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レ
オ
・
ト
ル
ス
ト
イ
翁
の
こ
の
驚
嘆
す
べ
き
論
文
は
、
千
九
百
四
年
（
明
治
三
十
七
年
）
六
月
二
十
七

日
を
以
て
ロ
ン
ド
ン
・
タ
イ
ム
ス
紙
上
に
發
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
日
即
ち
日
本
皇
帝
が
旅
順
港

襲
撃
の
功
勞
に
對
す
る
勅
語
を
東
郷
聯
合
艦
隊
司
令
長
官
に
賜
は
つ
た
翌
日
、
滿
洲
に
於
け
る
日
本
陸
軍

が
分
水
嶺
の
占
領
に
成
功
し
た
日
で
あ
つ
た
。
當
時
極
東
の
海
陸
に
起
つ
て
ゐ
た
悲
し
む
べ
き
出
來
事
の

電
報
は
、
日
一
日
と
そ
の
日
本
軍
の
豫
想
以
上
な
る
成
功
を
以
て
世
界
を
駭
か
し
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
そ

の
時
に
當
つ
て
、
こ
の
論
文
の
大
意
を
傳
へ
た
電
報
は
、
實
に
そ
れ
等
の
恐
る
べ
き
電
報
に
も
増
し
て
深

い
、
且
つ
一
種
不
可
思
議
な
感
動
を
數
知
れ
ぬ
人
々
の
心
に
惹
起
せ
し
め
た
も
の
で
あ
つ
た
。
日
本
で
は

八
月
の
初
め
に
至
つ
て
東
京
朝
日
新
聞
、
週
刊
平
民
新
聞
の
二
紙
が
そ
の
全
文
を
譯
載
し
、
九
月
一
日
の

雜
誌
時
代
思
潮
は
英
文
の
全
文
を
轉
載
し
た
。
さ
う
し
て
色
々
の
批
評
を
喚
起
し
た
。
此
處
に
寫
し
た
譯

文
は
即
ち
そ
の
平
民
新
聞
第
三
十
九
號
（
八
月
七
日
）
の
殆
ど
全
紙
面
を
埋
め
た
も
の
で
、
同
號
は
た
め

に
再
版
と
な
り
、
後
ま
た
文
明
堂
と
い
ふ
一
書
肆
か
ら
四
六
版
の
册
子
と
し
て
發
行
さ
れ
た
が
、
今
は
も

う
絶
版
と
な
つ
た
。
飜
譯
は
平
民
社
の
諸
氏
、
殊
に
幸
徳
、
堺
二
氏
の
協
力
に
よ
つ
た
も
の
と
認
め
ら
れ

る
。

　
平
民
新
聞
は
こ
の
譯
文
を
發
表
し
て
置
い
て
、
更
に
次
の
號
、
即
ち
第
四
十
號
（
八
月
十
四
日
）
の
社
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説
に
於
い
て
ト
ル
ス
ト
イ
翁
の
論
旨
に
對
す
る
批
評
を
試
み
た
。
蓋
し
そ
れ
は
、
社
會
主
義
の
見
地
を
持

し
て
ゐ
た
こ
の
新
聞
に
と
つ
て
は
正
に
そ
の
必
要
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
こ
れ
を
試
み
る
に
當

つ
て
、
か
の
記
者
の
先
づ
發
し
た
聲
は
實
は
そ
の
抑
へ
む
と
し
て
抑
へ
難
き
歡
喜
の
聲
で
あ
つ
た
。
「
吾

人
は
之
を
讀
ん
で
、
殆
ど
古
代
の
聖
賢
若
く
は
豫
言
者
の
聲
を
聽
く
の
思
ひ
あ
り
き
。
」
か
う
い
ふ
讃
嘆

の
言
葉
を
も
彼
等
は
吝
ま
な
か
つ
た
。
想
ふ
に
、
當
時
彼
等
は
國
民
を
擧
げ
て
戰
勝
の
恐
ろ
し
い
喜
び
に

心
を
奪
は
れ
、
狂
人
の
如
く
叫
び
且
つ
奔
つ
て
ゐ
る
間
に
、
ひ
と
り
非
戰
論
の
孤
壘
を
守
つ
て
、
嚴
酷
な

る
當
局
の
壓
迫
の
下
に
苦
し
い
戰
ひ
を
續
け
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
そ
の
時
に
於
い
て
、
日
本
人
の

間
に
も
少
な
か
ら
ざ
る
思
慕
者
を
有
す
る
ト
ル
ス
ト
イ
翁
が
そ
の
大
膽
な
る
非
戰
意
見
を
發
表
し
た
と
い

ふ
こ
と
は
、
そ
の
論
旨
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
實
際
彼
等
に
と
つ
て
は
思
ひ
が
け
ざ
る
有
力
の
援
軍
を
得
た

や
う
に
感
じ
ら
れ
た
に
違
ひ
な
い
。
さ
う
し
て
又
、
一
言
一
句
の
末
に
ま
で
容
赦
な
き
拘
束
を
受
け
て
、

何
事
に
限
ら
ず
、
そ
の
思
ふ
所
を
そ
の
ま
ま
に
言
ふ
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
境
遇
に
ゐ
た
彼
等
は
、
翁
の
大

膽
な
る
論
文
と
そ
の
大
膽
を
敢
て
し
得
る
勢
力
と
に
對
し
て
、
限
り
な
き
羨
望
の
情
を
起
さ
ざ
る
を
得
な

か
つ
た
に
違
ひ
な
い
。
「
而
し
て
吾
人
が
特
に
本
論
に
於
て
、
感
嘆
崇
敬
措
く
能
は
ざ
る
所
の
者
は
、
彼

が
戰
時
に
於
け
る
一
般
社
會
の
心
的
及
び
物
的
情
状
を
觀
察
評
論
し
て
、
露
國
一
億
三
千
萬
人
、
日
本
四

千
五
百
萬
人
の
、
曾
て
言
ふ
こ
と
能
は
ざ
る
所
を
直
言
し
、
決
し
て
寫
す
能
は
ざ
る
所
を
直
寫
し
て
寸
毫

4トルストイ翁論文



の
忌
憚
す
る
所
な
き
に
在
り
。
」
こ
れ
實
に
彼
等
我
が
日
本
に
於
け
る
不
幸
な
る
人
道
擁
護
者
の
眞
情
で

あ
つ
た
。

　
然
し
な
が
ら
彼
等
は
社
會
主
義
者
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
又
明
白
に
社
會
主
義
者
た
る
意
識
を
も
つ
て

ゐ
た
。
故
に
か
の
記
者
は
、
翁
の
説
く
所
の
戰
爭
の
起
因
及
び
そ
の
救
治
の
方
法
の
、
あ
ま
り
に
單
純
に
、

あ
ま
り
に
正
直
に
、
さ
う
し
て
あ
ま
り
に
無
計
畫
な
る
を
見
て
は
、
「
單
に  

如    

此  

か
く
の
ご
と

き
に
過
ぎ
ず
と
せ

ば
、
吾
人
豈
失
望
せ
ざ
る
を
得
ん
や
。
何
と
な
れ
ば
、
是
れ
恰
も
『
如
何
に
し
て
富
む
べ
き
や
』
て
ふ
問

題
に
對
し
て
、
『
金
を
得
る
に
在
り
』
と
答
ふ
る
に
均
し
け
れ
ば
也
。
是
れ
現
時
の
問
題
を
解
決
し
得
る

の
答
辯
に
あ
ら
ず
し
て
、
唯
だ
問
題
を
以
て
問
題
に
答
ふ
る
者
に
非
ず
や
。
」
と
叫
ば
ざ
る
を
得
な
か
つ

た
。
（
人
は
盡
く
夷
齊
い
せ
い
に
非
ず
。
單
に
『
悔
改
め
よ
』
と
叫
ぶ
こ
と
、
幾
千
萬
年
な
る
も
、
若
し
そ
の
生

活
の
状
態
を
變
じ
て
衣
食
を
足
ら
し
む
る
に
非
ず
ん
ば
、
其
相
喰
あ
ひ
は
み
、
相
搏
あ
ひ
う
つ
、
依
然
と
し
て
今
日
の
如

け
ん
の
み
）
こ
れ
は
唯
物
史
觀
の
流
れ
を
汲
む
人
々
の
口
か
ら
、
當
然
出
ね
ば
な
ら
ぬ
言
葉
で
あ
つ
た
。

か
く
て
か
の
記
者
は
進
ん
で
彼
等
自
身
の
戰
爭
觀
を
概
説
し
、
「
要
す
る
に
ト
ル
ス
ト
イ
翁
は
、
戰
爭
の

原
因
を
以
て
個
人
の
墮
落
に
歸
す
、
故
に
悔
改
め
よ
と
教
へ
て
之
を
救
は
ん
と
欲
す
。
吾
人
社
會
主
義
者

は
、
戰
爭
の
原
因
を
以
て
經
濟
的
競
爭
に
歸
す
、
故
に
經
濟
的
競
爭
を
廢
し
て
之
を
防
遏
せ
ん
と
欲
す
。
」

と
し
、
以
て
兩
者
の
相
和
す
べ
か
ら
ざ
る
相
違
を
宣
明
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
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こ
の
宣
明
は
、
然
し
な
が
ら
、
當
時
の
世
人
か
ら
少
し
も
眼
中
に
置
か
れ
な
か
つ
た
。
こ
の
一
事
は
、

他
の
今
日
ま
で
に
我
々
に
示
さ
れ
た
幾
多
の
事
實
と
共
に
、
日
本
人
　
　
文
化
の
民
を
以
て
誇
稱
す
る
日

本
人
の
事
實
を
理
解
す
る
力
の
如
何
に
淺
弱
に
、
さ
う
し
て
こ
の
自
負
心
強
き
民
族
の
如
何
に
偏
狹
な
る
、

如
何
に
獨
斷
的
な
る
、
如
何
に
厭
ふ
べ
き
民
族
な
る
か
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
等
は
こ
の
宣
明

を
な
し
た
る
に
拘
ら
ず
、
單
に
ト
ル
ス
ト
イ
翁
の
非
戰
論
を
譯
載
し
、
且
つ
彼
等
も
亦
一
個
の
非
戰
主
義

者
で
あ
つ
た
が
故
に
、
當
時
世
人
か
ら
一
般
に
ト
ル
ス
ト
イ
を
祖
述
す
る
者
と
し
て
取
り
扱
は
れ
、
甚
だ

し
き
に
至
つ
て
は
、
日
本
の
非
戰
論
者
が
主
戰
論
者
に
對
し
て
非
人
道
と
罵
り
、
惡
魔
と
呼
ん
で
罵
詈
す

る
の
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
精
神
と
は
全
く
違
ふ
の
だ
と
い
ふ
や
う
な
非
難
を
さ
へ
蒙
つ
た
の
で
あ
る
。
さ

う
し
て
此
非
難
の
發
言
者
は
、
實
に
當
時
ト
ル
ス
ト
イ
の
崇
拜
者
、
飜
譯
者
と
し
て
名
を
知
ら
れ
て
ゐ
た

宗
教
家
加
藤
直
士
氏
で
あ
つ
た
。
彼
は
、
恰
も
か
の
法
廷
に
於
け
る
罪
人
が
、
自
己
に
不
利
益
な
る
證
據

物
に
對
し
て
は
全
然
關
知
せ
ざ
る
も
の
の
如
く
裝
ひ
、
或
は
虚
構
の
言
を
以
て
自
己
の
罪
を
否
定
せ
む
と

試
む
る
が
如
く
、
そ
の
矛
盾
極
ま
る
主
戰
論
を
支
持
せ
む
が
爲
に
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
翁
が
如
何
に
酷
烈
に

そ
の
論
敵
を
取
り
扱
ふ
人
で
あ
る
か
の
事
實
さ
へ
も 
曲  
庇 
き
よ
く
ひ

し
て
省
り
み
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
若
し
夫
れ
こ
の
論
文
そ
れ
自
身
に
加
へ
ら
れ
た
他
の
日
本
人
の
批
評
に
至
つ
て
は
、
ま
た
實
に
畢
竟

「
日
本
人
」
の
批
評
で
あ
つ
た
。
日
本
第
一
流
の
記
者
、
而
し
て
御
用
紙
國
民
新
聞
社
長
た
る
徳
富
猪
一
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郎
氏
は
、
翁
が
露
國
を
攻
撃
し
た
點
に
對
し
て
は
、
「
こ
れ
恐
ら
く
は
天
が
ト
ル
ス
ト
イ
伯
の
口
を
假
り

て
、
露
國
の
罪
惡
を
彈
劾
せ
し
め
た
る
の
言
な
る
べ
し
。
」
と
賞
讚
し
な
が
ら
、
日
本
の
行
爲
を
攻
撃
し

た
部
分
に
對
し
て
は
、
「
此
に
至
り
て
伯
も
亦
ス
ラ
ー
ヴ
人
の
本
色
を
脱
す
る
能
は
ず
候
。
」
と
評
し
た
。

又
か
の
高
名
な
る
宗
教
家
海
老
名
彈
正
氏
も
、
翁
が
露
西
亞
の
宗
教
家
、
學
者
、
識
者
を
罵
倒
し
、
そ
の

政
治
に
反
對
し
、
延
い
て
戰
爭
そ
の
も
の
に
反
對
す
る
に
至
つ
た
所
以
を
力
強
く
是
認
し
て
、
「
彼
が
絶

對
的
に
非
戰
論
者
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
實
に
尤
も
千
萬
で
あ
る
。
」
と
言
ひ
な
が
ら
、
や
が
て
何

等
の
説
明
も
な
く
、
「
彼
は
露
西
亞
帝
國
の
豫
言
者
で
あ
る
。
然
も
彼
を
し
て
日
本
帝
國
の
豫
言
者
と
な

し
、
吾
人
を
し
て
其
聲
に
傾
聽
せ
し
め
ん
と
欲
す
る
は
大
な
る
謬
見
で
あ
る
。
」
と
い
ふ
結
論
に
達
せ
ね

ば
な
ら
な
か
つ
た
　
　
然
り
、
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
又
他
の
人
々
も
、
或
は
右
同
樣
の
筆
法
を
以
て
、

或
は
戰
爭
正
當
論
を
以
て
、
各
々
、
日
本
人
に
し
て
翁
の
言
に
眞
面
目
に
耳
を
傾
く
る
者
の
生
ぜ
ん
こ
と

を
防
遏
す
る
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
實
際
當
時
の
日
本
論
客
の
意
見
は
、
平
民
新
聞
記
者
の
笑
つ

た
如
く
、
何
れ
も
皆
「
非
戰
論
は
露
西
亞
に
は
適
切
だ
が
、
日
本
に
は
宜
し
く
な
い
。
」
と
い
ふ
事
に
歸

着
し
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
彼
等
愛
國
家
の
中
の
一
人
が
、
「
翁
は
我
が
日
本
を
見
て
露
國
と
同
一
と

な
す
。
不
幸
に
し
て
我
が
國
情
の
充
分
に
彼
の
地
に
傳
へ
ら
れ
ざ
り
し
爲
、
翁
を
し
て
非
難
の
言
を
放
た

し
め
た
る
は
吾
人
の
悲
し
む
所
な
り
。
」
と
言
つ
た
時
、
同
じ
記
者
の
酬
い
た
一
矢
は
か
う
で
あ
つ
た
。
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曰
く
、
「
否
、
翁
に
し
て
日
本
の
國
情
を
知
悉
せ
ば
、
更
に
日
本
攻
撃
の
筆
鋒
鋭
利
を
加
へ
し
こ
と
な
ら

ん
。
」

　
た
だ
そ
の
間
に
於
て
、
ひ
と
り
異
色
を
帶
び
て
、
翁
の
理
想
の
直
ち
に
實
行
す
る
能
は
ざ
る
も
の
な
る

を
首
肯
し
つ
つ
、
猶
且
つ
非
常
の
敬
意
を
以
て
之
を
辯
護
し
た
も
の
は
、
雜
誌
時
代
思
潮
で
あ
つ
た
。

　
予
の
始
め
て
こ
の
論
文
に
接
し
た
の
は
、
實
に
そ
の
時
代
思
潮
に
轉
載
さ
れ
た
英
文
に
よ
つ
て
で
あ
る
。

當
時
語
學
の
力
の
淺
い
十
九
歳
の
予
の
頭
腦
に
は
、
無
論
た
だ
論
旨
の
大
體
が
朧
氣
に
映
じ
た
に
過
ぎ
な

か
つ
た
。
さ
う
し
て
到
る
處
に
星
の
如
く
輝
い
て
ゐ
る
直
截
、
峻
烈
、
大
膽
の
言
葉
に
對
し
て
、
そ
の
解

し
得
た
る
限
り
に
於
て
、
時
々
た
だ
眼
を
圓
く
し
て
驚
い
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
「
流
石
に
偉
い
。
然
し

行
は
れ
な
い
。
」
こ
れ
當
時
の
予
の
こ
の
論
文
に
與
へ
た
批
評
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
そ
れ
つ
き
り
忘
れ

て
了
つ
た
。
予
も
亦
無
雜
作
に
戰
爭
を
是
認
し
、
且
つ
好
む
「
日
本
人
」
の
一
人
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
夜
、
予
が
茲
に
初
め
て
こ
の
論
文
を
思
ひ
出
し
、
さ
う
し
て
之
を
態
々
寫
し
取
る
や
う
な
心
を
起

す
ま
で
に
は
八
年
の
歳
月
が
色
々
の
起
伏
を
以
て
流
れ
て
行
つ
た
。
八
年
！
　
今
や
日
本
の
海
軍
は
更
に

對
米
戰
爭
の
爲
に
準
備
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
か
の
偉
大
な
る
露
西
亞
人
は
も
う
此
世
の
人
で
な
い
。

　
然
し
予
は
今
猶
決
し
て
ト
ル
ス
ト
イ
宗
の
信
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
予
は
た
だ
翁
の
こ
の
論
に
對
し

て
、
今
も
猶
「
偉
い
、
然
し
行
は
れ
な
い
。
」
と
い
ふ
外
は
な
い
。
但
し
そ
れ
は
、
八
年
前
と
は
全
く
違
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つ
た
意
味
に
於
て
で
あ
る
。
こ
の
論
文
を
書
い
た
時
、
翁
は
七
十
七
歳
で
あ
つ
た
。
（
明
治
四
十
四
年
五

月
稿
）
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
啄
木
全
集
　
第
十
卷
」
岩
波
書
店

　
　
　1961
（
昭
和36

）
年8

月10

日
新
装
第1

刷
発
行

入
力
：
蒋
龍

校
正
：
小
林
繁
雄

2009

年9

月10

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ

ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た
の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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