は
あ
く
ま
で
征
服
さ
れ
る
べ
き
異
教
徒
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
サ
ム
ソ
ン
や
サ
ウ
ル
王
の
子
息
と
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

む
し
ろ
シ
セ
ラ
の
物
語
は
、
読
者
の
憐
れ
を
誘
い
、
か
つ
同
轍
を
踏
む
こ
と
な
き
よ
う
記
憶
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
教
訓
と
し
て
提

示
さ
れ
て
い
る
。『
士
師
記
』
第
四
、
五
章
は
、
こ
の
よ
う
に
新
た
な
観
点
か
ら
語
り
直
さ
れ
て
い
く
。
本
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
ヤ
エ

ル
の
功
績
で
は
な
く
、
シ
セ
ラ
を
襲
っ
た
災
難
と
し
て
描
き
、
人
の
不
意
を
打
つ
脅
威
に
対
す
る
警
戒
を
促
す
。
こ
う
し
て
ヤ
エ
ル

の
行
動
に
対
す
る
見
解
は
曖
昧
さ
を
増
し
て
い
く
。

　

さ
ら
に
は
ヤ
エ
ル
を
、
純
朴
な
シ
セ
ラ
に
不
運
な
最
期
を
報
い
た
悪
者
と
し
て
描
く
向
き
も
認
め
ら
れ
る
。R

obert W
hitehall

は
一
七
世
紀
後
半
に
、
以
下
は
、「
女
傑
」
と
題
す
る
韻
文
で
あ
る
。（“The H

eroine” Exastichon hieron, 16 77

）

　

　

意
識
の
遠
の
い
た
シ
セ
ラ
は
眠
り
に
囚
わ
れ
た
。
将
軍
の
疲
労
は
重
く
深
い
ヤ
エ
ル
は
己
の
性
を
超
え
て
、
彼
を
打
ち
殺
し

た
。
男
の
脳
天
に
は
釘
が
さ
さ
り
、
特
別
な
寝
台
に
横
た
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
女
性
た
ち
は
嫌
悪
す
る
も
の
を
前
に
し
て

い
て
も
優
し
げ
で
あ
り
、
相
手
を
襲
う
時
に
は
、
仇
討
ち
の
一
発
を
重
く
振
り
下
ろ
す

　　

W
hitehall

も
ま
た
、
シ
セ
ラ
に
不
幸
を
も
た
ら
し
た
元
凶
と
し
て
ヤ
エ
ル
を
話
題
に
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
手
口
が
い
か

に
狡
猾
で
容
赦
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
強
調
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
教
訓
的
な
文
脈
で
、
ヤ
エ
ル
像
は
未
然
に
回
避
さ
れ

る
べ
き
脅
威
の
比
喩
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
は
、
男
性
の
弱
み
を
衝
き
悲
劇
的
な
死
に
導
い
た
人
物
と
し
て
語
ら
れ
る
。
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四
、
寓
意
像
と
な
る
ヤ
エ
ル

　

G
eorge W

ither

の
『
ブ
リ
テ
ン
の
備
忘
録
』（Britain's Rem

em
brancer, 1628

）
は
、
一
六
二
五
年
の
疫
病
流
行
を
祈
念
し
て
書

か
れ
た
長
編
詩
で
あ
る
。
預
言
者
の
声
を
模
し
た
語
り
に
よ
る
詩
作
を
得
意
と
し
たW

ither

は
、
本
作
に
お
い
て
も
、
ロ
ン
ド
ン

を
襲
っ
た
惨
禍
を
宗
教
的
な
受
難
と
捉
え
、
い
か
に
苦
境
に
立
ち
向
か
う
べ
き
か
を
説
く
。
次
の
引
用
箇
所
は
、
熱
狂
的
な
信
徒
が

神
の
意
思
の
実
現
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
つ
い
倫
理
に
悖
る
手
段
に
頼
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
こ
と
を
諌
め
る
。
詩
人
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ

う
な
人
々
は
、

　

　

客
を
も
て
な
す
べ
き
場
面
に
お
い
て
ヤ
エ
ル
さ
な
が
ら
に
（
中
略
）、
食
卓
を
そ
の
ま
ま
罠
に
変
え
る
。（
こ
の
上
な
く
協
力

的
で
あ
る
よ
う
な
態
で
）
相
手
か
ら
警
戒
を
も
た
れ
て
い
な
い
時
に
、
命
取
り
と
な
る
凶
器
を
構
え
て
し
ま
う
（C

anto 6 . 

l.36 5 -400

）

　　

宗
教
的
な
モ
チ
ー
フ
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
は
、
女
性
論
争
で
の
、
な
い
し
は
女
王
称
揚
を
目
的
と
し
て
書
か
れ

た
作
品
に
似
て
も
い
る
が
、
こ
の
詩
は
ヤ
エ
ル
の
扱
い
方
に
お
い
て
、
既
に
挙
げ
た
も
の
と
一
線
を
画
し
て
い
る
。
前
掲
の
事
例
で

み
ら
れ
た
よ
う
な
、
本
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
登
場
す
る
人
物
や
、
ヤ
エ
ル
の
行
動
に
つ
い
て
道
徳
的
な
価
値
を
論
じ
た
り
、
あ
る
い
は
物

語
そ
の
も
の
か
ら
何
ら
か
の
真
理
を
得
よ
う
と
し
た
り
す
る
姿
勢
は
希
薄
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
もW

ither

は
、
歓
待
の
礼
で
敵
の
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目
を
欺
い
た
ヤ
エ
ル
の
偽
善
を
自
明
の
も
の
と
し
、
人
が
道
を
誤
っ
て
罪
深
い
行
動
に
手
を
染
め
て
し
ま
う
様
子
を
描
き
出
す
為
の

喩
え
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ヤ
エ
ル
の
名
が
言
及
さ
れ
て
も
、
そ
の
人
物
像
は
も
は
や
議
論
の
的
と
な
ら
ず
、
む
し
ろ
叙
述
に

彩
り
を
添
え
、
文
意
を
理
解
し
易
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
便
宜
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
、
初
近
代
に
お
い
て
少
な
か

ら
ず
認
め
ら
れ
る
。

　

一
六
世
紀
末
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
多
く
の
文
人
た
ち
が
自
ら
の
才
能
を
披
露
す
る
試
金
石
と
し
て
、
警
句
詩
（epigram

）
や
格
言

詩
（aphorism

）
の
執
筆
を
試
み
て
い
る
。
い
ず
れ
も
十
行
を
超
え
な
い
短
詩
形
の
中
で
、
凝
縮
さ
れ
た
内
容
が
語
ら
れ
る
。
本
来

は
墓
碑
に
刻
ま
れ
る
銘
と
し
て
、
後
世
の
人
々
に
有
益
な
言
葉
を
書
き
残
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
為
、
簡
潔
で
あ
り
な
が
ら
、

読
み
手
の
記
憶
に
残
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
て
は
ら
な
い
（H

udson 6

）。
少
な
い
語
数
で
凝
縮
さ
れ
た
内
容
を
語
り
、
か
つ
印
象

的
な
表
現
を
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
様
式
に
お
い
て
は
、
当
然
な
が
ら
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
に
負
わ
さ
れ
る

情
報
の
密
度
も
高
く
な
る
。
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
ヤ
エ
ル
の
名
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

　

ま
た
、
警
句
詩
の
作
品
で
人
名
が
俎
上
に
の
ぼ
る
場
合
、
そ
の
人
物
に
つ
い
て
多
く
の
読
者
が
共
有
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
確
立
し
て

い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
初
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
警
句
文
学
で
、
ヤ
エ
ル
像
は
頻
繁
に
活
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼

女
は
、
シ
セ
ラ
の
死
を
招
い
た
、「
油
断
」
や
「
快
楽
」
と
い
っ
た
抽
象
概
念
を
表
す
像
と
さ
れ
て
い
く
。

　

次
に
あ
げ
る
二
つ
の
例
で
は
、
ヤ
エ
ル
は
快
楽
を
喚
起
す
る
表
象
型
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。Thom

as B
ancroft

は
、『
警
句
、

碑
文
書
』（Tw

o Bookes of Epigram
m

es, and Epitaphs, 16 39

）
に
収
め
ら
れ
た
「
浮
世
の
享
楽
」（“The W

orlds Entertain-

m
ent”

）
と
い
う
題
の
六
行
詩
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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こ
の
世
は
ま
さ
し
く
、
天
幕
の
内
に
居
る
ヤ
エ
ル
に
似
て
、
食
べ
さ
せ
た
り
、
布
で
覆
っ
た
り
の
饗
応
を
尽
く
し
て
く
れ
る
の

で
、
こ
ち
ら
は
ま
ど
ろ
ん
で
長
々
と
横
た
わ
る
。
し
か
し
深
々
と
寝
入
っ
た
頃
、
こ
の
頭
蓋
も
心
臓
も
、
深
々
と
地
面
に
打
ち

つ
け
ら
れ
、
ま
っ
た
く
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
（10 5

）

　　

浮
世
で
得
ら
れ
る
快
楽
が
い
か
に
儚
い
も
の
で
あ
り
、
安
穏
と
身
を
任
せ
て
い
る
と
、
隙
を
衝
か
れ
致
命
的
な
痛
手
を
こ
う
む
る

こ
と
す
ら
あ
る
、
とB

ancroft

は
忠
告
し
て
い
る
。「
天
幕
の
内
に
居
る
ヤ
エ
ル
」
は
、
こ
の
「
危
険
」
を
視
覚
化
す
る
も
の
で
あ

る
。
ヤ
エ
ル
の
姿
は
、
直
喩
で
「
浮
世
」
そ
の
も
の
の
在
り
よ
う
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
あ
た
か
も
具
象
化
さ
れ
た
「
浮
世
」
そ
の
も

の
が
悪
女
の
姿
と
な
っ
て
、
虎
視
眈
々
と
標
的
の
隙
を
狙
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
呈
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
短
詩
句
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
、
ヤ
エ
ル
は
そ
の
功
績
や
戦
略
が
話
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
も
は
や
誘
惑
や
快

楽
を
想
起
さ
せ
る
表
象
型
と
し
て
ほ
ぼ
固
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
、
表
向
き
は
従
順
に
ふ
る
ま
い
、
も
て
な
し
の
食
事
を
運
ん
で

く
る
女
性
に
似
た
存
在
こ
そ
、
計
り
知
れ
ぬ
悪
意
が
潜
ん
で
い
る
と
警
告
す
る
文
に
寓
意
像
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

Francis Q
uarles

の
『
神
聖
な
る
心
象
』（D

ivine Fancies, 16 32

）
は
、
処
世
の
心
が
け
を
四
〜
五
行
の
韻
文
に
ま
と
め
た
金
言

集
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
作
品
でQ

uarles

が
提
示
す
る
ヤ
エ
ル
像
は
、
極
度
に
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
。

　

　

俗
世
で
得
ら
れ
る
歓
楽
は
、
ま
る
で
ヤ
エ
ル
の
も
て
な
し
の
よ
う
だ
。
そ
の
左
手
は
乳
を
差
し
出
し
な
が
ら
、
右
手
は
槌
を

携
え
て
い
る
（95 , B

ook III

）
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こ
の
叙
述
が
、
ヤ
エ
ル
の
名
を
使
い
、
女
性
の
二
面
性
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち

魅
力
的
な
面
に
よ
っ
て
人
の
判
断
を
誤
ら
せ
、
も
う
一
面
に
あ
る
悪
意
で
も
っ
て
破
滅
へ
導
く
と
い
う
一
連
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
左
右

の
手
に
掲
げ
た
食
物
と
凶
器
の
ふ
た
つ
を
と
お
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

Sam
uel Speed 

の
「
繁
栄
に
つ
い
て
」（" O

n prosperity"

『
敬
神
の
牢
』Prison Pietie, 16 77

）
と
題
し
た
格
言
詩
で
も
、
ヤ
エ

ル
像
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
盛
者
必
衰
の
理
を
説
く
詩
の
中
で
、
ヤ
エ
ル
は
虚
栄
の
似
姿
と
な
る
。

　

　

ち
ょ
う
ど
ヤ
エ
ル
が
高
貴
な
皿
で
差
し
出
し
た
も
の
の
よ
う
に
、
贅
沢
な
望
み
を
満
た
す
も
の
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
締

め
く
く
り
に
好
色
な
「
肉
欲
」
が
顔
を
出
す
と
、
死
の
釘
が
悲
惨
な
結
末
を
示
し
、
最
後
の
審
判
で
の
惨
め
な
取
り
調
べ
が
待

つ
道
へ
と
、
容
赦
な
く
導
く
。
こ
の
よ
う
に
「
繁
栄
」
は
二
度
、
裏
切
る
の
だ
。
始
め
は
そ
そ
の
か
す
よ
う
な
笑
み
で
も
っ
て
、

次
に
最
後
の
と
ど
め
に
お
い
て

五
、
結

　

こ
こ
ま
で
、
初
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
文
学
作
品
群
に
み
ら
れ
る
ヤ
エ
ル
像
の
受
容
状
況
を
概
観
し
て
き
た
。『
士
師
記
』
に
描
か
れ

た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
救
済
者
と
い
う
ヤ
エ
ル
の
姿
が
、
あ
る
文
脈
で
は
、
力
を
行
使
す
る
勇
者
と
し
て
称
え
ら
れ
る
一
方
、
別
の
文
脈

で
は
、
警
戒
す
べ
き
狡
猾
な
女
性
と
し
て
、
さ
ら
に
時
と
し
て
、
悪
意
を
潜
ま
せ
た
危
険
な
対
象
の
寓
意
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の

が
確
認
で
き
た
。
本
論
で
は
、
ヤ
エ
ル
受
容
の
系
譜
を
見
出
す
と
い
う
意
味
も
込
め
て
、
こ
の
女
性
像
の
利
用
状
況
を
類
型
化
し
な
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が
ら
議
論
す
る
こ
と
に
努
め
た
が
、
今
後
は
こ
こ
で
示
し
た
分
類
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
も
検
証
し
つ
つ
、
こ

こ
で
注
目
し
て
き
た
ヤ
エ
ル
像
を
め
ぐ
る
不
透
明
性
が
、
シ
セ
ラ
に
彼
女
が
与
え
た
饗
応
の
場
で
供
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
食
物
、
つ

ま
り" a lordly dish of butter"

の
イ
メ
ー
ジ
に
凝
集
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
見
通
し
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

註（
１
）　

犯
罪
者
で
あ
る
伴
侶
に
忠
誠
を
尽
く
す
女
性
が
、
裁
判
に
か
か
わ
る
法
曹
人
に
近
づ
き
、
そ
の
目
を
欺
い
て
目
的
を
遂
げ
よ
う
と

す
る
と
い
う
筋
か
ら
、
こ
の
数
年
後
に
戯
曲
化
さ
れ
興
行
的
な
成
功
を
収
め
る
『
検
察
側
の
証
人
』（
一
九
二
五
年
）
を
彷
彿
と
さ

せ
る
。
ま
た
同
時
に
、
女
性
登
場
人
物
が
男
性
の
傍
ら
で
、
そ
の
身
が
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
仄
め
か
す
物
語
を
聞
か
せ

な
が
ら
殺
害
に
及
ぶ
と
い
う
ス
リ
リ
ン
グ
な
結
末
は
、
一
九
三
四
年
の
短
編
小
説
『
う
ぐ
い
す
荘
』（Philom

el C
ottage

）
と
相

通
ず
る
も
の
が
あ
る
。Janet M
organ

の
評
伝
に
よ
る
と
、
一
九
四
〇
年
代
末
の
ク
リ
ス
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
に
過
去
に
執
筆
し

た
作
品
を
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
や
舞
台
の
台
本
用
に
書
き
換
え
る
仕
事
を
多
く
手
が
け
て
い
た
と
あ
る
か
ら
、
先
行
作
品
と
の
重
複

点
は
、
執
筆
時
期
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）　

尚
、
ヤ
エ
ル
伝
説
と
い
う
モ
チ
ー
フ
も
、
ク
リ
ス
テ
ィ
が
以
前
の
作
品
に
採
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
デ
ビ
ュ
ー
間
も
な
い
一
九

二
〇
年
代
に
、
彼
女
は
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
短
編
小
説
『
ケ
ニ
人
の
妻
』
を
イ
タ
リ
ア
の
雑
誌
に
寄
稿
し
て
い
る
。

そ
の
題
名
が
ヤ
エ
ル
を
「
ケ
ニ
人
、
へ
ベ
ル
の
妻
」
と
し
て
説
明
す
る
『
士
師
記
』
の
一
節
（4:17

）
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
既
に
ヤ
エ
ル
像
を
自
ら
の
創
作
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
意
欲
は
明
ら
か
だ
。
こ
の
作
品
は
、
舞
台
を
ボ
ー

ア
戦
争
末
期
の
南
ア
フ
リ
カ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
傭
兵
と
し
て
ト
ラ
ン
ス
バ
ー
ル
側
で
戦
い
敗
走
中
の
プ
ロ
イ
セ
ン
人
が
あ
る

大
農
園
に
逃
げ
込
む
と
、
今
は
そ
の
農
園
主
の
妻
と
な
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
第
一
次
大
戦
中
の
激
戦
地
で
、
ふ
と
し
た
経
緯
か

ら
主
人
公
に
乳
飲
み
子
を
殺
さ
れ
た
女
性
と
遭
遇
し
、
結
末
に
は
殺
さ
れ
る
と
い
う
筋
で
あ
る
。

（
３
）　

な
お
、
こ
の
数
値
か
ら
聖
書
の
翻
訳
（
完
訳
、
抄
訳
）
一
三
件
は
除
外
し
て
い
る
。

（
４
）　B

roughton

は
、
文
献
学
者
と
し
て
古
典
語
全
般
に
通
じ
、
そ
の
碩
学
ぶ
り
は
大
陸
に
お
い
て
も
名
を
知
ら
れ
る
文
献
学
者
で
あ
っ
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た
。
し
か
し
並
外
れ
て
厳
格
な
学
究
精
神
ゆ
え
に
狷
狭
な
人
と
は
ば
か
ら
れ
、
欽
定
訳
聖
書
（
一
六
一
一
年
）
の
編
纂
で
は
委
員

の
役
か
ら
外
さ
れ
た
と
い
う
談
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
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