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ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
（
一
六
六
〇
│
一
七
三
一
）
と
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
ウ

ィ
フ
ト
（
一
六
六
七
│
一
七
四
五
）
は
ほ
ぼ
同
時
代
人
で
あ
る
。
そ
の
活
動
期

も
か
さ
な
る
。
ま
た
そ
の
時
代
の
思
潮
を
リ
ー
ド
し
た
二
人
だ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
二
人
が
直
接
会
っ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。
当
時
の
せ
ま
い
文
壇
世
界
で

こ
れ
は
不
思
議
な
話
で
あ
る
。

　

し
か
し
デ
フ
ォ
ー
の
出
自
や
活
動
領
域
を
考
え
る
と
二
人
の
接
触
が
な
い
の

も
納
得
が
い
く
。
非
国
教
徒
（
デ
ィ
セ
ン
タ
ー
）
で
大
学
を
出
て
い
な
い
（
当

時
非
国
教
徒
は
入
学
で
き
な
か
っ
た
）
デ
フ
ォ
ー
、
さ
ま
ざ
ま
な
商
売
を
や
っ

た
デ
フ
ォ
ー
、
政
府
、
と
く
に
ロ
バ
ー
ト
・
ハ
ー
リ
ー
（R

obert H
arley

、
の

ち
の
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
伯
）
と
の
関
係
で
隠
密
行
動
を
し
た
デ
フ
ォ
ー
が
、
聖

職
者
で
文
人
の
ス
ウ
ィ
フ
ト
と
接
触
点
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
は
当
然
か
も
し
れ

な
い
。
当
時
デ
フ
ォ
ー
の
名
は
『
生
粋
の
イ
ギ
リ
ス
人
』（The True-Born 

Englishm
an ,

一
七
〇
一
）
や
『
レ
ヴ
ュ
ー
』（The R

eview
, 

一
七
〇
四
│
一
七

一
三
）
な
ど
で
広
く
知
ら
れ
て
い
た
が
、
文
人
の
あ
い
だ
で
は
「
節
操
の
な
い

物
書
き
」、「
売
文
の
徒
」
で
あ
っ
て
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
言
い
方
で
は
「
無
学
な

物
書
き
（
1
）」
で
し
か
な
か
っ
た
。
一
八
世
紀
の
文
学
者
評
価
を
知
る
う
え
で
基
準

に
な
る
Ｓ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
『
英
国
詩
人
伝
』
に
デ
フ
ォ
ー
が
扱
わ
れ
な
い
の

は
当
時
と
し
て
は
自
然
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
人
が
急
接
近
し
た
時
期
が
一
七
一
一
年
に
あ
っ
た
。
首

相
に
な
っ
た
ハ
ー
リ
ー
の
指
示
の
も
と
で
、
共
通
の
目
的
の
た
め
に
二
人
が
論

陣
を
張
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
の
早
期
終
結
を
求
め
る
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
論
文
で
あ
る
。
そ
れ
が
デ
フ
ォ
ー
の
『
金
の
か
か
る
こ
の
戦
争
を
早

急
に
や
め
る
べ
き
諸
理
由
』（R

easons W
hy This N

ation O
ught to Put a Speedy 

End to This Expensive W
ar

）
と
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
『
同
盟
諸
国
の
行
状
』

（The Conduct of the Allies

）
で
あ
る
。

　

当
初
、
二
人
と
も
、
ハ
ー
リ
ー
に
依
頼
さ
れ
て
同
じ
趣
旨
の
論
文
を
書
い
て

い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
二
人
は
同
時
期
ハ
ー
リ
ー
宅
に
出
入
り
し
た
が
、
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顔
を
あ
わ
す
こ
と
が
な
か
っ
た
。
お
も
し
ろ
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
そ
の
と

き
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
ハ
ー
リ
ー
宅
の
玄
関
か
ら
入
り
、
デ
フ
ォ
ー
は
裏
口
か
ら
入

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
ハ
ー
リ
ー
宅
に
し
ば
し
ば
招
待
さ
れ
、

晩
餐
を
共
に
し
て
い
る
が
、
デ
フ
ォ
ー
は
そ
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
な
か
っ
た
。

デ
フ
ォ
ー
は
そ
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
。

　

論
文
の
重
要
度
、
影
響
度
で
は
『
同
盟
諸
国
の
行
状
』
が
は
る
か
に
高
い
が
、

同
一
テ
ー
マ
で
二
人
が
書
い
た
論
文
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
こ
の
時
期
に
お
け

る
両
者
の
状
況
の
確
認
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
特
質
、
差
異
、
さ
ら
に

は
文
学
的
資
質
の
差
な
ど
を
示
す
こ
と
が
小
論
の
目
的
で
あ
る
。

　

ま
ず
時
代
背
景
を
簡
単
に
書
い
て
お
く
と
、
対
外
的
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
一

七
世
紀
後
半
の
半
世
紀
間
、
三
次
に
わ
た
る
英
蘭
戦
争
や
フ
ァ
ル
ツ
戦
争
（
ア

ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
同
盟
戦
争
）
を
戦
っ
た
が
、
一
八
世
紀
早
々
に
そ
の
最
後
と
も

い
う
べ
き
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
（
一
七
〇
一
│
一
七
一
三
（
2
））
に
入
っ
て
い
た
。

国
内
で
は
、
一
七
〇
一
年
か
ら
一
七
一
五
年
は
ト
ー
リ
ー
と
ホ
イ
ッ
グ
が
も
っ

と
も
激
し
く
争
っ
た
時
期
で
あ
る
。
た
だ
、
ト
ー
リ
ー
と
ホ
イ
ッ
グ
の
色
分
け

は
簡
単
で
は
な
い
（
3
）。

そ
の
政
争
と
呼
応
し
て
、
当
時
は
ペ
ー
パ
ー
戦
争
と
い
わ

れ
た
ほ
ど
、
政
党
の
活
動
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
利
用
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
（
4
）。

文
学
者
も
そ
の
よ
う
な
政
争
と
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
い
時
代
で
あ
っ
た
。

　

問
題
の
一
七
一
〇
年
前
後
は
こ
の
長
期
戦
争
を
ど
う
終
結
す
る
か
で
議
論
が

激
し
か
っ
た
。
党
派
的
に
は
、
戦
争
継
続
に
賛
成
し
た
の
が
ホ
イ
ッ
グ
党
、
で

き
る
だ
け
早
い
停
戦
を
求
め
た
の
が
ト
ー
リ
ー
党
で
あ
る
（
5
）。
だ
ん
だ
ん
高
ま
る

厭
戦
気
分
と
、
サ
シ
ェ
ヴ
ェ
ラ
ル
事
件
（
6
）を
契
機
に
英
国
国
教
会
、
と
く
に
ハ
イ

チ
ャ
ー
チ
が
勢
力
を
得
て
、
一
七
一
〇
年
の
総
選
挙
で
ト
ー
リ
ー
党
が
大
勝
、

そ
こ
で
一
七
一
四
年
ま
で
の
四
年
間
、
ト
ー
リ
ー
で
も
穏
健
な
ハ
ー
リ
ー
が
政

権
を
握
っ
て
い
た
。

　

ハ
ー
リ
ー
は
ヘ
レ
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
の
地
方
地
主
の
息
子
で
あ
る
が
、
も
と

も
と
プ
レ
ス
ビ
テ
リ
ア
ン
派
（
非
国
教
徒
）
の
家
系
で
あ
っ
た
。
オ
ー
ル
ド
ホ

イ
ッ
グ
と
い
わ
れ
、
君
主
が
支
配
し
議
会
が
監
視
す
る
立
憲
君
主
制
を
支
持
し

て
い
た
。（
同
じ
ホ
イ
ッ
グ
で
も
宮
廷
寄
り
で
資
産
造
り
を
目
指
す
モ
ダ
ン
ホ

イ
ッ
グ
の
考
え
に
批
判
的
だ
っ
た
。）
長
い
あ
い
だ
三
頭
政
治
（
7
）で
や
っ
て
き
た

仲
間
の
二
人
、
ゴ
ド
ル
フ
ィ
ン
と
モ
ー
ル
バ
ラ
の
戦
争
継
続
を
批
判
し
、
一
七

一
〇
年
ハ
ー
リ
ー
は
ア
ン
女
王
の
意
向
も
受
け
て
ト
ー
リ
ー
党
勢
力
と
組
ん
で

組
閣
す
る
。
ハ
ー
リ
ー
の
自
己
弁
護
で
は
「
自
分
が
転
向
し
た
の
で
は
な
く
て
、

ホ
イ
ッ
グ
党
が
変
節
し
た
の
だ
（
8
）」。

そ
れ
が
ハ
ー
リ
ー
内
閣
の
誕
生
だ
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
彼
は
本
来
、
党
派
に
と
ら
わ
れ
な
い
思
考
の
政
治
家
だ
っ

た
。デ

フ
ォ
ー
と
ハ
ー
リ
ー
、
転
向

　

デ
フ
ォ
ー
は
『
非
国
教
徒
撲
滅
捷
径
』（T

he Shortest-W
ay w

ith the 

D
issenters , 

一
七
〇
二
）
で
の
筆
禍
で
入
獄
、
晒
し
台
の
刑
を
受
け
、
さ
ら
に

破
産
し
た
。
そ
の
と
き
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
た
の
が
ロ
バ
ー
ト
・
ハ
ー
リ
ー

だ
っ
た
（
9
）。
ハ
ー
リ
ー
は
も
と
も
と
世
論
操
作
を
大
変
重
視
す
る
政
治
家
だ
っ
た
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か
ら
、
す
で
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
評
価
さ
れ
、
筆
力
の
あ
る
デ
フ
ォ
ー

に
接
近
し
た
。「
政
府
側
に
思
慮
深
い
著
述
家
を
雇
う
こ
と
は
大
変
便
利
だ
（
10
）」

デ
フ
ォ
ー
は
以
後
ハ
ー
リ
ー
の
た
め
に
働
く
こ
と
に
な
る
。
彼
が
『
レ
ヴ
ュ

ー
』
を
一
七
〇
四
年
に
書
き
始
め
た
の
も
ハ
ー
リ
ー
の
意
向
を
汲
ん
で
の
こ
と

で
あ
っ
た
（
11
）。
彼
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
各
地
の
選
挙
情
報
を
集
め
、
一
七
〇
七
年
の

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
合
同
に
向
け
て
諜
報
活
動
を
し
た
の
も
、

や
は
り
ハ
ー
リ
ー
の
意
向
で
あ
る
。
こ
の
間
の
こ
と
は
、
デ
フ
ォ
ー
の
『
書
簡

集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
多
数
の
ハ
ー
リ
ー
と
の
手
紙
の
や
り
取
り
で
明
白
で

あ
る
。
例
え
ば
、
ハ
ー
リ
ー
は
次
の
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。

　

一
、
君
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
誰
か
に
雇
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
な
い
よ
う

に
、
ま
た
自
分
の
仕
事
で
、
こ
の
国
﹇
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
﹈
が
好
き
で
、
こ

こ
に
来
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
最
大
限
、
気
を
つ
け
な
さ
い
（
12
）。

　

ハ
ー
リ
ー
と
の
関
係
が
切
れ
な
い
の
は
、
デ
フ
ォ
ー
が
筆
禍
や
債
務
で
監
獄

に
入
る
た
び
に
ハ
ー
リ
ー
に
助
け
て
も
ら
い
、
ま
た
一
定
の
手
当
て
を
活
動
費

と
し
て
た
え
ず
与
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
13
）。

し
か
し
、
デ
フ
ォ
ー
と
ハ
ー

リ
ー
の
関
係
は
単
に
金
銭
面
だ
け
で
生
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。
さ
き
に
書
い
た

よ
う
に
、
ハ
ー
リ
ー
は
も
と
も
と
非
国
教
徒
の
家
系
で
、
デ
フ
ォ
ー
と
同
じ
く

ホ
イ
ッ
グ
支
持
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
デ
フ
ォ
ー
に
と
っ
て
ハ
ー
リ
ー
の
意
向
に

沿
う
こ
と
に
あ
ま
り
抵
抗
感
が
な
か
っ
た
。
ハ
ー
リ
ー
は
次
第
に
ト
ー
リ
ー
に

傾
斜
し
て
い
っ
た
が
、
彼
の
穏
健
な
政
策
は
デ
フ
ォ
ー
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
デ
フ
ォ
ー
の
「
転
向
」
で
あ
る
が
、
ハ
ー
リ
ー
を
軸

に
し
て
デ
フ
ォ
ー
の
行
動
を
見
る
限
り
あ
ま
り
ブ
レ
は
な
い
。
一
般
に
言
わ
れ

て
い
る
転
向
と
は
事
情
が
異
な
る
。
逆
に
デ
フ
ォ
ー
の
行
動
に
一
貫
性
を
み
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
デ
フ
ォ
ー
の
転
向
が
一
般
に
白
い
目
で
見
ら
れ
る
の
は
、

金
銭
が
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
生
活
の
た
め
に
「
転

向
」
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

デ
フ
ォ
ー
と
ハ
ー
リ
ー
の
関
係
は
、
一
七
〇
二
年
か
ら
一
三
年
ま
で
続
い
て

い
る
（
14
）。
二
人
の
関
係
は
、
あ
く
ま
で
ハ
ー
リ
ー
が
考
え
方
を
指
示
し
デ
フ
ォ
ー

が
そ
れ
に
従
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
柔
軟
な
ハ
ー
リ
ー
の
思

考
に
あ
わ
せ
て
い
く
う
ち
に
、
固
い
信
条
の
非
国
教
徒
で
あ
る
デ
フ
ォ
ー
が
宗

教
的
な
措
置
で
自
説
を
曲
げ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
で
て
く
る
。
と
く
に
ハ
ー

リ
ー
が
ま
だ
首
相
時
代
の
一
七
一
四
年
に
通
っ
た
「
分
離
派
法
」
の
議
会
通
過

で
デ
フ
ォ
ー
は
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
（
15
）。

こ
の
件
で
ハ
ー
リ
ー
に
裏
切
ら
れ
た
と

い
う
思
い
と
、
彼
の
首
相
退
陣
、
政
界
引
退
も
あ
っ
て
、
両
者
は
最
終
的
に
決

別
す
る
こ
と
に
な
る
。

ス
ウ
ィ
フ
ト
と
ハ
ー
リ
ー
、
転
向

　

ス
ウ
ィ
フ
ト
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ム
プ
ル
卿
の
死
後
（
一
六
九
九
年
）
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
へ
行
く
。
そ
の
後
何
度
か
イ
ギ
リ
ス
に
来
た
が
、
彼
に
と
っ
て
重

要
な
長
期
滞
在
は
こ
の
一
七
一
〇
年
か
ら
一
七
一
四
年
の
あ
い
だ
で
あ
る
。
当

初
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
教
会
の
キ
ン
グ
大
主
教
の
命
を
受
け
て
、
英
国
国
教
会
同

204



（38）

様
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
教
会
へ
の
初
穂
税
（
16
）返
還
を
得
る
た
め
の
運
動
の
一
環
と
し

て
イ
ギ
リ
ス
政
界
に
接
近
し
た
。
ス
ウ
ィ
フ
ト
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
訪
れ
る
目

的
は
も
う
ひ
と
つ
あ
っ
た
。
彼
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
で
主
教
か
、
首
席
司
祭
、

あ
る
い
は
別
の
栄
位
を
か
ね
が
ね
求
め
て
い
た
。
そ
れ
を
政
府
の
要
人
に
要
求

し
て
い
た
。
当
時
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
「
ね
だ
り
名
人
」（M

aster of R
equests

）

と
陰
口
を
い
わ
れ
て
い
る
（
17
）。
一
七
一
〇
年
、
ハ
ー
リ
ー
は
政
権
に
つ
く
と
す
ぐ

に
、
こ
の
初
穂
税
返
還
を
ス
ウ
ィ
フ
ト
に
約
束
し
た
。
そ
の
前
の
一
七
〇
七
年

に
滞
在
し
た
と
き
、
こ
の
問
題
で
ホ
イ
ッ
グ
党
の
政
治
家
に
接
近
し
て
冷
た
く

あ
し
ら
わ
れ
て
い
た
だ
け
に
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
大
変
喜
ん
だ
。

　

こ
ん
な
に
早
く
事
が
ま
と
ま
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
い
ま
ま
で
な
い
と
思

う
、
こ
れ
も
ひ
と
え
に
ハ
ー
リ
ー
氏
と
自
分
の
信
頼
に
よ
っ
て
で
き
た
。
氏

は
大
層
親
切
に
し
て
く
れ
る
の
で
、
も
っ
と
立
派
な
扱
い
を
し
て
も
い
い
人

間
を
あ
ん
な
に
ひ
ど
く
扱
っ
た
反
対
党
﹇
ホ
イ
ッ
グ
党
﹈
の
悪
党
ぶ
り
を
見

せ
つ
け
る
し
か
、
し
よ
う
が
な
い
（
18
）…

　

ス
ウ
ィ
フ
ト
の
政
治
的
手
腕
が
証
明
さ
れ
た
わ
け
で
も
あ
る
。
実
際
、
こ
の

功
績
で
三
年
後
（
一
七
一
三
年
）
に
、
彼
自
身
は
不
満
で
あ
っ
た
が
、
ダ
ブ
リ

ン
の
セ
ン
ト
・
パ
ト
リ
ッ
ク
寺
院
の
首
席
司
祭
の
地
位
を
得
た
。
と
に
か
く
、

一
七
一
〇
年
以
後
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
ハ
ー
リ
ー
支
持
、
ト
ー
リ
ー
支
持
は
明
確
に

な
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
才
覚
を
見
抜
く
こ
と
が
上
手
な
ハ
ー
リ
ー
は
ス
ウ

ィ
フ
ト
を
自
分
の
論
陣
に
加
わ
ら
せ
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ハ
ー
リ
ー
は
す
で

に
刊
行
さ
れ
て
い
た
ト
ー
リ
ー
系
の
週
刊
誌
『
イ
グ
ザ
ミ
ナ
ー
』（the 

Exam
iner

）
の
執
筆
を
さ
っ
そ
く
ス
ウ
ィ
フ
ト
に
依
頼
し
て
い
る
。「
か
れ
ら

の
大
変
な
難
問
は
い
い
書
き
手
に
不
足
し
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
」
と
ス
ウ
ィ
フ

ト
は
自
慢
す
る
（
19
）。
彼
は
ト
ー
リ
ー
政
権
側
か
ら
前
ホ
イ
ッ
グ
系
政
権
を
批
判
す

る
記
事
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
が
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
場
合
の
転
向
で
あ
る
。
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
も
と
も
と
党

派
的
行
動
を
嫌
悪
し
、
個
人
の
動
き
を
重
ん
じ
る
ほ
う
だ
っ
た
か
ら
、
何
党
に

属
す
る
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
。
ス
ウ
ィ
フ
ト
自
身
は
も
と
も
と
「
政
治
的

に
は
ホ
イ
ッ
グ
、
宗
教
的
に
は
ト
ー
リ
ー
」
と
言
っ
て
い
た
が
、
宗
教
人
と
し

て
重
点
は
後
者
に
あ
っ
た
。
た
だ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
側
か
ら
は
、
彼
は
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
系
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
政
治
的
に
ホ
イ
ッ
グ
と
見
ら
れ
て
い
た

し（　
）
20

、
ホ
イ
ッ
グ
党
に
親
し
い
政
治
家
が
多
か
っ
た
。
ハ
ー
リ
ー
支
援
を
し
た
か

ら
と
い
っ
て
、
彼
自
身
は
転
向
し
た
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。『
イ
グ
ザ
ミ
ナ
ー
』

執
筆
第
一
号
の
冒
頭
で
「
わ
た
し
は
ふ
だ
ん
か
ら
両
党
の
立
派
な
ひ
と
た
ち
と

同
等
に
自
由
に
付
き
合
う
こ
と
に
し
て
い
る
」
と
言
明
し
て
い
る
（
21
）。

ス
ウ
ィ
フ

ト
の
自
己
弁
護
は
「
一
七
一
〇
年
の
内
閣
政
変
に
関
す
る
覚
書
き
」

（‘ M
em

oirs, relating to T
hat C

hange w
hich happened in the Q

ueen’ s 

M
inistry in the Year 1710’

）
に
書
い
て
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
「
転
向
」
も
デ
フ
ォ
ー
の
そ
れ
と
同
じ

く
、
ハ
ー
リ
ー
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
名
誉
の
た
め
に

書
け
ば
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
と
ハ
ー
リ
ー
の
関
係
は
デ
フ
ォ
ー
の
場
合
と
違
っ
て
、

決
し
て
ハ
ー
リ
ー
が
主
導
権
を
握
っ
て
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
が
従
う
と
い
う
構
図
で
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は
な
い
。
ま
た
金
銭
関
係
も
存
在
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
初
穂
税
返
還
の
恩
義
は

あ
っ
て
、
ハ
ー
リ
ー
の
た
め
に
と
い
う
気
持
ち
は
働
い
て
い
る
が
、
突
き
詰
め

れ
ば
、
こ
の
時
点
で
の
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
考
え
が
ハ
ー
リ
ー
の
そ
れ
と
合
致
し
た

の
だ
。
ハ
ー
リ
ー
の
柔
軟
な
政
治
姿
勢
と
呼
応
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
ろ

う
。
た
だ
、
こ
の
「
転
向
」
に
よ
っ
て
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
、
親
し
か
っ
た
ホ
イ
ッ

グ
党
の
大
立
者
、
サ
マ
ー
ズ
卿
や
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
卿
た
ち
と
離
反
し
、
か
れ

ら
か
ら
転
向
者
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

一
七
〇
四
年
の
『
桶
物
語
』（A Tale of a Tub （22
））
な
ど
で
、
文
筆
家
と
し
て

す
で
に
名
を
成
し
て
い
た
ス
ウ
ィ
フ
ト
だ
っ
た
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て

頭
角
を
あ
ら
わ
す
の
は
、
一
七
一
〇
年
か
ら
の
『
イ
グ
ザ
ミ
ナ
ー
』
と
『
同
盟

諸
国
の
行
状
』
以
降
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
滞
在
記
録
が
『
ス
テ
ラ
へ
の
日

記
』（Journal to Stella

）
で
、
ス
テ
ラ
（
エ
ス
タ
ー
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
）
と
の
関

係
だ
け
で
な
く
、
ロ
ン
ド
ン
滞
在
中
の
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
活
動
を
知
る
う
え
で
、

貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

「
和
平
」
へ
の
二
人
の
論
文

　

ハ
ー
リ
ー
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
重
視
す
る
ひ
と
だ
っ
た
か
ら
、
和
平
協
議
が

ス
ム
ー
ズ
に
い
く
よ
う
に
デ
フ
ォ
ー
と
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
二
人
を
広
報
担
当
と
し

て
使
っ
た
。

　

二
人
の
論
文
を
比
較
す
る
ま
え
に
再
度
思
い
出
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
ハ

ー
リ
ー
と
両
者
の
関
係
で
あ
る
。
デ
フ
ォ
ー
は
ハ
ー
リ
ー
に
指
示
さ
れ
る
側
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
ハ
ー
リ
ー
の
意
向
を
受
け
な
が
ら
も
、
そ

れ
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
独
自
色
が
出
せ
る
立
場
に
あ
っ
た
。
デ
フ
ォ
ー
は
い

ち
い
ち
書
く
内
容
を
ハ
ー
リ
ー
に
確
認
し
て
書
い
て
い
る
が
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
は

こ
の
重
要
論
文
『
同
盟
諸
国
の
行
状
』
を
書
く
際
、
ハ
ー
リ
ー
な
ど
に
事
実
関

係
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て
も
ら
い
、
細
部
で
修
正
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
ス
ウ

ィ
フ
ト
流
の
書
き
方
を
く
ず
し
て
い
な
い
。

　

デ
フ
ォ
ー
は
一
七
一
一
年
一
〇
月
六
日
に
『
金
の
か
か
る
こ
の
戦
争
を
早
急

に
や
め
る
べ
き
諸
理
由
』
を
書
い
た
。
厭
戦
気
分
が
高
ま
っ
た
た
め
、
そ
の
前

の
総
選
挙
で
ト
ー
リ
ー
が
大
勝
し
て
、
急
遽
、
政
府
は
対
仏
交
渉
を
開
始
し
た
。

そ
の
交
渉
の
詳
細
が
こ
の
頃
一
般
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
政
府
支

援
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
第
一
号
と
し
て
書
か
れ
た
の
が
こ
の
作
品
で
あ
る
。
も
と

も
と
ホ
イ
ッ
グ
系
で
戦
争
支
持
派
だ
っ
た
デ
フ
ォ
ー
が
和
平
交
渉
を
支
援
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
ハ
ー
リ
ー
と
の
関
係
に
よ
る
。

　
﹇
要
約
﹈　

長
期
に
わ
た
る
戦
争
で
国
全
体
が
あ
え
い
で
い
る
、
戦
費
も
か
さ

む
が
戦
死
者
も
多
数
出
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
が
考
え
て
い
る
ほ
ど
、
フ
ラ
ン
ス

軍
は
弱
く
な
っ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
が
先
に
降
参
し
て
く
る
と
思
う
の
は
間

違
い
だ
。
ウ
ー
ル
の
輸
出
な
ど
貿
易
に
支
障
が
出
て
い
る
。
戦
争
を
継
続
す
る

に
は
、
物
品
税
な
ど
税
金
を
あ
げ
る
し
か
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
戦
争
の
目
的

は
な
ん
だ
っ
た
の
か
。
フ
ラ
ン
ス
が
強
大
に
な
る
の
を
防
ぐ
こ
と
だ
っ
た
。
す

で
に
そ
の
目
的
は
達
成
し
て
い
る
。
他
の
同
盟
軍
の
同
意
な
く
単
独
講
和
を
結

ぼ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
非
難
が
あ
る
が
、
い
つ
も
オ
ラ
ン
ダ
が
交
渉
の
場
に
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一
緒
で
あ
る
。
交
渉
の
や
り
方
そ
の
も
の
を
非
難
す
る
の
は
、
党
派
に
と
ら
わ

れ
た
言
い
方
で
あ
る
。
ホ
イ
ッ
グ
党
の
い
う
よ
う
に
「
ス
ペ
イ
ン
な
く
し
て
和

平
な
し
」（N

o Peace without Spain

）
と
い
う
状
況
で
は
な
い
。
ル
イ
一
四

世
の
孫
フ
ィ
リ
ッ
プ
（
フ
ェ
リ
ペ
）
が
ス
ペ
イ
ン
の
王
に
な
る
こ
と
と
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
帝
国
の
シ
ャ
ル
ル
が
ス
ペ
イ
ン
を
も
支
配
す
る
の
と
ど
ち
ら
が
い
い

か
。
後
者
に
な
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
バ
ラ
ン
ス
﹇
オ
ヴ
・
パ
ワ
ー
﹈
が
狂
っ

て
く
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
一
部
、
南
米
の
ス
ペ
イ
ン
領
を
分
割
し
て

も
ら
え
ば
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
が
ス
ペ
イ
ン
王
で
も
い
い
で
は
な
い
か
。

　

一
方
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
『
同
盟
諸
国
の
行
状
』
は
デ
フ
ォ
ー
の
作
品
か
ら
一

ヵ
月
半
以
上
遅
れ
た
一
一
月
二
七
日
に
出
さ
れ
た
。
し
か
し
デ
フ
ォ
ー
の
作
品

を
見
て
書
い
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
す
で
に
『
ス
テ
ラ
へ
の
日
記
（
23
）』

で
九
月

に
こ
れ
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
と
書
い
て
い
る
か
ら
執
筆
時
期
は
デ
フ
ォ
ー
の

そ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
な
る
。
こ
れ
を
執
筆
中
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
ほ
か
に
ほ
と

ん
ど
何
も
書
い
て
い
な
い
。
お
よ
そ
四
〇
日
ひ
た
す
ら
こ
の
作
品
に
打
ち
込
ん

で
い
る
。
彼
が
か
な
り
の
精
力
を
こ
の
作
品
に
注
い
だ
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、

デ
フ
ォ
ー
は
上
記
作
品
を
書
い
た
期
間
中
『
レ
ヴ
ュ
ー
』
ほ
か
、
二
〇
以
上
の

小
冊
子
を
書
い
た
。

　
﹇
要
約
﹈ 

ま
ず
「
序
」
で
、
戦
争
遂
行
支
持
の
不
当
性
、
理
不
尽
を
説
く
。

国
民
の
圧
倒
的
多
数
は
戦
争
継
続
に
反
対
し
、
国
は
疲
弊
し
て
い
る
の
に
、
ご

く
一
部
が
私
利
私
欲
や
一
党
派
の
利
益
の
た
め
に
戦
争
を
や
っ
て
い
る
。
一
〇

年
戦
争
を
や
っ
て
、
し
か
も
た
え
ず
勝
っ
て
い
な
が
ら
和
平
で
き
な
い
と
は
信

じ
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
実
を
国
民
に
知
ら
せ
る
義
務
が
あ
る
、

　

本
文
で
は
、
戦
争
は
ど
の
よ
う
な
と
き
に
始
め
、
ま
た
い
つ
終
戦
と
す
る
か
。

こ
れ
ま
で
の
例
を
あ
げ
る
。
今
回
は
自
国
が
侵
略
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、
同
盟

国
の
た
め
に
戦
っ
て
い
る
。
も
と
も
と
数
人
の
私
利
私
欲
の
た
め
に
は
じ
め
ら

れ
た
戦
争
で
あ
る
。（
そ
の
戦
費
は
こ
れ
ま
で
六
千
万
ポ
ン
ド
か
か
っ
て
い
る
。

国
の
税
収
は
年
二
五
〇
万
ポ
ン
ド
し
か
な
い
。
戦
死
者
も
一
〇
万
人
に
な
る
。

そ
の
た
め
国
債
を
発
行
し
て
借
金
を
し
て
い
る
。
そ
れ
で
潤
う
の
は
成
り
上
が

り
の
金
融
業
者
（M

onied M
en

）
だ
け
で
あ
る
。
同
盟
国
援
助
で
あ
る
の
に
、

主
戦
国
で
な
い
イ
ギ
リ
ス
が
な
ぜ
深
入
り
し
て
い
る
の
か
。
自
国
の
利
益
に
な

ら
な
い
戦
争
を
大
陸
で
行
っ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
は
海
軍
国
だ
か
ら
、
海
軍
を

使
っ
て
西
イ
ン
ド
諸
島
で
ス
ペ
イ
ン
を
破
っ
た
ほ
う
が
自
国
の
た
め
に
な
る
。

モ
ー
ル
バ
ラ
将
軍
と
彼
の
一
族
（the Fam

ily

）
の
富
と
名
声
の
た
め
に
戦
っ

て
い
る
。
同
盟
諸
国
は
そ
の
協
定
違
反
を
し
て
割
り
当
て
ら
れ
た
兵
力
や
軍
費

を
負
担
し
て
い
な
い
。
と
く
に
オ
ラ
ン
ダ
が
ひ
ど
い
。「
ス
ペ
イ
ン
な
く
し
て

和
平
な
し
」
の
主
張
で
は
戦
争
は
終
結
し
な
い
。
も
し
仮
に
ス
ペ
イ
ン
が
オ
ー

ス
ト
リ
ア
と
同
じ
皇
帝
の
も
と
に
支
配
さ
れ
た
ら
強
大
に
な
っ
て
し
ま
う
で
は

な
い
か
。

二
論
文
か
ら
み
る
二
人
の
特
色
、
差
異

　

両
論
文
は
、
基
本
的
な
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。
長
期
間
の
戦
争
に
よ
る
イ
ギ

リ
ス
の
疲
弊
、
本
来
の
戦
争
目
的
か
ら
の
逸
脱
、
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
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し
、
デ
フ
ォ
ー
論
文
が
原
則
論
を
展
開
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
二
倍
以

上
長
い
ス
ウ
ィ
フ
ト
論
文
は
、
か
な
り
具
体
的
に
そ
の
状
況
を
説
明
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
ハ
ー
リ
ー
な
ど
か
ら
の
内
部
情
報
に
よ
っ
て
、
軍
事
費
な
ど
具
体
的

な
数
字
を
得
て
い
る
た
め
で
、
一
層
説
得
的
に
な
っ
て
い
る
。
デ
フ
ォ
ー
に
は

そ
こ
ま
で
の
情
報
は
な
く
、
さ
ら
に
ハ
ー
リ
ー
の
意
向
に
沿
っ
て
和
平
に
反
対

す
る
ホ
イ
ッ
グ
系
の
人
々
を
説
得
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
た
め
、
論

述
に
煮
え
切
ら
な
さ
が
残
る
。
ホ
イ
ッ
グ
の
反
対
論
に
答
え
る
形
で
あ
る
か
ら
、

独
自
色
は
出
て
い
な
い
。
デ
フ
ォ
ー
に
と
っ
て
一
番
障
害
に
な
っ
た
こ
と
は
、

ハ
ー
リ
ー
の
和
平
政
策
が
彼
自
身
心
底
か
ら
支
持
で
き
る
も
の
で
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
煮
え
切
ら
な
さ
に
な
り
、
反
対
論
へ
の
単
な
る
応

答
に
終
っ
て
い
る
。
デ
フ
ォ
ー
論
文
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
論
文
に
先
駆
け
、
先
行
作

品
と
し
て
意
義
は
あ
る
が
あ
ま
り
大
き
な
影
響
力
を
持
た
な
か
っ
た
。

　
『
同
盟
諸
国
の
行
状
』
は
題
名
に
あ
る
と
お
り
、
痛
烈
な
同
盟
国
批
判
で
あ

る
。
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
も
と
も
と
オ
ラ
ン
ダ
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
と
い
う

宗
教
的
な
理
由
や
、
共
和
主
義
的
な
側
面
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
嫌
い
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
彼
の
鋭
利
な
論
鋒
は
猛
烈
な
オ
ラ
ン
ダ
攻
撃
と
な
っ
て
出
て
い
る
。

そ
れ
が
当
時
の
人
々
の
愛
国
主
義
傾
向
と
う
ま
く
合
致
し
た
。
一
方
、
デ
フ
ォ

ー
は
本
来
オ
ラ
ン
ダ
び
い
き
で
あ
り
、
貿
易
な
ど
、
彼
の
得
意
の
経
済
活
動
で

は
学
ぶ
点
が
多
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
同
盟
国
批
判
は
し
な
い
。

　

ス
ウ
ィ
フ
ト
は
、
同
盟
諸
国
内
の
一
般
に
公
開
さ
れ
て
い
な
い
内
部
資
料
の

協
定
文
（
第
八
条
）
を
も
と
に
論
じ
て
、
イ
ギ
リ
ス
が
他
の
同
盟
国
以
上
に
分

担
金
を
負
っ
て
、
後
世
に
ま
で
お
よ
ぶ
莫
大
な
借
金
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
示

し
た
。
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
「
自
分
は
ひ
と
の
知
ら
な
い
情
報
を
持
っ
て
い
る
（
24
）」
と

書
い
て
い
る
。
詳
細
な
事
実
（
と
い
っ
て
も
事
実
誤
認
や
条
文
の
誤
読
を
敵
方

か
ら
指
摘
さ
れ
も
し
た
が
）
に
基
づ
い
て
説
い
た
。
ハ
ー
リ
ー
が
こ
の
ペ
ー
パ

ー
戦
争
で
一
番
頼
り
に
し
た
の
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
だ
っ
た
（
25
）。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
論
客
ぶ
り
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
同
盟
諸
国
の
行
状
』
の
正
式
な
題
名
は
「
同
盟
諸
国
と
現
在
の
戦
争
を
始
め

遂
行
し
た
前
内
閣
の
行
状
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
国
内
に
矛
先
が
向
か
う
と
ス

ウ
ィ
フ
ト
の
攻
撃
は
一
層
は
げ
し
く
な
る
。
モ
ー
ル
バ
ラ
一
族
攻
撃
は
ト
ー
リ

ー
の
お
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、「
一
族
」（the Fam

ily

）
と
い
う
言
い
方

で
、
私
利
私
欲
を
強
く
印
象
付
け
て
い
る
。
デ
フ
ォ
ー
は
も
と
も
と
モ
ー
ル
バ

ラ
将
軍
を
尊
敬
し
て
い
た
か
ら
、
そ
の
論
文
で
は
、
個
人
攻
撃
は
し
な
い
。
ス

ウ
ィ
フ
ト
の
個
人
攻
撃
は
有
名
だ
が
、
そ
れ
に
風
刺
的
な
鋭
さ
が
加
わ
る
と
一

層
効
果
的
に
な
る
。
ト
レ
ヴ
ェ
リ
ア
ン
の
指
摘
の
よ
う
に
、
実
際
、
ス
ペ
イ
ン

継
承
戦
争
で
の
モ
ー
ル
バ
ラ
の
働
き
は
目
覚
し
か
っ
た
。
モ
ー
ル
バ
ラ
に
よ
っ

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
の
フ
ラ
ン
ス
支
配
が
阻
止
さ
れ
た
と
い
う
ト
レ
ヴ
ェ
リ

ア
ン
的
な
考
え
か
ら
す
れ
ば
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
書
き
方
は
客
観
的
で
な
い
こ
と

に
な
る
（
26
）。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
戦
争
継
続
を
私
利
私
欲
や
個
人
攻
撃
に
集
中
さ
せ
、
ホ

イ
ッ
グ
系
の
金
融
業
界
を
槍
玉
に
あ
げ
、
同
盟
国
を
徹
底
批
判
し
て
、
国
民
感

情
を
誘
導
し
て
い
く
こ
の
『
同
盟
諸
国
の
行
状
』
は
、
大
変
な
反
響
を
呼
ん
だ
。

議
会
開
会
一
週
間
ま
え
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
の
よ
さ
も
あ
っ
て
、
議
会
内
で
も

お
お
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
。
わ
ず
か
二
ヶ
月
で
一
万
一
千
部
売
れ
、
さ
ら
に
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増
刷
も
用
意
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
状
況
的
に
厭
戦
気
分
の
た
か
ま
り
、
サ

シ
ェ
ヴ
ェ
ラ
ル
裁
判
に
み
ら
れ
る
右
傾
化
な
ど
、
ハ
ー
リ
ー
政
権
の
方
針
を
支

持
す
る
流
れ
が
で
き
て
は
い
た
が
。

　

こ
の
あ
と
の
経
緯
は
、
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
論
文
も
大
き
な
力
に
な
っ
て
、
和
平

案
は
議
会
を
通
過
す
る
。
ス
ウ
ィ
フ
ト
は
自
分
の
『
同
盟
諸
国
の
行
状
』
が
議

会
の
議
論
で
必
ず
引
用
さ
れ
る
と
ス
テ
ラ
に
書
い
た
。
と
い
っ
て
も
、
平
民
院

は
圧
倒
的
に
政
府
支
持
だ
っ
た
か
ら
問
題
な
く
通
過
し
た
が
、
貴
族
院
は
ホ
イ

ッ
グ
が
強
か
っ
た
か
ら
、
ハ
ー
リ
ー
は
政
府
支
持
の
貴
族
を
一
二
人
あ
ら
た
に

増
員
す
る
と
い
う
奇
策
で
や
っ
と
、
こ
ち
ら
は
通
っ
た
。

　

ス
ウ
ィ
フ
ト
は
こ
の
後
し
ば
ら
く
論
客
と
し
て
大
活
躍
す
る
が
、
彼
の
も
う

一
つ
の
目
的
で
あ
る
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
の
高
位
聖
職
に
は
つ
け
ず
、
一
七
一

四
年
八
月
ダ
ブ
リ
ン
に
失
意
の
う
ち
に
も
ど
る
。
彼
に
と
っ
て
、
一
七
一
〇
年

か
ら
一
七
一
四
年
の
イ
ギ
リ
ス
滞
在
期
間
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
界
と
の
関
係
で
一

番
活
躍
し
た
時
期
だ
っ
た
。

　

デ
フ
ォ
ー
に
と
っ
て
も
、
ア
ン
女
王
治
世
時
代
が
政
治
と
の
関
わ
り
で
は
一

番
活
発
な
、
ま
た
個
人
的
に
も
浮
き
沈
み
の
は
げ
し
い
時
期
だ
っ
た
。『
レ
ヴ

ュ
ウ
』
が
一
七
一
三
年
に
廃
刊
に
な
っ
た
の
は
、
デ
フ
ォ
ー
の
人
生
で
は
象
徴

的
な
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
後
も
政
府
関
係
、
あ
る
い
は
覆
面
ラ
イ
タ
ー
と
し
て

野
党
関
係
の
雑
誌
に
執
筆
を
続
け
た
デ
フ
ォ
ー
で
あ
る
が
、
す
で
に
活
躍
期
は

終
り
つ
つ
あ
っ
た
。

　

二
つ
の
論
文
が
扱
っ
た
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
は
そ
の
二
年
後
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト

条
約
（
一
七
一
三
│
一
七
一
五
）
に
よ
っ
て
決
着
を
見
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
一

番
得
を
し
た
の
は
皮
肉
に
も
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
ル
イ
一
四
世
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
覇
権
の
夢
は
消
え
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
世
界
各
地
に
植
民
地
を
あ
ら

た
に
得
て
、
の
ち
の
大
英
帝
国
の
基
盤
を
築
く
。
オ
ラ
ン
ダ
は
こ
の
時
期
か
ら

列
強
諸
国
の
仲
間
で
な
く
な
っ
た
。

注（
1
）　Swift, Jonathan, The Exam

iner and O
ther Pieces W

ritten in 1710

─11 , ed. 
by H

erbert D
avis

（O
xford, Basil Blackwell, 1953

）, p. 13.

（
2
）　

ウ
ィ
リ
ア
ム
三
世
（
在
位
一
六
八
九
│
一
七
〇
二
）
は
英
国
王
に
な
る
ま
え

の
オ
ラ
ニ
エ
公
ウ
ィ
レ
ム
の
時
代
か
ら
祖
国
オ
ラ
ン
ダ
を
守
る
た
め
腐
心
し
た
。

そ
こ
で
イ
ギ
リ
ス
は
フ
ラ
ン
ス
の
勢
力
拡
大
を
阻
止
す
る
た
め
に
オ
ラ
ン
ダ
や

オ
ー
ス
ト
リ
ア
帝
国
と
連
合
軍
を
組
ん
で
参
戦
し
た
。
こ
の
戦
争
の
大
義
名
分

は
フ
ラ
ン
ス
の
ス
ペ
イ
ン
支
配
及
び
、
ル
イ
一
四
世
の
覇
権
主
義
の
阻
止
と
、

オ
ラ
ン
ダ
な
ど
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
国
の
防
衛
、
で
あ
る
。
当
初
そ
れ
に
反
対

す
る
者
は
少
な
か
っ
た
。
し
か
し
戦
争
が
長
引
く
に
つ
れ
て
、
早
期
決
着
を
求

め
る
声
が
た
か
ま
っ
て
い
っ
た
。

（
3
）　

一
番
明
解
な
両
党
の
区
別
は
、
宗
教
に
対
す
る
違
い
で
あ
る
。
ト
ー
リ
ー
は

英
国
国
教
会
を
排
他
的
に
堅
持
す
る
の
に
対
し
て
、
ホ
イ
ッ
グ
は
非
国
教
徒
に

寛
容
で
あ
っ
た
。
そ
の
姿
勢
は
王
位
継
承
に
も
つ
な
が
る
。
あ
く
ま
で
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
王
を
継
承
さ
せ
る
の
が
ホ
イ
ッ
グ
で
あ
り
、
逆
に
正
統
な
王
家
の

維
持
に
こ
だ
わ
る
保
守
的
な
姿
勢
が
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
ト
ー
リ
ー
は
従
来
の

絶
対
王
政
の
影
響
を
受
け
て
、
君
主
の
権
力
を
議
会
の
上
位
に
し
た
。
ト
ー
リ

ー
で
も
右
翼
の
ハ
イ
チ
ャ
ー
チ
は
王
権
神
授
説
を
奉
じ
た
。
英
国
国
教
会
支
持

の
ト
ー
リ
ー
が
、
名
誉
革
命
で
フ
ラ
ン
ス
に
亡
命
し
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
二
世
の
復

帰
を
秘
か
に
画
策
し
た
の
も
、
こ
の
信
念
か
ら
で
あ
る
。
地
方
の
大
土
地
所
有
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デフォー、スウィフト、そしてハーリー

（43）

者
に
ト
ー
リ
ー
が
多
く
、
都
市
部
で
逆
に
ホ
イ
ッ
グ
が
多
い
の
は
確
か
で
あ
る

が
、
そ
う
で
な
い
ケ
ー
ス
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
ハ
ー
リ
ー
も
そ
う
だ
し
、
Ｒ
・

ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
も
地
方
地
主
出
の
ホ
イ
ッ
グ
で
あ
る
。

（
4
）　

1695

年
「
出
版
許
可
法
」
廃
止
を
受
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
定
期
刊
行
物
が

出
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
ホ
イ
ッ
グ
系
のThe D

aily Courant

、
ト
ー
リ
ー
系
の

The Post Boy
な
ど
。

（
5
）　

戦
費
は
基
本
的
に
地
税
で
ま
か
な
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
土
地
所
有
者
を
支
持

基
盤
と
す
る
ト
ー
リ
ー
党
は
長
期
の
戦
争
継
続
に
反
対
し
て
い
た
。
一
方
ホ
イ

ッ
グ
党
は
は
っ
き
り
し
た
戦
果
が
見
え
な
い
段
階
で
の
終
戦
に
反
対
し
て
い
た
。

（
6
）　

ハ
イ
チ
ャ
ー
チ
の
聖
職
者
Ｈ
・
サ
シ
ェ
ヴ
ェ
レ
ル
の
一
七
〇
九
年
一
一
月
に

セ
ン
ト
・
ポ
ー
ル
寺
院
で
非
国
教
徒
と
寛
容
法
を
非
難
す
る
過
激
な
説
教
を
行

い
、
そ
れ
を
ホ
イ
ッ
グ
党
が
弾
劾
し
、
裁
判
と
な
っ
た
事
件
。
ホ
イ
ッ
グ
党
の

も
く
ろ
み
が
裏
目
に
で
て
、
こ
れ
が
も
と
で
「
教
会
の
危
機
」
が
叫
ば
れ
、
国

教
会
内
の
強
硬
派
が
強
く
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
直
後
の
選
挙
で
ト
ー
リ
ー
党
が

大
勝
す
る
。

（
7
）　

当
時
、
内
閣
指
名
は
ア
ン
女
王
の
権
限
だ
っ
た
。
ハ
ー
リ
ー
は
一
七
〇
一
年

か
ら
平
民
院
の
議
長
を
勤
め
た
あ
と
、
大
蔵
大
臣
の
ゴ
ド
ル
フ
ィ
ン
内
閣
（
一

七
〇
二
年
│
一
七
〇
八
年
）
で
、
国
務
大
臣
と
な
る
。
ア
ン
女
王
は
ト
ー
リ
ー
、

ホ
イ
ッ
グ
両
党
か
ら
大
臣
を
指
名
、
い
わ
ば
挙
党
内
閣
を
つ
く
っ
た
が
、
ゴ
ド

ル
フ
ィ
ン
、
モ
ー
ル
バ
ラ
と
ハ
ー
リ
ー
は
組
ん
で
三
人
で
三
頭
政
治
と
い
わ
れ

た
。
こ
の
長
期
政
権
末
期
に
、
三
人
の
連
携
に
も
亀
裂
が
出
て
、
ハ
ー
リ
ー
が

政
権
か
ら
追
わ
れ
、
ホ
イ
ッ
グ
色
が
強
い
政
権
に
な
る
。
ゴ
ド
ル
フ
ィ
ン
と
モ

ー
ル
バ
ラ
は
戦
争
継
続
を
主
張
し
た
が
、
ハ
ー
リ
ー
は
早
期
の
和
平
を
目
指
し

た
。

（
8
）　C

f. D
ownie, J. A

., R
obert H

arley and the Press

（C
am

bridge, C
am

bridge 

U. P. 1979

）, p. 21.

（
9
）　

ダ
ウ
ニ
ー
の
情
報
で
は
こ
の
筆
禍
事
件
以
前
に
デ
フ
ォ
ー
が
借
財
で
フ
リ
ー

ト
監
獄
に
収
監
さ
れ
た
と
き
、
ハ
ー
リ
ー
は
彼
と
接
触
し
た
と
い
う
。

（
10
）　

ゴ
ド
ル
フ
ィ
ン
宛
の
１
７
０
２
・
8
・
9
の
手
紙
。C

f. D
ownie, J. A

., op. 

cit ., p. 58.

（
11
）　
『
レ
ヴ
ュ
ー
』
の
正
式
な
題
がA R

eview
 of the Affaires of France

（
フ
ラ
ン

ス
の
状
況
評
論
）
と
あ
る
よ
う
に
交
戦
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
実
力
を
伝
え
て
、

国
民
の
理
解
を
助
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
逆
に
デ
フ
ォ
ー
は
読

者
か
ら
フ
ラ
ン
ス
び
い
き
と
見
な
さ
れ
も
し
た
。『
レ
ヴ
ュ
ー
』
は
一
七
〇
四

年
か
ら
デ
フ
ォ
ー
が
一
人
で
出
し
つ
づ
け
た
（
週
二
回
、
途
中
か
ら
三
回
）
定

期
刊
行
物
だ
が
、
そ
れ
が
一
七
一
三
年
に
終
る
の
は
、
時
代
と
ず
れ
て
売
れ
な

く
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
に
よ
る
和
平
で
、
こ
の
雑
誌
の

役
目
が
終
っ
た
こ
と
と
も
関
係
す
る
。

（
12
）　D

efoe, D
., The Letters of D

aniel D
efoe , ed. by G

. H
. H

ealey

（O
xford, 

1955

）, p. 132.

（
13
）　

一
定
額
の
手
当
て
で
足
ら
な
く
な
る
と
、
デ
フ
ォ
ー
は
遠
慮
し
な
が
ら
ハ
ー

リ
ー
に
と
き
に
は
お
金
の
無
心
を
し
て
い
る
。

（
14
）　

た
だ
一
七
〇
八
年
に
ハ
ー
リ
ー
が
一
時
的
に
辞
職
し
て
復
活
す
る
一
七
一
〇

年
ま
で
両
者
の
関
係
は
途
絶
え
る
。

（
15
）　
「
分
離
派
法
」（the Schism

 A
ct

）
は
、
議
会
内
の
妥
協
の
産
物
と
し
て
ハ

ー
リ
ー
が
通
し
た
法
案
で
、
非
国
教
徒
が
学
校
運
営
を
し
た
り
教
職
に
就
く
の

を
禁
じ
た
法
案
。

（
16
）　
「
初
穂
税
」（the First Fruits

）
は
教
会
か
ら
女
王
へ
上
納
す
る
税
で
あ
る
が
、

す
で
に
英
国
国
教
会
に
は
返
還
さ
れ
て
い
た
。

（
17
）　D

ownie, J. A
., op. cit ., p. 132.

（
18
）　

Sw
ift, J., Journal to Stella  ed. by H

arold W
illiam

s

（O
xford, B

asil 

Blackwell, 1974

）, vol.1, p. 66.

（
19
）　Swift, J., ‘ M

em
oirs r elating to that C

hange in the Q
ueen’ s M

inistry in 

1710’ in Political T
racts, 1713

─1719  ed. by H
erbert D

avis &
 Irvin 
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E
hrenpreis

（O
xford, Basil Blackwell, 1973

）, p. 123.

（
20
）　Trevelyan, G

. M
., England U

nder Q
ueen Anne, vol.3 : The Peace and the 

Protestant Succession

（London, Longm
an, 1934

）, p. 97.
（
21
）　Sw

ift, J., T
he E

xam
iner and O

ther Pieces W
ritten in 1710

─11 , ed. by 
H

erbert D
avis

（O
xford, Basil Blackwell, 1953

）, p. 3.

（
22
）　
『
桶
物
語
』
は
物
議
を
か
も
し
、
ア
ン
女
王
の
逆
鱗
に
ふ
れ
、
そ
の
た
め
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
で
の
高
位
聖
職
の
地
位
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
23
）　Swift, J., Journal to Stella , vol.2, p. 373. 「
こ
こ
に
ま
る
ま
る
一
週
間
い
て
い

ま
手
元
に
あ
っ
て
や
り
終
え
な
い
と
い
け
な
い
も
の
を
ゆ
っ
く
り
仕
上
げ
る
」

（
24
）　Sw

ift, J., Political Tracts, 1711

─1713  ed. by H
erbert D

avis

（O
xford, 

Basil Blackwell, 1973

）, p. 53.

（
25
）　D

ownie, J. A
., op. cit ., p. 126.

（
26
）　Trevelyan, op. cit ., p. 192.
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デフォー、スウィフト、そしてハーリー

塩 谷 清 人

　イギリスは名誉革命が終った１７世紀末からは、王権が抑制され、近代議会制度が急速に

成長していく。いわゆるトーリーとホイッグという二大政党の色分けがはっきりしていくの

もこの時代である。両党は政策の広報活動としてジャーナリズムを利用した。「出版物許可

法」失効（1695）を機に新聞、雑誌が一気に出版された。当時のその現象を「ペーパー戦

争」と呼ぶ。文学者たちもその動きに巻き込まれた。デフォーとスウィフトが政治的に活躍

したのはちょうどその時期だった。

　この時代を代表するこの二人の作家は直接には面識がない。まだ宗教と政治との関係が色

濃い時代で、トーリーと英国国教会、ホイッグと非国教徒の結びつきは強かった。デフォー

は非国教徒で当然ホイッグと見られていた。一方スウィフトは英国国教会の聖職者であるが

ホイッグ党に友人が多かったため、当初ホイッグ系と見られていた。その二人がロバート・
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ハーリーという政治家のもとで一時期執筆活動をした。ハーリーはもともとホイッグだった

が首相（1710年～ 1714年）時代はトーリー党を率いて組閣していた。そこで二人はそれぞ

れホイッグからトーリーへ変節したと非難される。

　当時スペイン継承戦争が延々と続いていて、その終結をめぐって二大政党ではげしく論争

があり、ハーリーはその早期停戦を目指してフランスと秘密交渉をし、その結果が公表され

た。この論戦でデフォー、スウィフトはハーリーの意向にそってそれぞれ論文を書いた。そ

れが『金のかかるこの戦争を早急にやめるべき諸理由』と『同盟諸国の行状』である。彼ら

はほぼ同時期に同じ趣旨のものを書いたが、二人が相談しあったということはない。その結

果、この二論文は両者の特徴がよく出たものになった。デフォーは、ハーリーの御用ジャー

ナリストであったから、その立場からホイッグ系の戦争継続支持者を説得する内容になる。

スウィフトは辛らつな筆致で有名な作家で、自由な立場だったから当然ホイッグ側を猛烈に

攻撃していく。結果的にスウィフトの論文のほうが多大の影響を与えて、ユトレヒト条約締

結の方向へ一挙に進む。

　二つの論文とそれを書いた作家の背景を知ることで、時代と作家、思想などさまざまな面

が見えてくる。

キーワード【デフォー　スウィフト　ハーリー　スペイン継承戦争　転向】
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Defoe, Swift, and Harley

Kiyoto Shiotani

After the Glorious Revolution in 1688, Great Britain developed the modern 
parliamentary system, limiting monarchical power. The Tories and the Whigs fiercely 
competed for the ruling power. Both parties tried to take advantage of journalism to 
promote their beliefs. After the expiration of the Licensing Act（1695）, many newspapers 
and magazines were published. Almost all writers were involved in this, known as “the paper 
war”. The political activities of Daniel Defoe and Jonathan Swift coincided with this 
movement. 

Defoe and Swift did not know one another personally, but both supported the policies of 
Tory politician Robert Harley, then the Prime Minister, who wanted to end the War of the 
Spanish Succession quickly. Both Defoe and Swift, who had been regarded as Whigs, were 
accused of conversion. 
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Under the direction of Harley, each man wrote articles on the issue without knowing 
about the other’s writings. Defoe wrote Reasons Why This Nation Ought to Put a Speedy End 
to This Expensive War, and Swift wrote The Conduct of the Allies. Each article is quite distinct 
from the other: Defoe tried to persuade the Whigs to end the war, while Swift aggressively 
assaulted them. Swift’s article persuaded the public and parliamentary opinion, and the 
parties involved in the war signed the Treaties of Utrecht. 

A comparison of these articles and their backgrounds reveals that both writers wrote 
under certain pressures but they nevertheless conveyed distinct opinions and exemplified the 
complexities of the political circumstances. 

keywords: Defoe, Swift, Harley, the War of the Spanish Succession, conversion




