
嘆
き
、
そ
れ
は
不
滅
で
あ
る
こ
と
の
音
楽
。

ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
（
１
）

第
一
節

嘆
き
か
ら
の
う
た
へ
の
問
い

原
民
喜
の
嘆
き
か
ら
の
詩

魂
の
震
え
を
声
と
し
て
響
か
せ
ら
れ
な
い
と
き
が
あ
る
。
か
け
が
え
の
な
い
も
の
を
失
い
、
愛
す
る
者
を
亡
く
し
た
悲
し
み
に
沈
む

と
き
、
理
不
尽
な
暴
力
に
対
す
る
遣
り
場
の
な
い
怒
り
が
腹
の
底
か
ら
湧
き
上
が
る
と
き
、
全
身
全
霊
が
震
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
魂
の
震
動
は
言
葉
に
な
ら
な
い
。
も
は
や
叫
ぶ
の
も
虚
し
い
。
そ
の
よ
う
な
絶
望
的
な
境
遇
か
ら
吐
息
と
と
も
に
発
せ
ら
れ
る
の
が

嘆
き
か
ら
の
う
た

――
声
と
沈
黙
の
閾
で
――

柿

木

伸

之

西
南
学
院
大
学

国
際
文
化
論
集

第
三
十
七
巻

第
二
号

一
七
一－

二
一
九
頁

二
〇
二
三
年
三
月
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（
２
）

嘆
き
だ
ろ
う
。「
嘆
き
」
の
語
は
、「
長
息
」
に
由
来
す
る
と
い
う
。
声
に
な
ら
な
い
、
な
い
し
は
ほ
と
ん
ど
声
と
し
て
聴
き
取
れ
な
い

魂
の
震
動
。
こ
れ
が
沈
黙
の
底
か
ら
長
い
気
息
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
嘆
き
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
も
世
界
は
嘆
き
に

よ
っ
て
震
え
て
い
る
。
聴
き
届
け
ら
れ
な
い
ま
ま
に
。

現
在
も
続
い
て
い
る
戦
争
の
暴
力
に
晒
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
未
曾
有
の
災
害
に
遭
っ
た
一
人
ひ
と
り
の
な
か
か
ら
嘆
息
が
漏
れ
、
地

は
か
な

球
を
包
む
大
気
を
震
わ
せ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
響
き
は
あ
ま
り
に
も
微
か
で
儚
い
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
誰
に
も
聴
き
取
ら
れ
る
こ

と
な
く
消
え
去
り
、
そ
の
後
に
は
災
厄
が
苛
烈
さ
を
増
し
な
が
ら
続
い
て
い
く
。
嘆
き
の
現
在
を
思
う
と
き
、
こ
の
こ
と
に
対
す
る
無

力
さ
も
突
き
つ
け
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
は
い
え
、
激
甚
さ
を
増
す
「
自
然
災
害
」
を
含
め
、
今
も
続
い
て
い
る
災
厄
が
人
間
の
手

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
忘
れ
な
い
で
お
き
た
い
。
人
類
は
、
無
数
の
嘆
き
に
耳
を
塞
ぎ
な
が
ら
、
破
滅
へ
突
き
進
ん

で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

原
民
喜
は
、
朝
鮮
戦
争
の
さ
な
か
に
こ
の
こ
と
を
察
知
し
て
い
た
。
一
九
五
〇
年
十
一
月
三
十
日
、
広
島
と
長
崎
へ
の
原
子
爆
弾
の

投
下
を
命
じ
た
ア
メ
リ
カ
合
州
国
大
統
領
ハ
リ
ー
・
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
中
華
人
民
共
和
国
の
人
民
志
願
軍
が
参
戦
し
、
朝
鮮
民
主
主
義

人
民
共
和
国
側
の
攻
勢
が
再
び
強
ま
る
な
か
、
核
兵
器
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
兵
器
を
使
う
用
意
が
あ
る
と
発
言
し
た
。
そ
し
て
、

（
３
）

当
時
朝
鮮
半
島
で
の
戦
闘
の
指
揮
を
執
っ
て
い
た
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
核
兵
器
の
使
用
に
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
状
況
を
前
に
詩
人
は
、
広
島
で
自
身
が
体
験
し
た
惨
劇
が
規
模
を
拡
大
し
て
繰
り
返
さ
れ
、
人
類
が
自
滅
へ
の
道
を
進
む

こ
と
を
予
感
し
た
の
だ
。

そ
の
年
の
十
二
月
二
十
五
日
の
日
付
を
持
つ
長
光
太
宛
の
手
紙
に
、
原
は
「
家
な
き
子
の
ク
リ
ス
マ
ス
」
と
題
す
る
詩
を
同
封
し
て

い
る
。
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主
よ
、
あ
は
れ
み
給
へ

家
な
き
子
の
ク
リ
ス
マ
ス
を

今

家
の
な
い
子
は
も
は
や
明
日
も
家
は
な
い
で
せ
う

そ
し
て

今

家
の
あ
る
子
ら
も
明
日
は
家
な
き
子
と
な
る
で
せ
う

あ
は
れ
愚
か
な
わ
れ
ら
は
身
と
自
ら
を
破
滅
に
導
き

破
滅
の
一
歩
手
前
で
立
ち
ど
ま
る
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん

明
日

ふ
た
た
び
火
は
空
よ
り
降
り
そ
そ
ぎ

明
日

ふ
た
た
び
人
は
灼
か
れ
て
死
ぬ
で
せ
う

い
づ
こ
の
国
も

い
づ
こ
の
都
市
も

こ
と
ご
と
く
滅
び
る
ま
で

悲
惨
は
つ
づ
き
繰
り
返
す
で
せ
う

あ
は
れ
み
給
へ

あ
は
れ
み
給
へ

破
滅
近
き
日
の（

４
）

そ
の
兆
に
満
ち
満
て
る
ク
リ
ス
マ
ス
の
夜
の
お
も
ひ
を

人
類
の
自
滅
の
「
明
日
」
を
幻
視
す
る
詩
を
、
原
が
年
来
の
友
人
に
書
き
送
っ
て
か
ら
七
十
年
余
を
経
た
今
、
核
に
よ
る
破
滅
の
危
機

が
再
び
迫
っ
て
い
る
。
侵
略
を
続
け
る
権
力
者
が
「
核
戦
力
」
に
訴
え
る
構
え
を
ち
ら
つ
か
せ
る
な
か
、
そ
の
軍
隊
は
、
占
拠
し
た
原

子
力
発
電
所
に
火
器
を
運
び
込
ん
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
戦
争
の
影
響
に
よ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
逼
迫
を
前
に
、

二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
に
至
る
ま
で
過
酷
事
故
を
繰
り
返
し
て
き
た
原
子
力
発
電
所
の
稼
働
を
続
け
よ
う
と
す
る
動
き
も
世
界
的
に

活
発
化
し
て
い
る
。
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そ
の
よ
う
な
破
滅
的
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
を
見
据
え
つ
つ
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
で
も
な
お
嘆
き
か
ら
う
た
う
可
能
性
を
模
索

し
て
み
た
い
。
嘆
き
か
ら
う
た
う
と
は
、
苦
悶
す
る
身
体
を
引
き
受
け
な
が
ら
、
今
こ
こ
に
生
き
残
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
原
民

喜
も
ま
た
、「
家
な
き
子
の
ク
リ
ス
マ
ス
」
を
書
く
前
に
、
別
の
作
品
の
な
か
で
嘆
き
か
ら
う
た
う
こ
と
を
試
み
て
い
る
。

僕
に
は
あ
る
。
僕
に
は
あ
る
。
僕
に
は
ま
だ
嘆
き
が
あ
る
の
だ
。
僕
に
は
あ
る
。
僕
に
は
あ
る
。
僕
に
は
一
つ
の
嘆
き
が
あ
る
。

（
５
）

僕
に
は
あ
る
。
僕
に
は
あ
る
。
僕
に
は
無
数
の
嘆
き
が
あ
る
。

そ
う
語
る
「
鎮
魂
歌
」
の
語
り
手
は
、
自
身
を
震
わ
せ
る
嘆
き
に
「
僕
を
つ
ら
ぬ
け
」
と
呼
び
か
け
る
。
す
る
と
嘆
き
が
歌
と
な
っ
て

響
く
。

一
つ
の
嘆
き
よ
、
僕
を
つ
ら
ぬ
け
。
無
数
の
嘆
き
よ
、
僕
を
つ
ら
ぬ
け
。
僕
を
つ
ら
ぬ
く
も
の
は
僕
を
つ
ら
ぬ
け
。
僕
を
つ
ら

ぬ
く
も
の
は
僕
を
つ
ら
ぬ
け
。
嘆
き
よ
、
嘆
き
よ
、
僕
を
つ
ら
ぬ
け
。
…
…
戻
つ
て
来
た
。
戻
つ
て
来
た
。
僕
の
歌
ご
ゑ
が
僕
に

ま
た
戻
つ
て
来
た
。
こ
れ
は
僕
の
錯
乱
だ
ら
う
か
。
こ
れ
は
僕
の
無
限
回
転
だ
ら
う
か
。
だ
が
、
戻
つ
て
来
る
や
う
だ
。
戻
つ
て

（
６
）

来
る
や
う
だ
。
何
か
が
今
し
き
り
に
戻
つ
て
来
る
や
う
だ
。
僕
の
な
か
に
僕
の
す
べ
て
が
…
…
。

そ
う
し
て
「
僕
」
が
無
数
の
嘆
き
が
共
鳴
す
る
媒
体
と
化
す
な
か
に
、「
鎮
魂
歌
」
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
い
う
。

こ
の
出
来
事
を
一
篇
の
詩
と
し
て
語
る
原
は
、
壊
滅
し
た
広
島
で
無
数
の
死
を
目
の
当
た
り
に
し
、
そ
の
衝
撃
を
心
身
に
刻
み
な
が
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ら
生
き
延
び
た
詩
人
と
し
て
の
全
存
在
を
、
嘆
き
か
ら
「
歌
ご
ゑ
」
を
響
か
せ
る
こ
と
に
賭
け
て
い
る
。
こ
の
と
き
詩
人
は
、
自
身
の

う
ち
に
絶
え
ず
湧
き
上
が
り
、
現
在
を
生
き
る
こ
と
か
ら
突
き
放
す
――
「
僕
は
突
離
さ
れ
た
人
間
だ
」
――
嘆
き
を
、
新
た
な
う
た
の

源
と
し
て
見
い
だ
し
て
い
た
。
そ
の
嘆
き
と
は
、
被
爆
の
傷
を
負
っ
た
自
身
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
原
爆
に
よ
っ
て
人
間
と
し
て

の
生
を
断
ち
切
ら
れ
た
他
者
の
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
嘆
き
の
無
限
の
共
鳴
か
ら
新
た
に
歌
が
響
き
始
め
る
瞬
間
を
、
詩
人
は

求
め
て
い
る
。

原
民
喜
が
「
鎮
魂
歌
」
と
し
て
繰
り
広
げ
た
、
詩
そ
の
も
の
を
賭
け
た
嘆
き
か
ら
の
詩
作
を
銘
記
し
た
う
え
で
、
嘆
き
を
う
た
と
し

て
響
か
せ
る
こ
と
を
、
そ
う
し
て
嘆
き
か
ら
う
た
う
こ
と
を
、
そ
の
可
能
性
へ
向
け
て
問
う
の
が
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
。
う
た
う
と

は
、
共
鳴
の
媒
体
と
し
て
の
身
体
を
引
き
受
け
な
が
ら
、
今
こ
こ
に
他
者
と
と
も
に
生
き
残
る
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
、
立

ち
止
ま
る
こ
と
な
く
自
滅
の
「
明
日
」
へ
突
き
進
む
趨
勢
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
嘆
き
の
共
鳴
の
な
か
に

生
ま
れ
る
う
た
は
、
出
来
合
い
の
情
緒
を
な
ぞ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
嘆
き
か
ら
は
、
新
し
い
う
た
が
響
い
て
こ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

嘆
き
か
ら
の
う
た
の
探
究

と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
嘆
き
と
は
何
か
。
ま
ず
嘆
く
と
は
、
湧
き
上
が
る
悲
し
み
を
全
身
で
受
け
止
め
よ
う
と
試
み
る
こ
と
だ
ろ
う
。

嘆
く
者
の
震
え
は
、
み
ず
か
ら
の
肉
体
を
言
葉
に
な
ら
な
い
も
の
の
媒
体
に
変
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
一
種
の
産
み
の
苦
し

み
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
な
か
で
苦
悩
は
、
堪
え
が
た
い
ま
で
に
昂
進
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
精
神
分
析
の
知
見
が
伝

（
７
）

え
る
よ
う
に
、
途
方
も
な
い
災
厄
に
遭
っ
た
者
の
な
か
で
、
出
来
事
が
過
ぎ
去
る
こ
と
は
な
い
。
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
は
出
来
事
の
ま
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ま
に
、
そ
の
傷
の
な
か
か
ら
今
こ
こ
に
回
帰
す
る
。
も
し
か
す
る
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
気
が
狂
わ
ん
ば
か
り
に
心
が
掻
き
乱
さ
れ
る
な

か
、
嘆
き
は
う
た
を
探
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
に
う
た
の
源
の
一
つ
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
芸
術
史
に
お
い
て
最
初
の
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る

う
た
が
悲
歌
な
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
哀
歌
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
コ
ロ
ス
の
歌
、
あ
る
い
は

万
葉
の
挽
歌
と
し
て
伝
わ
る
う
た
は
、
嘆
き
に
源
を
持
ち
、
言
葉
に
な
ら
な
い
悲
し
み
を
響
か
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
形
づ
く
ら
れ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
災
い
が
続
き
、
名
を
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
者
た
ち
の
嘆
き
に
満
ち
て
い
る
現
在
を
見
据
え
な
が
ら
、

沈
黙
の
奥
底
か
ら
止
み
が
た
く
生
じ
、
絶
え
ず
沈
黙
へ
向
か
お
う
と
す
る
嘆
き
か
ら
、
う
た
を
そ
の
可
能
性
へ
向
け
て
問
う
こ
と
を
試

み
た
い
。

太
古
か
ら
人
は
悲
し
み
を
、
う
た
と
し
て
響
か
せ
よ
う
と
試
み
て
き
た
。
苦
悩
を
引
き
受
け
る
人
は
、
悲
し
み
を
噛
み
し
め
つ
つ
う

た
を
探
る
。
生
き
残
り
の
罪
障
に
苛
ま
れ
る
人
は
、
死
者
を
哀
悼
し
な
が
ら
悲
歌
を
求
め
る
。
こ
の
と
き
人
は
、
災
い
の
続
く
此
岸
に

そ
れ
で
も
な
お
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
魂
を
震
わ
せ
る
な
か
で
、
み
ず
か
ら
の
身
体
を
内
側
か
ら
感
じ
な

が
ら
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
ま
だ
声
は
な
い
。
こ
こ
に
あ
る
沈
黙
の
な
か
か
ら
、
名
状
し
が
た
い
悲
し
み
を
う
た
と
し
て
響
か
せ
る
こ

と
が
で
き
て
初
め
て
、
人
は
辛
苦
に
満
ち
た
地
上
に
生
き
続
け
よ
う
と
す
る
自
己
の
実
在
を
、
内
側
か
ら
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
に

ち
が
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
響
き
始
め
る
う
た
が
他
者
に
届
き
、
そ
の
魂
を
震
わ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
も
し
か
す
る
と
苦
悩
を
背
負
っ
て
き
た
魂

の
救
い
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
求
め
て
、
能
の
舞
台
に
出
現
す
る
死
者
の
霊
魂
は
、
旅
僧
の
前
で
謡
う
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
嘆
き
の
う
た
が
聴
き
届
け
ら
れ
る
と
き
、
む
ろ
ん
苦
悩
か
ら
完
全
に
解
き
放
た
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
う
た
う
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シ

魂
は
、
悲
し
み
を
分
か
ち
合
う
も
う
一
つ
の
魂
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
そ
れ
に
身
が
開
か
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
深
い
喜
び
が
、
能
の
為

テ手
を
舞
わ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
可
能
性
へ
向
け
て
、
う
た
は
外
へ
差
し
出
さ
れ
る
。
他
者
の
「
心
の
岸
辺
」
に
流
れ
着

く
こ
と
へ
の
祈
り
を
込
め
て
。

フ
ラ
ッ
シ
ェ
ン
ポ
ス
ト

（
８
）

パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ン
は
、
詩
は
そ
の
よ
う
な
「
投
壜
通
信
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。
絶
え
ず
沈
黙
へ
接
近
す
る
か
の
よ
う
に
研
ぎ
澄
ま

さ
れ
、
切
り
詰
め
ら
れ
た
言
葉
を
綴
っ
た
詩
人
も
、
詩
は
響
く
も
の
で
あ
る
以
上
、「
対
話
的
」
だ
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
示

す
の
が
、
う
た
と
い
う
出
来
事
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
出
来
事
は
詩
と
し
て
も
、
音
楽
と
し
て
も
生
じ
う

る
。
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
確
か
め
て
き
た
の
は
、
災
厄
が
続
き
、
苦
悩
に
満
ち
た
此
岸
で
そ
れ
で
も
な
お
生
き
て
い
く
た
め
に
、
嘆
き

か
ら
の
う
た
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
他
者
と
と
も
に
、
死
者
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
生
き
る
可
能
性
は
、
ま
ず
う
た
と
な
っ
て
地

上
に
響
く
。

だ
か
ら
こ
そ
、
嘆
き
に
も
と
づ
く
詩
が
古
く
か
ら
残
さ
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
た
し
か
に
嘆
く
な
か
に
あ
る
の
は
、
ま
ず
自
己

破
壊
的
に
心
の
傷
を
広
げ
る
よ
う
な
過
去
の
回
帰
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
沈
黙
の
淵
へ
絶
え
ず
沈
み
込
も
う
と
す
る
魂
の
動
き
で
あ

る
。
し
か
し
、
嘆
く
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
動
き
を
震
動
と
し
て
、
い
や
自
己
の
震
撼
と
し
て
響
か
せ
よ
う
と
す
る
一
種
の
も
が
き
で
も

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
う
た
と
し
て
外
へ
響
き
、
他
の
岸
辺
へ
向
け
て
差
し
出
さ
れ
る
に
至
る
回
路
を
、
現
代
に
お
け
る
う
た
の

可
能
性
へ
向
け
て
探
っ
て
み
た
い
。
こ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
破
局
が
積
み
重
な
り
続
け
て
い
る
な
か
に
生
存
の
道
筋
を
探
る

思
考
の
試
み
で
も
あ
る
。

そ
の
た
め
に
こ
こ
で
は
ま
ず
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
嘆
き
か
ら
の
詩
学
と
詩
作
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
後
に
ユ
ダ
ヤ
神
秘

主
義
の
研
究
を
牽
引
す
る
こ
と
に
な
る
ゲ
ル
シ
ョ
ム
・
シ
ョ
ー
レ
ム
は
、
一
九
一
七
年
に
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
「
哀
歌
」
を
ド
イ
ツ
語
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ク
ラ
ー
ゲ

ク
ラ
ー
ゲ
リ
ー
ト

（
９
）

へ
翻
訳
し
た
際
に
、「
嘆
き
と
哀
歌
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
跋
文
を
草
し
て
い
る
。
絶
え
ず
沈
黙
へ
向
か
う
嘆
き
は
、
優
れ
た
意
味
で

の
詩
に
お
い
て
の
み
響
く
と
論
じ
る
彼
の
詩
学
は
、
当
時
親
交
を
深
め
て
い
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
論
に
お
け
る
嘆
き

の
概
念
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
シ
ョ
ー
レ
ム
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
戦
争
中
に
、
嘆
き
の
概
念
を
焦
点
に
展
開
し
た
詩
学
を
検

討
す
る
こ
と
に
す
る
。

と
く
に
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
と
の
関
連
で
繰
り
広
げ
る
嘆
き
の
理
論
は
、
嘆
き
か
ら
文
学
上
の
詩
の
み
な
ら
ず
音
楽
と
し

て
の
歌
が
生
ま
れ
る
可
能
性
も
示
し
て
い
よ
う
。
こ
う
し
た
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
次
に
ゲ
オ
ル
ク
・
ト
ラ
ー
ク
ル
が
死
の
直
前
に
書

い
た
「
嘆
き
」
と
い
う
表
題
を
持
つ
詩
に
注
目
し
た
い
。
そ
こ
に
あ
る
詩
の
革
新
を
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
「
嘆
き
」

の
解
釈
を
検
討
し
つ
つ
見
届
け
た
う
え
で
、
最
後
に
ト
ラ
ー
ク
ル
の
「
嘆
き
」
を
歌
詞
に
用
い
た
細
川
俊
夫
の
声
と
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の

た
め
の
作
品
《
嘆
き
》（
二
〇
一
三
年
）
に
着
目
す
る
。
そ
れ
を
つ
う
じ
て
、
嘆
き
か
ら
の
う
た
の
誕
生
を
、
今
こ
こ
で
う
た
う
可
能

性
へ
向
け
て
確
か
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
二
節

嘆
き
の
詩
学

シ
ョ
ー
レ
ム
の
嘆
き
の
詩
学

シ
ョ
ー
レ
ム
が
ユ
ダ
ヤ
の
民
の
国
の
滅
亡
と
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
壊
滅
を
嘆
く
五
篇
の
哀
歌
に
向
き
合
っ
た
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦

が
続
き
、
ロ
シ
ア
で
革
命
が
進
行
す
る
さ
な
か
の
こ
と
だ
っ
た
。
三
日
を
か
け
、「
全
霊
を
も
っ
て
」
哀
歌
を
ヘ
ブ
ラ
イ
語
か
ら
ド
イ

ツ
語
へ
翻
訳
し
た
こ
と
を
記
し
た
一
九
一
七
年
十
二
月
一
日
の
日
記
で
彼
は
、
ロ
シ
ア
か
ら
の
レ
フ
・
ト
ロ
ツ
キ
ー
と
ウ
ラ
デ
ィ
ー
ミ

－ 178 －



ル
・
レ
ー
ニ
ン
の
連
名
に
よ
る
和
平
の
提
案
を
、「
こ
の
戦
争
の
な
か
で
初
め
て
聞
い
た
真
に
人
間
的
な
声
」
と
歓
迎
す
る
一
方
で
、

戦
争
の
犠
牲
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
。「
だ
が
、
や
が
て
み
な
が
こ
こ
か
ら
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
を
目
の
あ
た
り
に
す
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う（

10
）」。

こ
う
し
た
日
記
の
記
述
か
ら
も
、
シ
ョ
ー
レ
ム
に
よ
る
「
哀
歌
」
の
翻
訳
が
、
戦
争
へ
の
恐
怖
と
そ
の
暴
力
の
犠
牲
へ
の
哀
し
み
を

抱
き
つ
つ
、
同
時
代
の
状
況
と
対
峙
す
る
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
加
え
て
特
筆
さ
れ
る
べ
き
は
、
同
じ
年
の
十
一

月
に
、
彼
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
の
写
し
を
得
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
白
痴
』
を
論
じ
、
そ
の
主
人
公
ム
イ
シ
ュ

キ
ン
公
爵
の
「
不
滅
の
生
」
を
語
る
「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
白
痴
』」
を
読
ん
だ
シ
ョ
ー
レ
ム
は
、
こ
の
批
評
に
お
け
る
ム
イ
シ
ュ

キ
ン
像
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
開
戦
直
後
に
恋
人
と
自
殺
し
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
親
友
、
ク
リ
ス
ト
フ
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ハ
イ
ン
レ

の
影
を
見
て
取
っ
て
い
る（

11
）。

そ
の
こ
と
を
書
き
送
っ
た
の
に
対
す
る
返
事
の
な
か
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
か
ら
「
あ
な
た
に
告
げ
ら
れ
た
こ

と
を
啓
示
と
崇
敬
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る（

12
）。

そ
の
言
葉
か
ら
は
、
青
年
運
動
の
な
か
で
青
春
を
文
化
と
し
て
開
花
さ

せ
る
こ
と
を
と
も
に
目
指
し
た
友
へ
の
哀
悼
が
批
評
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
を
受
け
止
め
て
も
ら
っ
た
こ
と
へ
の
感
激
が
伝
わ
っ
て
く

る
。
実
際
、「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
白
痴
』」
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
含
ま
れ
て
い
た
。

シ

ャ

イ

テ

ル

ン

し
か
し
、
不
滅
性
の
う
ち
に
あ
る
生
の
た
め
に
は
純
粋
な
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
青
春
だ
。
青
春
の
感
動
が
実
を
結
ぶ
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
が
本
書
に
お
け
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
大
い
な
る
嘆
き
で
あ
る
。
青
春
の
生
は
不
滅
で
あ
り
続
け
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
み

ず
か
ら
が
光
り
輝
く
な
か
に
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
物
語
る
の
が
『
白
痴
』
な
の
だ（

13
）。
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シ
ャ
イ
テ
ル
ン

「
青
春
の
感
動
が
実
を
結
ぶ
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
「
青
年
の
運
動
の
挫
折
」
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
に
と
っ
て
ハ
イ
ン
レ
の
自
殺
は
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
出
来
事
だ
っ
た
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
と
っ
て
決
定
的
な
断
絶
だ
っ
た
こ
の
出
来
事
の
傷
を
抱
え
な
が
ら
、
親
友
へ
の
哀
悼
を
込
め
て
書
か
れ
た
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
論
に
触
れ
た
こ
と
も
、
シ
ョ
ー
レ
ム
が
こ
の
時
期
に
聖
書
の
「
哀
歌
」
の
ド
イ
ツ
語
へ
の
翻
訳
に
取
り
組
む
契
機
の
一
つ

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
翻
訳
に
添
え
ら
れ
た
「
嘆
き
と
哀
歌
に
つ
い
て
」
は
、
一
九
一
五
年
か
ら
始
ま
っ
た
二
人
の
知
的

交
流
の
結
晶
と
も
言
え
る
。
と
り
わ
け
『
白
痴
』
の
批
評
の
お
よ
そ
一
年
前
に
書
か
れ
、
シ
ョ
ー
レ
ム
が
個
人
的
に
写
し
を
得
て
い
た

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」
の
「
嘆
き
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、「
哀
歌
」
の
「
嘆
き
」
へ
向
か
う
思

考
を
触
発
し
た
に
ち
が
い
な
い（

14
）。

こ
の
言
語
論
の
な
か
で
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
聖
書
の
「
創
世
記
」
に
語
ら
れ
る
楽
園
追
放
と
バ
ベ
ル
の
塔
の
建
設
に
象
徴
さ
れ
る
「
言

語
精
神
の
堕
罪
」
の
後
、
人
間
の
言
語
が
「
名
」
と
い
う
言
語
の
本
質
を
体
現
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る（

15
）。

つ
ま
り
、

人
間
の
言
語
は
、
遭
遇
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
人
や
事
物
に
呼
応
す
る
な
か
、
そ
の
特
異
な
存
在
を
語
り
出
す
言
葉
に
生
成
す
る
媒
体
で
あ

る
こ
と
を
止
め
、
人
間
が
物
事
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
る
内
容
を
伝
達
す
る
記
号
に
硬
直
し
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
れ
と
と
も
に
自
然
は

嘆
き
始
め
る
と
い
う
。

し
か
し
、
嘆
き
と
は
ま
っ
た
く
分
節
さ
れ
て
い
な
い
、
無
力
な
言
語
の
表
出
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
ほ
と
ん
ど
物
象
と
し
て
の
吐
息

し
か
含
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
植
物
が
ざ
わ
ざ
わ
と
音
を
立
て
る
と
こ
ろ
に
さ
え
、
つ
ね
に
嘆
き
が
共
鳴
し
て
い
る
。
黙
せ

る
が
ゆ
え
に
自
然
は
悲
し
む
。
だ
が
、
こ
の
命
題
を
逆
に
し
て
、
自
然
の
悲
し
み
が
そ
れ
を
沈
黙
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
自
然
の
本
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質
の
さ
ら
に
奥
深
く
へ
導
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
悲
し
み
の
う
ち
に
は
、
言
葉
を
失
っ
て
い
く
と
い
う
最
も
深

い
傾
向
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
伝
達
の
能
力
や
意
欲
の
欠
如
を
は
る
か
に
越
え
た
事
柄
な
の
だ
。
悲
し
む
も
の
は
、
認
識
し
え
な
い

者
に
よ
っ
て
す
み
ず
み
ま
で
認
識
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る（

16
）。

嘆
く
と
は
言
葉
を
失
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
洞
察
は
、
シ
ョ
ー
レ
ム
が
嘆
き
を
考
察
す
る
際
の
出
発
点
で
も
あ
る
。

実
際
、「
嘆
き
と
哀
歌
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
シ
ョ
ー
レ
ム
は
、
嘆
き
を
「
消
滅
し
た
表
現
」
と
規
定
し
て
い
る
。
言
語
が
言
葉
と

な
っ
て
表
わ
さ
れ
る
こ
と
を
拒
み
つ
つ
、
絶
え
ず
沈
黙
へ
接
近
す
る
と
こ
ろ
か
ら
嘆
き
は
響
く
。
そ
れ
ゆ
え
、「
最
も
内
奥
の
と
こ
ろ

で
表
現
な
き
も
の
の
表
現
、
沈
黙
の
言
語
、
こ
れ
が
嘆
き
な
の
で
あ
る（

17
）」。

た
だ
し
こ
の
嘆
き
と
は
、
あ
く
ま
で
彼
が
翻
訳
し
た
聖
書

の
「
哀
歌
」
を
貫
く
も
の
で
あ
る
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
論
が
、
人
間
に
言
語
を
拒
ま
れ
、
も
は
や
人
に
語
り
か
け
て
こ
な
く
な
っ
た

自
然
の
嘆
き
を
語
る
の
に
対
し
、
シ
ョ
ー
レ
ム
は
、
災
禍
に
巻
き
込
ま
れ
て
か
け
が
え
の
な
い
も
の
を
奪
わ
れ
、
そ
れ
と
と
も
に
言
葉

を
失
っ
た
人
間
の
嘆
き
を
論
じ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
人
間
の
悲
し
み
の
な
か
で
嘆
き
は
、
シ
ョ
ー
レ
ム
に
よ
る
と
、
身
ぶ
り
や
吐
息
と
と
も
に
発
せ
ら
れ
な
が
ら
、
絶
え
ず

沈
黙
に
接
近
す
る
。
嘆
き
の
言
語
は
、「
対
象
を
抹
殺
す
る
」
こ
と
を
つ
う
じ
て
何
か
を
語
り
出
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
の

だ
。
そ
れ
ゆ
え
「
嘆
き
の
言
語
と
は
、
滅
却
の
言
語
で
あ
る（

18
）」。

た
し
か
に
悲
し
み
は
、
そ
の
ま
ま
嘆
く
こ
と
と
結
び
つ
き
な
が
ら
――

こ
の
直
接
性
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
葉
を
借
り
て
「
魔
術
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
――
「
表
出
と
し
て
の
言
語
」
へ
向
か
う（

19
）。

だ
が
逆
説

的
に
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
は
何
も
語
り
出
さ
れ
な
い
。
こ
こ
に「
悲
劇
的
」と
形
容
す
る
ほ
か
は
な
い「
悲
し
み
の
本
質
に
あ
る
法
則
」

が
浮
か
び
上
が
る
と
い
う（

20
）。
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こ
の
こ
と
を
シ
ョ
ー
レ
ム
は
、
先
の
「
表
出
」
を
「
刻
印
」
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
言
い
表
わ
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
悲
し
み
は
言
語
に
参
与
す
る
の
だ
が
、
悲
劇
的
な
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
先
の
言
語
へ
向
か
う
方
向

に
し
て
も
、
自
己
自
身
に
反
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
要
す
る
に
言
語
と
は
反
対
の
方
向
へ
向
か
う
の
だ
。
こ
れ
は
正
真
正
銘
の
ア

ナ
ー
キ
ー
で
あ
る
。
こ
こ
に
出
現
す
る
ア
ナ
ー
キ
ー
は
、
嘆
き
が
も
た
ら
す
刻
印
の
な
か
に
、
す
な
わ
ち
他
の
事
物
が
そ
の
言
語

で
嘆
き
に
ま
っ
た
く
応
え
ら
れ
な
い
こ
と
の
う
ち
に
最
も
明
瞭
に
浮
か
び
上
が
る
。
嘆
き
に
応
答
は
な
い
。
一
つ
の
こ
と
だ
け
が

あ
る
。
沈
黙
で
あ
る（

21
）。

嘆
き
は
、
呼
応
す
る
者
を
見
い
だ
す
こ
と
な
く
沈
黙
の
な
か
へ
消
え
入
っ
て
い
く
。
む
ろ
ん
、
嘆
き
は
沈
黙
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
は
身
を
震
わ
せ
る
な
か
か
ら
、
独
特
の
言
語
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
何
ひ
と
つ
積
極
的
に
語
る
こ
と
は
な
い
。

し
き
い

そ
れ
ゆ
え
嘆
き
は
、
声
と
沈
黙
の
閾
か
ら
か
ろ
う
じ
て
響
く
。
こ
こ
に
シ
ョ
ー
レ
ム
は
「
限
界
の
言
語
」
を
見
て
い
る（

22
）。

そ
こ
で
は
言

語
が
自
己
を
滅
却
す
る
の
だ
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
言
語
自
体
に
、
悲
劇
的
な
可
能
性
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
。

言
語
は
、
真
に
何
か
を
語
り
出
す
言
葉
と
な
っ
て
沈
黙
の
な
か
か
ら
響
い
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
世
界
が
、
そ
し
て

生
き
る
見
通
し
が
開
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
広
い
意
味
で
の
啓
示
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
嘆
き
は
、
そ
れ
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
嘆
き
の
対
極
に
あ
る
の
は
歓
呼
で
は
な
い
。「
嘆
き
の
対
極
に
あ
る
の
は
む
し
ろ
、
啓
示
そ
の
も
の
だ
け
で
あ
る（

23
）」。

し
か
も
、

シ
ョ
ー
レ
ム
に
よ
れ
ば
、
啓
示
と
は
正
反
対
の
方
向
へ
、
す
な
わ
ち
沈
黙
へ
向
か
う
可
能
性
と
し
て
、
嘆
き
は
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
に
潜

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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と
い
う
の
も
啓
示
は
、
い
か
な
る
言
語
も
絶
対
的
に
積
極
的
に
な
り
、
も
は
や
言
語
的
世
界
に
お
け
る
積
極
的
な
も
の
以
外
の
何

も
の
も
表
現
し
な
い
段
階
を
指
し
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
語
の
誕
生
（
根
源
で
は
な
い
！
）
が
あ
る
。
そ
の
一
方

で
嘆
き
は
、
何
も
表
現
す
る
こ
と
な
く
、
も
は
や
い
か
な
る
積
極
的
な
も
の
も
表
わ
さ
ず
、
純
粋
な
限
界
だ
け
を
表
現
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ど
の
言
語
も
ま
さ
に
悲
劇
的
な
仕
方
で
死
を
迎
え
る
段
階
を
指
し
示
す
の
だ
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ど
の
言
語

も
、
啓
示
さ
れ
た
、
言
い
表
わ
さ
れ
う
る
も
の
の
領
界
と
、
象
徴
さ
れ
た
、
黙
せ
る
も
の
の
領
界
と
い
う
二
つ
の
領
界
に
あ
る
が

ゆ
え
に
、
移
行
す
る
な
か
で
、
そ
の
本
来
の
悲
劇
的
な
地
点
に
お
い
て
嘆
き
に
参
与
し
て
い
る（

24
）。

啓
示
は
言
語
の
誕
生
を
、
嘆
き
は
そ
の
死
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
嘆
き
の
な
か
で
言
葉
は
、
息
絶
え
な
が
ら
象
徴
と
な
る
。

嘆
き
は
、
ま
さ
に
沈
黙
の
な
か
へ
消
え
入
っ
て
い
く
な
か
で
、
言
葉
と
し
て
は
言
い
表
わ
さ
れ
え
な
い
も
の
を
暗
示
す
る
。
こ
の
動

き
に
耳
を
澄
ま
し
、
嘆
き
の
象
徴
性
へ
注
意
を
向
け
る
と
こ
ろ
に
、
詩
の
源
が
あ
る
。
啓
示
の
対
極
に
あ
る
象
徴
の
領
分
に
属
す
る
嘆

き
は
、
一
義
的
に
何
か
を
伝
達
す
る
こ
と
の
な
い
詩
の
言
語
に
お
い
て
の
み
、
語
ら
れ
え
な
い
も
の
の
象
徴
と
し
て
言
葉
に
な
る
。
そ

の
意
味
で
、「
ど
の
嘆
き
も
詩
と
し
て
言
い
表
わ
さ
れ
う
る
」
の
だ（

25
）。

シ
ョ
ー
レ
ム
に
よ
れ
ば
、
詩
も
ま
た
言
語
の
限
界
に
位
置
し
て

い
る
が
ゆ
え
に
、
嘆
き
を
反
響
さ
せ
う
る
。
彼
は
さ
ら
に
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
嘆
き
と
哀
歌
が
同
じ
「
キ
ナ
ー
」
と
い
う
語
で
表
わ
さ
れ

る
こ
と
も
挙
げ
て
い
る（

26
）。

こ
の
よ
う
に
詩
の
か
た
ち
で
表
わ
さ
れ
う
る
か
ら
こ
そ
、
人
は
嘆
き
う
る
。
た
し
か
に
悲
し
み
に
沈
む
者
は
、
死
を
望
む
こ
と
も
あ

る
。
い
や
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
に
語
ら
れ
る
ヨ
ブ
の
よ
う
に
――
シ
ョ
ー
レ
ム
は
「
ヨ
ブ
記
」
の
な
か
の
哀
歌
も
ド
イ
ツ
語
へ
翻
訳
し
、

「
ヨ
ブ
の
嘆
き
」
と
い
う
短
い
論
考
を
そ
れ
に
付
し
て
い
る
――
病
を
は
じ
め
、
次
々
と
降
り
か
か
る
災
難
を
前
に
、
生
ま
れ
て
こ
な
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か
っ
た
ほ
う
が
ま
し
だ
と
思
う
こ
と
す
ら
あ
ろ
う（

27
）。

そ
れ
で
も
な
お
死
ね
ず
で
い
る
と
こ
ろ
で
、
人
は
身
を
震
わ
せ
る（

28
）。

そ
の
震
動
は

声
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
声
に
な
ら
な
い
ま
ま
に
嘆
き
は
歌
わ
れ
う
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
は
嘆
き
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

シ
ョ
ー
レ
ム
に
と
っ
て
こ
の
こ
と
を
物
語
る
の
が
、
聖
書
の
「
哀
歌
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
度
重
な
る
苦
難
に
見
舞
わ
れ

て
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
嘆
き
を
受
け
止
め
続
け
て
き
た（

29
）。

嘆
き
は
詩
の
か
た
ち
で
伝
承
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
「
哀
歌
」
は
、

ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
話
さ
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
の
あ
い
だ
で
も
歌
い
継
が
れ
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
考
え
る
か
ら
こ
そ
、
彼
は「
哀

歌
」
を
ド
イ
ツ
語
へ
翻
訳
し
た
の
だ
。
彼
は
実
際
、
ド
イ
ツ
語
で
こ
の
詩
を
歌
い
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
嘆
き
と
祈
り
を
他
の
ユ
ダ
ヤ

フ
ェ
ア
ゼ
ー
ヌ
ン
グ

人
と
分
か
ち
合
う
と
こ
ろ
に
、
新
た
な
民
族
の
胎
動
を
予
見
し
て
い
る
。
沈
黙
へ
向
け
て
嘆
き
う
る
こ
と
に
は
、「
宥
和
の
希
望
」
が

あ
る（

30
）。

音
楽
に
お
け
る
嘆
き
の
救
済
の
二
つ
の
方
向

こ
の
よ
う
に
シ
ョ
ー
レ
ム
は
、
彼
が
ド
イ
ツ
語
へ
翻
訳
し
た
聖
書
の
「
哀
歌
」
の
源
に
あ
る
嘆
き
を
、
徹
底
的
に
沈
黙
へ
追
い
込
む

か
た
ち
で
考
察
し
て
い
る
。
そ
れ
を
つ
う
じ
て
彼
は
、
言
語
そ
の
も
の
に
、
何
か
を
語
り
出
そ
う
と
す
る
、
究
極
的
に
は
啓
示
へ
通
じ

る
動
き
と
は
正
反
対
の
動
き
を
見
て
取
る
。
語
る
働
き
を
滅
却
す
る
動
き
で
あ
る
。
悲
し
み
に
囚
わ
れ
た
者
の
な
か
で
、
言
語
が
そ
の

よ
う
な
動
き
を
示
し
、
沈
黙
に
落
ち
込
も
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
嘆
き
は
響
い
て
く
る
。
叫
び
と
し
て
、
あ
る
い
は
震
え
と
し
て
。
彼

に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
て
も
は
や
積
極
的
に
何
か
を
語
る
こ
と
の
な
い
嘆
き
の
言
語
を
受
け
止
め
う
る
の
は
、
神
だ
け
で
あ
る（

31
）。

地
上
で

嘆
き
は
消
え
入
る
ほ
か
は
な
い
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
あ
る
沈
黙
に
こ
そ
、
詩
の
源
が
あ
る
と
い
う
。
嘆
き
の
な
か
で
言
語
は
、
語
る
言
葉
と
し
て
は
死
滅
し
な

が
ら
象
徴
と
化
す
。
こ
の
出
来
事
は
、
語
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
歌
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
哀
歌
」
と
し
て
。
こ
れ
を
歌
う
と

こ
ろ
に
、
さ
ら
に
は
世
代
を
越
え
て
、
い
や
言
語
を
も
越
え
て
歌
い
継
ぐ
と
こ
ろ
に
、
シ
ョ
ー
レ
ム
は
、
民
族
と
し
て
の
人
間
の
蘇
生

を
見
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、「
言
語
の
復
興
」
へ
も
通
じ
て
い
る（

32
）。

こ
の
こ
と
を
彼
は
、「
宥
和
の
希
望
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
そ
う
と

し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
シ
ョ
ー
レ
ム
は
、
嘆
き
を
言
語
の
死
滅
ま
で
突
き
詰
め
た
と
こ
ろ
か
ら
、
人
間
が
集
合
的
に
民
族
と
し
て
、
歌
の
う
ち

に
息
を
吹
き
返
す
可
能
性
を
見
通
そ
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
嘆
き
が
行
く
宛
も
な
く
漂
う
と
き
、
自
然
の
事
物

は
そ
の
儚
さ
を
剝
き
出
し
に
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
人
間
も
被
造
物
と
し
て
、
自
然
の
衰
滅
に
委
ね
ら

ト
ラ
ウ
ア
ー
シ
ュ
ピ
ー
ル

ト
ラ
ゲ
ー
デ
ィ
エ

れ
て
い
る
。「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」
と
同
時
期
に
書
か
れ
た
「
近
代
悲
劇
と
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
け
る
言
語
の

意
味
」
と
題
さ
れ
た
論
考
の
議
論
は
、「
言
語
精
神
の
堕
罪
」
の
後
の
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
た
被
造
物
の
嘆
き
を
、
近
代
悲
劇
の
言
語

か
ら
聴
き
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。

『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
の
構
想
を
練
る
意
味
で
書
か
れ
た
と
見
ら
れ
る
こ
の
短
い
論
考
に
よ
る
と
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
い
て
は
、

悲
し
み
を
は
じ
め
と
す
る
感
情
が
直
接
に
言
葉
に
昇
華
さ
れ
る
――
そ
の
意
味
で
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
言
語
は
、「
純
粋
な
言
葉
」
と
規

定
さ
れ
る
――
の
に
対
し
、
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
悲
劇
に
お
い
て
は
、
感
情
が
言
葉
に
よ
っ
て
塞
き
止
め
ら
れ
て
し

ま
う
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
言
語
は
す
で
に
記
号
と
化
し
、
個
々
の
言
葉
は
外
的
な
意
味
と
結
び
つ
い
て
い
る
の

だ
か
ら
。
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そ
し
て
、
自
然
に
言
語
が
授
け
ら
れ
る
な
ら
、
全
自
然
が
嘆
き
始
め
る
だ
ろ
う
と
い
う
古
い
知
恵
の
う
ち
に
は
、
近
代
悲
劇
の
本

質
が
含
ま
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
近
代
悲
劇
は
、
感
情
が
言
葉
の
純
粋
な
世
界
を
通
過
し
て
音
楽
へ
流
れ
込
み
、
至
福
の
感
情

で
あ
る
解
放
さ
れ
た
悲
し
み
に
還
り
行
く
よ
う
な
天
球
の
進
行
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
道
程
の
た
だ
な
か
で
自
然

は
、
言
語
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
感
情
の
か
の
途
方
も
な
い
阻
害
が
悲
し
み
と
化
す
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

ベ
ド
イ
ト
ゥ
ン
グ

言
葉
の
二
重
の
意
味
、
す
な
わ
ち
意
味
す
る
働
き
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
自
然
は
行
き
詰
ま
る
こ
と
に
な
っ
た（

33
）。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
見
る
と
こ
ろ
、
近
代
悲
劇
の
舞
台
に
漂
う
悲
し
み
は
、
言
語
に
よ
っ
て
感
情
が
塞
き
止
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て

い
る
。

こ
の
こ
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
、「
人
間
が
被
造
物
の
王
位
に
就
い
た
」
こ
と
に
起
因
す
る（

34
）。「

言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
つ
い

て
」
の
な
か
で
語
ら
れ
る
「
言
語
精
神
の
堕
罪
」
も
、
基
本
的
に
は
人
間
、
と
く
に
近
代
の
人
間
が
自
然
を
支
配
す
る
た
め
の
道
具
と

し
て
言
語
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
だ
が
、
近
代
悲
劇
が
描
く
の
は
、
皮
肉
に
も
み
ず
か
ら
の
言
語
に
よ
っ
て

裏
切
ら
れ
、
支
配
者
と
し
て
の
人
間
が
自
然
の
被
造
物
と
し
て
の
儚
さ
を
露
呈
さ
せ
る
さ
ま
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
象
徴
す
る
の
が
、

悲
劇
の
登
場
人
物
と
し
て
の
王
に
ほ
か
な
ら
な
い（

35
）。

王
も
一
個
の
記
号
と
し
て
登
場
し
、
陰
謀
に
巻
き
込
ま
れ
、
感
情
を
自
己
の
う
ち

に
鬱
積
さ
せ
な
が
ら
没
落
し
て
い
く
。

た
し
か
に
そ
の
過
程
で
、
王
は
独
白
し
た
り
、
他
の
登
場
人
物
と
言
葉
を
交
わ
し
た
り
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ

て
、
王
は
感
情
の
表
出
を
阻
ま
れ
る
。
こ
う
し
て
王
は
、
言
葉
を
発
し
え
な
い
自
然
に
近
づ
い
て
い
く
。
そ
の
な
か
か
ら
嘆
き
が
ざ
わ

め
く
の
だ
。
た
だ
し
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
る
と
、
近
代
悲
劇
の
舞
台
に
漂
う
嘆
き
は
、
そ
れ
で
も
最
終
的
に
は
「
音
楽
」
に
昇
華
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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近
代
悲
劇
は
、
現
実
の
言
語
を
基
盤
と
す
る
の
で
は
な
く
、
感
情
に
よ
る
言
語
の
統
一
と
い
う
意
識
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
そ
の

統
一
は
言
葉
に
お
い
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
こ
の
展
開
の
た
だ
な
か
で
、
行
き
場
を
失
っ
た
感
情
が
嘆
き
を
発
す
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
解
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
あ
の
前
提
と
さ
れ
た
統
一
を
基
盤
に
、
嘆
き
は
純
粋
な
感
情
の
言
語
へ
、
つ
ま

り
音
楽
へ
移
行
す
る
。
悲
し
み
は
近
代
悲
劇
の
う
ち
に
み
ず
か
ら
を
呼
び
起
こ
す
が
、
そ
こ
で
自
己
自
身
の
救
済
を
も
遂
げ
る
の

で
あ
る（

36
）。

悲
し
み
の
感
情
は
、
音
と
な
っ
て
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
と
も
響
き
合
い
な
が
ら
、
舞
台
上
で
輪
舞
す
る
と
い
う
。
こ
こ
に
生
じ
る

「
音
楽
」
の
う
ち
に
、
言
葉
の
う
ち
に
囚
わ
れ
た
悲
し
み
は
、
解
き
放
た
れ
る
と
同
時
に
す
く
い
上
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
音
楽
に
お
け
る
嘆
き
の
救
済
を
語
る
議
論
は
、
シ
ョ
ー
レ
ム
に
影
響
を
与
え
た
よ
う
だ
。
み
ず
か
ら
の
「
哀
歌
に
つ
い

て
の
論
考
に
は
、
ま
だ
多
く
の
こ
と
が
欠
落
し
て
い
る
」
と
表
白
す
る
一
九
一
八
年
二
月
二
十
四
日
の
日
記
で
彼
は
、
お
そ
ら
く
は

「
近
代
悲
劇
と
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
け
る
言
語
の
意
味
」
を
指
す
「
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
論
考
の
そ
の
部
分
を
」
念
頭
に
、「
嘆
く
こ
と
を

語
る
特
別
な
可
能
性
を
も
た
ら
す
の
が
音
楽
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

37
）。

シ
ョ
ー
レ
ム
は
、
音
楽
の
意
味
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
嘆
き
と
「
哀
歌
」
の
関
係
を
見
つ
め
直
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
と
き
彼
の
脳
裡
に
は
す
で
に
、
音
楽
の
姿
が
あ
る
程
度
具

体
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。

一
九
一
七
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
冬
に
イ
ェ
ー
ナ
で
書
か
れ
た
覚
え
書
き
の
一
つ
に
、
シ
ョ
ー
レ
ム
は
、「
嘆
き
う
る
こ
と
は
、

そ
の
本
質
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
の
音
楽
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
」
と
記
す（

38
）。

彼
に
と
っ
て
嘆
き
を
す
く
い
取
る
の
は
ユ
ダ
ヤ
の
音
楽
で

あ
り
、
そ
れ
を
響
か
せ
る
歌
で
あ
る
。
そ
れ
は
民
族
、
な
い
し
は
来
た
る
べ
き
民
族
の
歌
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
集
団
と
し
て
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も
歌
う
行
為
と
、
そ
の
な
か
か
ら
の
民
族
と
い
う
主
体
の
形
成
を
展
望
し
な
が
ら
、
彼
は
音
楽
を
媒
介
に
嘆
き
と
聖
書
の
「
哀
歌
」
を

結
び
つ
け
、
さ
ら
に
は
そ
の
翻
訳
を
意
味
づ
け
よ
う
と
し
た
の
だ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
み
ず
か
ら
を
ユ
ダ
ヤ
の
伝
統
の
継
承
者
の

一
人
に
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る（

39
）。

た
だ
し
こ
の
こ
と
を
貫
い
て
い
た
の
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
加
わ
っ
て
い
た
青
年
運
動
と
も
共
鳴
す
る
年
長
の
世
代
、
と
く
に
同
化
し

た
両
親
の
世
代
に
対
す
る
反
抗
で
あ
る
。「
嘆
き
と
哀
歌
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
シ
ョ
ー
レ
ム
が
、
嘆
き
の
言
語
の
言
葉
で
あ
る
こ
と

に
逆
行
す
る
表
わ
れ
に
「
ア
ナ
ー
キ
ー
」
を
見
る
の
は
、
こ
の
反
抗
の
表
わ
れ
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う（

40
）。

同
時
に
彼
は
、
嘆
き
を
歌

う
行
為
の
う
ち
に
、
支
配
と
被
支
配
の
関
係
を
超
越
し
た
集
合
的
な
主
体
の
生
成
の
可
能
性
も
読
み
込
も
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
加
え
て
、
そ
の
可
能
性
の
場
が
「
限
界
の
言
語
」、
す
な
わ
ち
声
と
沈
黙
の
閾
で
自
己
を
滅
却
す
る
言
語
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ

ら
れ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
。

と
は
い
え
、
沈
黙
と
境
を
接
し
た
と
こ
ろ
で
嘆
き
を
詩
で
反
響
さ
せ
、
さ
ら
に
は
歌
う
行
為
の
う
ち
に
嘆
き
を
解
き
放
と
う
と
す
る

シ
ョ
ー
レ
ム
の
詩
学
が
、
民
族
を
構
成
す
る
人
間
の
再
生
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
は
見
紛
い
よ
う
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
の
詩
学
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
語
っ
た
古
典
主
義
時
代
の
表
象
の
秩
序
を
な
す
記
号
の
体
系
の
自
壊
を
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
の
う

ち
に
見
届
け
つ
つ
、
も
は
や
「
人
間
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
者
を
含
め
、
自
然
の
被
造
物
が
衰
滅
の
な
か
か
ら
発

す
る
嘆
き
を
、
音
楽
の
う
ち
に
聴
き
出
す
回
路
を
探
っ
て
い
る（

41
）。

こ
の
方
向
性
は
、
現
代
に
お
け
る
嘆
き
か
ら
の
う
た
の
可
能
性
を
考

え
る
う
え
で
も
重
要
だ
ろ
う
。

原
民
喜
は
「
原
爆
小
景
」
の
冒
頭
の
一
篇
に
お
い
て
、
原
爆
に
灼
か
れ
て
異
常
に
膨
張
し
た
肉
体
か
ら
「
助
ケ
テ
下
サ
イ
」
と
い
う

声
が
洩
れ
る
の
に
耳
を
澄
ま
し
な
が
ら
、「
コ
レ
ガ
人
間
ナ
ノ
デ
ス
」
と
問
い
か
け
て
い
る（

42
）。

あ
る
い
は
、『
原
爆
詩
集
』
の
な
か
で
峠
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三
吉
は
、「
か
つ
て
人
間
だ
っ
た
／
生
き
も
の
の
行
列
」
を
描
き
、
重
傷
者
の
収
容
所
で
う
め
く
そ
の
「
生
き
も
の
」
の
「
眼
」
に
射

ら
れ
た
体
験
を
語
っ
て
い
る（

43
）。

今
、
嘆
き
か
ら
の
う
た
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
経
験
に
応
じ
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
う
た
は
さ
ら
に
、
災
厄
の
な
か
、
人
間
か
ら
見
棄
て
ら
れ
、
被
災
地
に
取
り
残
さ
れ
た
動
物
の
嘆
き
を
響
か
せ
う
る
も
の
で
も
あ

る
べ
き
だ
ろ
う
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
嘆
き
を
救
済
す
る
も
の
と
見
る
「
音
楽
」
は
、
そ
の
よ
う
な
う
た
で
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
次
世
界
大
戦
の

さ
な
か
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
彼
の
嘆
き
の
詩
学
は
、
こ
の
音
楽
の
具
体
的
な
形
態
に
ま
で
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。「
近
代
悲
劇
と
ギ

リ
シ
ア
悲
劇
に
お
け
る
言
語
の
意
味
」
は
、「
音
楽
」
を
織
り
な
す
の
が
記
号
の
意
味
か
ら
解
き
放
た
れ
た
「
音
」
で
あ
る
こ
と
を
暗

示
す
る
の
み
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
音
楽
」
は
、
芸
術
の
一
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
音
楽
の
一
形
態
に
は
限
定
さ
れ
な
い
。
そ
の

姿
は
む
し
ろ
、
詩
と
音
楽
の
あ
い
だ
で
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
で
は
、
被
造
物
の
嘆
き
に
応
え
う
る
う
た
は
、
ど
の
よ
う
に
響

き
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
い
は
、
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
の
言
語
の
特
性
――
後
に
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
に
お
い
て
そ
れ
は
、「
形
象
的
存
在
と

ア
レ
ゴ
リ
ー

意
味
す
る
働
き
の
あ
い
だ
の
深
淵
」
を
孕
み
、
悲
劇
を
断
片
と
し
て
構
成
す
る
寓
意
表
現
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
――
へ
向
か

う
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
議
論
の
射
程
を
越
え
て
、
嘆
き
か
ら
う
た
う
可
能
性
そ
の
も
の
へ
向
け
て
受
け
継
が
れ
、
掘
り
下
げ
ら
れ
る
べ
き
だ

と
思
わ
れ
る（

44
）。

こ
こ
で
は
そ
の
た
め
に
、
彼
の
論
考
が
書
か
れ
る
よ
り
少
し
前
に
、
戦
争
の
暴
力
を
目
の
当
た
り
に
す
る
な
か
か
ら
生

ま
れ
た
ト
ラ
ー
ク
ル
の
「
嘆
き
」
と
題
さ
れ
た
詩
と
、
そ
の
解
釈
へ
目
を
向
け
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
詩
は
、
ど
の
よ
う
に
嘆
き
を

反
響
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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第
三
節

嘆
き
か
ら
の
詩

ト
ラ
ー
ク
ル
の
「
嘆
き
」

「
尊
敬
す
る
友
よ
！
／
私
の
最
初
の
本
の
詩
『
人
間
の
悲
惨
』
の
改
作
と
、
詩
『
悪
の
夢
』
の
第
一
連
の
修
正
を
添
え
て
送
り
ま

す（
45
）」。

ト
ラ
ー
ク
ル
は
、
友
人
の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
フ
ィ
ッ
カ
ー
に
宛
て
た
一
九
一
四
年
十
月
二
十
七
日
の
日
付
を
持
つ
手

エ
ー
レ
ン
ト

ト
ラ
ウ
ア
ー

紙
に
こ
う
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に
付
さ
れ
た
最
初
の
詩
集
の
「
人
間
の
悲
惨
」
の
改
作
は
、
表
題
を
「
人
間
の
悲
し
み
」
に
改
め
る
だ

け
で
な
く
、
最
初
の
二
連
か
ら
後
を
ほ
と
ん
ど
別
の
詩
文
に
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
人
間
の
悲
し
み
」
は
新
た
な
作
品

と
も
言
え
る
。
こ
れ
は
、
原
稿
が
同
様
に
ク
ラ
ク
フ
か
ら
フ
ィ
ッ
カ
ー
へ
手
紙
で
送
ら
れ
た
「
グ
ロ
デ
ー
ク
」
と
並
ん
で
、
詩
人
の
最

後
の
作
品
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

初
稿
か
ら
数
え
て
第
三
稿
に
あ
た
る
「
人
間
の
悲
し
み
」
の
第
三
連
は
、
第
二
連
の
静
け
さ
を
引
き
裂
く
よ
う
に
、
死
の
恐
怖
に
貫

か
れ
た
光
景
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
そ
こ
に
戦
争
に
よ
る
破
壊
の
傷
痕
を
見
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。
火
砲
に
よ
る
攻
撃
を
受
け
た

場
所
か
ら
逃
げ
延
び
て
き
た
と
思
わ
れ
る
「
狂
人
」
の
像
は
、
も
し
か
す
る
と
詩
人
自
身
の
姿
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

時
計
、
日
の
出
前
の
五
時
を
打
っ
て
い
る
――

孤
独
な
人
間
を
暗
い
恐
怖
が
包
む
。

夕
暮
れ
の
庭
で
は
朽
ち
た
木
々
が
ざ
わ
め
き
、

死
者
の
顔
が
窓
辺
に
う
ご
め
く
。
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お
そ
ら
く
こ
の
刻
は
静
止
し
て
い
る
。

濁
っ
た
両
眼
の
前
で
闇
に
包
ま
れ
た
像
が
揺
ら
め
き
、

船
が
流
れ
に
揺
れ
る
。
そ
の
拍
子
に
合
わ
せ
、

修
道
女
の
列
が
風
を
受
け
な
が
ら
岸
壁
を
通
り
過
ぎ
る
。

こ
う
も
り

聞
こ
え
る
よ
う
だ
。
蝙
蝠
が
叫
び
、

庭
で
棺
が
組
み
立
て
ら
れ
る
の
が
。

崩
れ
た
壁
を
通
し
て
骸
骨
が
鈍
く
輝
き
、

煤
を
か
ぶ
っ
た
狂
人
が
、
そ
こ
を
よ
ろ
け
な
が
ら
通
り
過
ぎ
る
。

ひ
と
筋
の
蒼
い
光
が
秋
の
群
雲
の
な
か
に
凍
り
つ
く
。

愛
す
る
者
た
ち
は
眠
り
の
な
か
で
抱
き
合
い
、

天
使
の
星
の
翼
に
も
た
れ
か
か
っ
て
、

貴
い
人
の
蒼
い
こ
め
か
み
を
月
桂
樹
で
飾
る（

46
）。

こ
の
詩
が
生
ま
れ
た
と
き
、
ト
ラ
ー
ク
ル
は
、
精
神
鑑
定
を
受
け
る
た
め
に
野
戦
病
院
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
薬
剤
師
補
と
し
て
衛
生

部
隊
に
加
わ
っ
て
い
た
詩
人
は
、
阿
鼻
叫
喚
の
重
傷
病
棟
で
の
看
護
の
心
労
と
、
処
刑
さ
れ
た
「
ス
パ
イ
」
の
遺
体
を
目
の
当
た
り
に
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し
た
衝
撃
か
ら
心
の
平
衡
を
失
い
、
自
殺
を
試
み
た
の
だ
っ
た（

47
）。

最
後
の
連
は
再
び
鎮
ま
っ
て
、
ど
こ
か
死
者
の
魂
の
行
き
先
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
人
間
の
悲
し
み
」
の
最
終

稿
の
結
末
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
詩
を
貫
く
「
悲
し
み
」
は
、
未
曾
有
の
惨
禍
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
間
の
苦
悩
へ
の
悲
嘆
で
あ
る
と
同
時

ト
ラ
ウ
ア
ー

に
、
死
者
へ
の
「
哀
悼
」
で
も
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
第
三
稿
は
、
詩
人
自
身
の
挽
歌
で
も
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
は
い
え
、

一
九
一
三
年
に
よ
う
や
く
出
版
さ
れ
た
詩
集
に
収
め
た
詩
を
、
戦
場
の
極
限
状
況
の
な
か
で
改
作
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

こ
の
詩
を
書
き
下
ろ
し
た
際
に
「
人
間
の
悲
惨
」
と
し
て
考
え
て
い
た
も
の
が
、
戦
争
の
現
実
を
前
に
持
ち
こ
た
え
ら
れ
な
く
な
っ
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

裏
を
返
せ
ば
、
自
身
を
含
む
人
間
の
惨
め
な
生
き
ざ
ま
と
向
き
合
い
続
け
る
こ
と
が
、
最
期
ま
で
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
作
の
核
心
に

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

48
）。

そ
の
な
か
か
ら
震
え
出
る
彼
の
嘆
き
が
繰
り
返
し
詩
に
結
晶
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
物
語
っ
て
い
よ
う（

49
）。

は
た
し
て
、「
人
間
の
悲
し
み
」
第
三
稿
、「
グ
ロ
デ
ー
ク
」
と
と
と
も
に
彼
の
最
後
の
作
品
に
な
っ
た
の
は
、「
嘆
き
」
と
題
さ
れ
た

一
篇
だ
っ
た
。

眠
り
と
死
、
陰
鬱
な
鷲
が
こ
の
頭
を

夜
通
し
ざ
わ
ざ
わ
と
巡
る
。

人
間
の
黄
金
の
像
な
ど
、

永
遠
と
い
う
冷
酷
な
波
濤
が

呑
み
込
ん
で
し
ま
え
と
。
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身
の
毛
も
よ
だ
つ
岩
礁
で

砕
け
散
る
の
は
深
紅
の
肉
体
。

そ
し
て
、
暗
い
声
は
嘆
く
。

海
の
上
で
。

渦
巻
く
憂
い
の
妹
よ
、

ご
覧
。
慄
く
小
舟
が
沈
ん
で
い
く
。

星
た
ち
の
下
、

黙
し
て
い
く
夜
の
顔
貌
の
下
で（

50
）。

こ
の
詩
で
は
、
冒
頭
の
不
穏
な
う
ご
め
き
の
な
か
か
ら
、
鮮
烈
で
す
ら
あ
る
破
壊
の
運
動
が
噴
出
す
る
。「
人
間
の
黄
金
の
像
」
は
、

近
代
人
が
造
り
上
げ
た
文
明
的
な
世
界
の
隠
喩
だ
ろ
う
か
。
そ
の
「
黄
金
」
は
、
そ
れ
が
資
本
の
産
物
で
あ
る
こ
と
も
暗
示
し
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

世
界
戦
争
の
な
か
で
輝
か
し
い
「
黄
金
」
の
世
界
が
、
文
明
の
産
物
で
あ
る
兵
器
に
よ
っ
て
壊
滅
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
、
ト
ラ
ー
ク

ル
の
詩
魂
は
幻
視
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
し
て
、
岩
礁
で
巨
大
な
波
濤
が
砕
け
散
る
さ
ま
を
、
肉
体
の
破
砕
と
重
ね
た
表
現

に
は
、
病
棟
で
重
傷
を
負
っ
た
兵
士
の
応
急
処
置
に
あ
た
っ
た
際
に
透
視
し
た
戦
場
の
あ
り
さ
ま
が
浸
透
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な

ら
な
い
。
こ
の
詩
に
お
い
て
は
、
巨
大
で
「
冷
酷
な
波
濤
」
が
人
間
的
な
も
の
を
す
べ
て
打
ち
砕
き
な
が
ら
、
海
の
底
へ
拉
し
去
っ
て

い
く
の
だ
。
こ
う
し
て
世
界
が
闇
に
包
ま
れ
て
い
く
さ
ま
を
最
後
ま
で
見
届
け
る
べ
く
、
詩
の
語
り
手
は
、
波
間
に
ざ
わ
め
く
声
に
な
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ら
な
い
嘆
き
に
耳
を
澄
ま
す
。

ア
ン
ジ
ャ
ン
ブ
マ
ン

こ
の
詩
は
、
全
体
と
し
て
は
自
由
な
形
式
で
、
ひ
と
息
に
う
た
わ
れ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
が
、
と
く
に
前
半
部
で
句
跨
が
り

ウ

ム

ラ

オ

シ

ェ

ン

フ
ェ
ア
シ
ュ
リ
ン
ゲ
ン

を
用
い
て
出
来
事
を
強
調
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
原
文
で
は
、「
ざ
わ
ざ
わ
と
巡
る
」、「
呑
み
込
む
」、

ツ
ェ
ア
シ
ェ
レ
ン

「
砕
け
散
る
」
と
い
う
動
き
が
行
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
と
く
に
砕
け
散
る
動
き
は
、「
深
紅
の
肉
体
」
と
い
う
語
の
色
彩
と
相
ま
っ

て
強
烈
な
印
象
を
残
す
が
、
そ
こ
に
は
、
ト
ラ
ー
ク
ル
の
戦
場
で
の
救
護
体
験
が
影
を
落
と
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
さ
ら
に
原
文

ツ
ェ
ズ
ー
ア

で
は
、「
身
の
毛
も
よ
だ
つ
岩
礁
で
」
の
直
前
に
中
間
休
止
が
あ
り
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
緊
張
に
よ
っ
て
、
途
方
も
な
い
力
に
よ
る
人

間
の
肉
体
の
破
砕
が
焦
点
と
し
て
際
立
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
詩
人
は
、
人
間
そ
の
も
の
の
破
壊
を
見
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
続
く
詩
の
後
半
部
で
は
、
場
所
の
強
調
が
特
徴

的
で
あ
る
。
死
者
の
嘆
き
が
漂
う
「
海
の
上
」
と
、
小
舟
が
沈
み
ゆ
く
「
星
た
ち
の
下
」
が
行
頭
に
記
さ
れ
て
い
る
。
詩
の
語
り
手
は
、

こ
れ
ら
の
場
所
へ
「
渦
巻
く
憂
い
の
妹
」
を
誘
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
「
妹
」
と
い
う
こ
と
で
詩
人
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
あ
ま
り
に

も
深
い
絆
で
結
ば
れ
て
い
た
妹
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ベ
ル
リ
ン
に
住
む
彼
女
と
隔
て
ら
れ
る
な
か
、
そ
の
姿
は
、
世
界

の
崩
壊
に
立
ち
会
う
同
伴
者
の
形
象
に
純
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
語
り
手
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
胸
中
に
は
憂
い
が
逆
巻
い

て
い
る
こ
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。

詩
の
最
終
部
で
は
、
世
界
が
闇
に
包
ま
れ
て
い
く
な
か
、
恐
ろ
し
い
ま
で
の
静
け
さ
が
染
み
透
っ
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
語
り
手
は
、

小
舟
が
「
星
た
ち
の
下
」
で
沈
ん
で
い
く
の
を
「
妹
」
と
と
も
に
見
届
け
る
。
そ
の
あ
り
さ
ま
を
闇
の
な
か
に
ほ
の
か
に
浮
か
び
上
が

ら
せ
る
言
葉
に
は
、
人
間
と
そ
の
世
界
の
崩
壊
を
最
後
ま
で
、
け
っ
し
て
浄
化
す
る
こ
と
な
く
、
凄
惨
な
ま
ま
に
正
視
し
よ
う
と
す
る

詩
人
の
姿
勢
が
滲
み
出
て
い
る（

51
）。

ト
ラ
ー
ク
ル
に
と
っ
て
嘆
き
か
ら
う
た
う
と
は
、
そ
の
姿
勢
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
通
さ
れ
た
も
の
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を
言
葉
に
結
晶
さ
せ
る
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
「
嘆
き
」
は
、
そ
の
よ
う
な
う
た
の
極
北
を
示

す
も
の
と
言
え
よ
う
。

「
人
間
」
の
彼
方
か
ら
の
嘆
き
の
詩
へ

詩
人
は
、
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
、
死
に
直
面
す
る
な
か
、
う
た
の
極
点
に
達
し
て
し
ま
っ
た
。「
嘆
き
」
で
は
、
そ
の
地
点
か
ら

「
小
舟
」
の
沈
没
が
見
届
け
ら
れ
る
。
そ
こ
に
載
っ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
魂
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
舟
は
ど
こ
へ
沈
ん
で
い
く
の
だ

ろ
う
。
一
九
五
三
年
に
発
表
さ
れ
た
ト
ラ
ー
ク
ル
論
「
詩
に
お
け
る
言
葉
」
の
な
か
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、
第
二
詩
集
『
夢
の
な
か
の
セ

バ
ス
テ
ィ
ア
ン
』
に
収
め
ら
れ
た
「
エ
リ
ス
」
と
い
う
詩
の
「
一
艘
の
黄
金
の
小
舟
が
、
／
エ
リ
ス
よ
、
寂
し
い
空
に
い
る
き
み
の
心

を
揺
ら
し
て
い
る
」
と
い
う
一
節
を
、「
嘆
き
」
の
最
後
の
四
行
と
と
も
に
引
い
て
、
揺
れ
な
が
ら
沈
ん
で
い
く
舟
の
姿
に
着
目
し
つ

つ
、
同
じ
よ
う
に
問
う
て
い
る（

52
）。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
小
舟
が
沈
む
の
は
「
荒
廃
の
う
ち
に
か
」
と
い
う
問
い
に
も
、「
空
虚
な
無
へ
か
」
と
い
う
問
い
に
も
、
否
と
答

ア
プ
ゲ
シ
ー
デ
ン
ハ
イ
ト

え
る（

53
）。

で
は
、
小
舟
は
ど
こ
へ
沈
ん
で
い
く
の
か
。
俗
世
の
営
み
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
「
寂
寞
の
域
」
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
こ
は

荒
涼
の
地
で
は
な
い
。
彼
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
「
よ
り
穏
や
か
な
幼
年
期
の
曙
も
、
蒼
い
夜
も
、
夜
闇
に
包
ま
れ
た
余
所
者
の

径
も
、
夜
陰
の
な
か
の
魂
の
羽
ば
た
き
も
、
没
落
へ
の
門
口
と
し
て
の
黄
昏
ま
で
も
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
」。
し
か
も
、
す
べ
て
を

ガ
イ
ス
ト
リ
ヒ

集
め
る
こ
の
場
所
を
、
詩
人
は
「
精
神
的
」
と
形
容
し
た
と
主
張
し
て
い
る（

54
）。

小
舟
は
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
相
を
凝
縮
し
た
精
神
の

在
り
処
へ
沈
む
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
精
神
と
は
何
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ト
ラ
ー
ク
ル
の
最
後
の
詩
の
一
つ
で
あ
る
「
グ
ロ
デ
ー
ク
」
の
最
後
の
二
行
を
引
き
合
い
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に
出
し
な
が
ら
、
詩
人
に
と
っ
て
そ
れ
は
焔
を
上
げ
て
「
燃
え
立
つ
も
の
」
だ
っ
た
と
述
べ
る（

55
）。

今
は
、「
嘆
き
」
と
同
様
に
「
妹
」

が
、
今
度
は
「
影
」
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
詩
の
後
半
を
引
い
て
お
き
た
い
。

夜
と
星
た
ち
の
黄
金
の
枝
の
下
、

妹
の
影
が
黙
せ
る
林
を
よ
ろ
め
き
な
が
ら
通
っ
て
行
く
。

英
雄
た
ち
の
霊
に
、
血
を
流
す
そ
の
頭
に
挨
拶
し
よ
う
と
。

そ
し
て
、
葦
の
な
か
で
は
秋
の
暗
い
横
笛
の
音
が
か
す
か
に
響
く
。

お
お
、
い
よ
い
よ
誇
り
高
い
哀
し
み
！

お
ま
え
た
ち
、
青
銅
の
祭
壇
よ
、

精
神
の
熱
き
焔
を
、
今
日
で
は
激
烈
な
苦
痛
が
煽
っ
て
い
る
の
だ
。

生
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
子
孫
を
養
い
つ
つ（

56
）。

こ
こ
に
語
ら
れ
る
「
燃
え
立
つ
も
の
」
と
し
て
の
「
精
神
」
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
自
己
の
外
に
あ
る
も
の
」
と
規
定
す
る
。
そ
の

焔
は
、「
光
り
輝
き
、
煌
め
か
せ
、
ま
た
そ
の
間
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
呑
み
込
ん
で
、
白
い
灰
に
な
る
ま
で
喰
ら
い
尽
く
す
」

と
い
う
よ
う
に
、
不
断
に
外
部
に
あ
る
も
の
と
化
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
輝
か
せ
る
精
神
の
働
き
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
。

ト
ラ
ー
ク
ル
は
「
グ
ロ
デ
ー
ク
」
の
末
尾
で
、
そ
の
働
き
を
養
い
、「
精
神
の
熱
き
焔
を
」
煽
る
の
は
「
激
烈
な
苦
痛
」
だ
と
述
べ

て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
こ
に
あ
る
の
が
「
真
の
意
味
で
の
苦
痛
」
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、
精
神
、
と
り
わ
け
詩
人
の
そ
れ
は
、
凄
惨
な
破
局
を
含
め
た
地
上
の
出
来
事
と
一
つ
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
言
葉
で
煌
め
か
せ
る
。
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こ
の
遍
歴
に
付
き
ま
と
う
苦
痛
は
、
詩
人
を
他
の
人
々
か
ら
隔
て
な
が
ら
、
詩
魂
と
し
て
の
精
神
を
不
断
に
燃
え
立
た
せ
る
と
い
う
の

で
あ
る（

57
）。

そ
う
し
て
す
べ
て
が
焼
き
尽
く
さ
れ
た
と
き
、
詩
人
は
、
す
べ
て
を
凝
集
す
る
精
神
が
休
ら
う
「
寂
寞
の
境
」
に
立
っ
て
い

る
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
見
る
。

つ
ま
り
、
ト
ラ
ー
ク
ル
が
語
る
「
小
舟
」
は
、
そ
こ
へ
沈
ん
で
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
帰
郷

で
あ
る
。
た
だ
し
、
故
郷
と
し
て
の
「
寂
寞
の
境
」
は
、
現
在
の
世
代
、
み
ず
か
ら
の
手
で
世
界
大
戦
を
引
き
起
こ
し
、
滅
び
つ
つ
あ

る
世
代
が
還
る
べ
き
場
所
で
は
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
む
し
ろ
、
こ
の
死
滅
し
た
世
代
か
ら
は
生
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
、
そ
し
て
現

在
の
破
局
に
行
き
着
い
た
の
と
は
別
の
世
界
の
原
初
を
も
た
ら
す
べ
き
「
子
孫
」
の
胎
動
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
ト
ラ
ー
ク
ル

は
、
世
界
の
将
来
に
先
駆
け
る
詩
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
す
で
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
そ
の
よ
う

な
詩
人
と
見
て
い
た
で
は
な
い
か（

58
）。

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
三
〇
年
代
半
ば
に
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
を
、「
神
の
雷
雨
」
の
下
で
「
別
の
原
初
」
を
準
備
す
る
「
将
来
的
な
者
」

と
し
て
際
立
た
せ
て
い
た（

59
）。

そ
の
見
方
を
、
戦
後
に
書
か
れ
た
「
詩
に
お
け
る
言
葉
」
で
は
、
ト
ラ
ー
ク
ル
に
投
影
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
見
方
は
、
小
舟
が
沈
む
こ
と
と
も
重
な
る
か
た
ち
で
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

余
所
者
が
辿
っ
た
径
は
、
か
つ
て
の
頽
廃
し
た
世
代
か
ら
は
離
れ
て
い
く
。
彼
は
、
未
だ
生
ま
れ
出
て
い
な
い
世
代
が
護
ら
れ
て

い
る
曙
へ
の
没
落
に
導
か
れ
る
。
そ
こ
に
あ
る
寂
寞
の
境
に
、
詩
の
言
葉
の
場
所
が
あ
る
。
詩
の
言
葉
は
、
未
生
の
人
間
の
世
代

が
、
み
ず
か
ら
の
鎮
ま
っ
て
い
た
本
質
の
静
か
な
胎
動
へ
帰
郷
す
る
の
に
呼
応
す
る
の
だ（

60
）。
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ト
ラ
ー
ク
ル
に
と
っ
て
戦
争
の
さ
な
か
に
あ
る
現
在
の
世
代
が
犠
牲
と
な
っ
て
生
ま
れ
出
よ
う
と
し
て
い
る
世
代
が
、
そ
の
本
質
を
発

揮
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
に
沈
潜
し
、
こ
の
精
神
の
故
郷
か
ら
の
声
を
「
別
の
原
初
」
の
将
来
へ
向
け
て
語
る
の
が
詩
人
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。

エ
ア
エ
ル
テ
ル
ン
グ

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ト
ラ
ー
ク
ル
論
に
は
、「
ゲ
オ
ル
ク
・
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
の
論
究
」
と
い
う
副
題
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭

オ
ル
ト

エ
ア
エ
ル
テ
ル
ン
グ

で
彼
は
、「
論
究
」
と
い
う
語
を
「
場
所
を
指
示
す
る
こ
と
」
と
結
び
つ
け
る（

61
）。

そ
れ
は
実
際
に
「
場
所
の
究
明
」
だ
っ
た
。
詩
の
言

ハ
イ
マ
ー
ト

葉
の
源
泉
で
あ
る
精
神
の
住
み
処
で
あ
り
、
未
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
世
代
の
胎
動
の
場
所
で
あ
る
よ
う
な
「
故
郷
」。
こ
れ
を
彼
は
、

ゲ
シ
ュ
レ
ヒ
ト

突
き
止
め
よ
う
と
し
た
の
だ
。
し
か
も
そ
こ
は
、「
人
間
」
と
い
う
「
種
族
」
の
土
地
で
も
あ
る
。
先
に
引
い
た
一
節
に
あ
る
「
世
代
」

ゲ
シ
ュ
レ
ヒ
ト

メ
ン
シ
ェ
ン
ゲ
シ
ュ
レ
ヒ
ト

は
、「
種
族
」
で
も
あ
り
、「
人
間
の
世
代
」
は
「
人
間
と
い
う
種
族
」
で
も
あ
る
が
、
そ
の
幾
重
も
の
層
を
持
っ
た
「
一
」
性
を
、
彼

は
強
調
し
て
い
る
。

ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト

こ
う
し
た
主
張
は
、「
夕
べ
の
国
の
歌
」
と
い
う
詩
の
な
か
で
ト
ラ
ー
ク
ル
が
、「
一
つ
の
」
と
い
う
語
を
隔
字
体
で
強
調
し
て
「
一

ゲ
シ
ュ
レ
ヒ
ト

つ
の
性
」
を
語
っ
て
い
る
の
に
も
と
づ
い
て
い
る
が
、
そ
こ
で
詩
人
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
基
本
的
に
は
恋
人
た
ち
の
「
性
」
の
交
わ

り
に
よ
る
一
体
性
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
世
界
の
没
落
を
憂
う
者
を
よ
そ
に
、

生
の
歌
が
聞
こ
え
て
く
る
情
景
で
詩
は
閉
じ
ら
れ
て

い
る
。

ま
ぶ
た

し
か
し
、
恋
人
た
ち
は
、
光
り
輝
き
な
が
ら
銀
の
瞼
を
持
ち
上
げ
る
。

し
と
ね

そ
こ
に
あ
る
の
は
一�

つ�

の�

性
。
薫
香
が
薔
薇
色
の
褥
か
ら
流
れ
る
。

っ
た
者
た
ち
の
甘
い
歌
声
も（

62
）。
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ア
ー
ベ
ン
ト
ラ
ン
ト

そ
の
よ
う
に
「
一
つ
の
性
」
を
語
る
一
篇
を
基
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
夕
べ
の
国
」、
す
な
わ
ち
西
洋
の
「
人
間
と
い
う
種
族
」
を
、

男
女
の
別
と
い
う
「
性
の
二
重
性
」
を
持
つ
「
種
族
」
を
語
り
、
そ
の
将
来
を
「
未
だ
生
ま
れ
出
て
い
な
い
人
間
の
世
代
」
に
託
す
の

で
あ
る（

63
）。

こ
う
し
て
あ
か
ら
さ
ま
な
西
洋
中
心
主
義
で
異
性
愛
主
義
で
す
ら
あ
る
よ
う
な
人
間゠

種
族
主
義
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
立
場
を
、
ハ
イ

デ
ガ
ー
が
ト
ラ
ー
ク
ル
に
仮
託
で
き
る
の
は
、「
グ
ロ
デ
ー
ク
」
と
い
う
詩
を
、
一
方
的
に
戦
争
か
ら
切
り
離
す
こ
と
に
も
と
づ
い
て

い
る（

64
）。「

そ
れ
は
戦
争
の
詩
と
は
別
物
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
は
る
か
に
そ
れ
以
上
の
詩
で
あ
る（

65
）」。

し
か
し
、
こ
の
最
後
の
詩
の
一
つ
を
、

詩
人
の
戦
争
体
験
と
け
っ
し
て
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
精
神
の
焔
を
煽
る
「
激
烈
な
苦
痛
」
は
、
ト
ラ
ー
ク
ル
が
将
兵
の
看
護

に
従
事
し
な
が
ら
、「
血
を
流
す
そ
の
頭
」
か
ら
感
じ
取
っ
た
、
ま
た
そ
の
戦
場
を
幻
視
す
る
な
か
で
抱
え
込
ん
だ
苦
痛
で
し
か
あ
り

え
な
い
は
ず
だ
。

こ
の
苦
痛
は
、
詩
人
が
自
殺
未
遂
と
そ
の
後
の
コ
カ
イ
ン
の
大
量
摂
取
に
よ
る
死
に
よ
っ
て
示
し
た
よ
う
に
、
死
に
至
る
も
の
で
あ

り
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
彼
の
眼
前
で
は
お
び
た
だ
し
い
将
兵
が
絶
命
し
た
り
、
自
殺
し
た
り
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
言
葉
で
受
け
止

め
る
と
き
、
彼
の
精
神
は
燃
え
立
ち
な
が
ら
、
か
ろ
う
じ
て
持
ち
こ
た
え
て
い
よ
う
。
し
か
し
、
詩
人
の
境
涯
が
示
す
と
お
り
、
そ
れ

も
や
が
て
燃
え
尽
き
て
い
く
。
こ
の
死
滅
の
後
に
種
族
の
「
子
孫
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い（

66
）。「

グ
ロ
デ
ー
ク
」
と
い
う
詩
は
、
未

曾
有
の
戦
争
の
な
か
で
、
人
間
が
造
り
上
げ
き
た
世
界
の
み
な
ら
ず
、「
人
間
」
を
成
り
立
た
せ
て
き
た
も
の
ま
で
根
底
か
ら
崩
壊
す

る
あ
り
さ
ま
を
証
言
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
破
局
を
う
た
う
詩
か
ら
も
「
嘆
き
」
が
聞
こ
え
る
。
こ
こ
に
「
グ
ロ
デ
ー
ク
」
の
冒
頭
か
ら
の
一
部
を
引
い
て
お
こ
う
。
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夕
べ
に
秋
の
森
が
鳴
り
響
く
。

死
を
も
た
ら
す
武
器
の
音
で
。
金
色
の
平
野
に

青
い
海
、
そ
の
上
に
あ
る
太
陽
も
、

闇
に
駆
ら
れ
て
転
が
り
去
る
。
夜
が
包
む
。

死
ん
で
い
く
戦
士
た
ち
を
、
そ
の
砕
け
た
口
か
ら
洩
れ
る

抑
え
き
れ
な
い
嘆
き
を（

67
）。

ヴ

ィ

ル

ト

こ
こ
に
あ
る
「
抑
え
き
れ
な
い
嘆
き
」
は
、
激
痛
に
、
憤
怒
に
狂
っ
た
叫
び
で
も
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
も
は
や
微
か
な

吐
息
で
し
か
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
は
人
間
の
言
葉
と
し
て
は
聞
こ
え
て
こ
な
い
。
こ
の
「
嘆
き
」
は
、
も
は

ヴ
ィ
ル
ト

ヴ
ィ
ル
ト

や
「
野
生
の
」、
あ
る
い
は
「
野
獣
の
」
そ
れ
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
だ
。
し
か
も
、
嘆
き
を
洩
ら
す
頭
は
、
先
に
引
い
た
一
節
に
語

ら
れ
る
と
お
り
、
血
を
流
し
て
い
る
。
将
兵
の
肉
体
は
、「
嘆
き
」
と
い
う
詩
に
語
ら
れ
て
い
た
波
濤
の
よ
う
な
巨
大
な
力
で
、
地
に

叩
き
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
に
よ
っ
て
「
砕
か
れ
た
口
」
か
ら
嘆
き
が
洩
れ
る
様
子
は
、
先
に
引
い
た
「
コ
レ
ガ
人
間
ナ
ノ
デ
ス
」
と
始
ま
る
原
民
喜
の

「
原
爆
小
景
」
の
冒
頭
の
一
篇
に
響
く
「
助
ケ
テ
下
サ
イ
」
と
い
う
声
が
、「
爛
レ
タ
顔
ノ
ム
ク
ン
ダ
唇
カ
ラ
洩
レ
テ
来
ル
声
」
だ
っ

た
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る（

68
）。

ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
も
、
原
の
詩
も
、
戦
争
の
暴
力
に
よ
っ
て
人
間
で
は
な
い
も
の
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た

者
か
ら
洩
れ
る
嘆
き
を
響
か
せ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
ト
ラ
ー
ク
ル
が
生
涯
の
最
後
に
書
い
た
「
嘆
き
」
と
、「
抑
え
き
れ
な
い
嘆

き
」
を
響
か
せ
る
「
グ
ロ
デ
ー
ク
」
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
「
音
楽
」
と
い
う
言
葉
で
予
感
し
て
い
た
、
被
造
物
の
嘆
き
を
反
響
さ
せ
る
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う
た
の
姿
を
先
取
り
す
る
も
の
と
言
え
る
。

と
り
わ
け
「
嘆
き
」
と
い
う
詩
は
、
自
己
の
外
へ
語
り
か
け
ら
れ
る
う
た
、
ツ
ェ
ラ
ン
の
言
う
「
投
壜
通
信
」
で
も
あ
る
よ
う
な
う

た
を
志
向
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
の
が
、「
渦
巻
く
憂
い
の
妹
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
一
篇

に
お
い
て
嘆
き
は
、
す
で
に
水
底
へ
沈
め
ら
れ
た
者
か
ら
離
れ
、
海
の
上
を
儚
く
漂
っ
て
い
る
。「
嘆
き
」
に
は
、
人
間
そ
の
も
の
の

破
局
を
見
届
け
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
嘆
き
を
も
響
か
せ
う
る
う
た
の
姿
へ
の
詩
論
的
と
も
言
え
る
問
い
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
も
は
や
「
人
間
」
で
な
く
な
っ
た
被
造
物
の
微
か
な
嘆
き
を
聴
き
取
っ
て
、「
人
間
」
を
越
え
て
語
り
か
け
る
よ
う
な
詩
へ
の

問
い
が
。

こ
の
よ
う
な
詩
は
従
来
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
へ
の
洞
察
も
、
ト
ラ
ー
ク
ル
に
「
人
間
の
悲
し
み
」

の
改
稿
を
強
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
嘆
き
」
を
は
じ
め
、
詩
人
の
生
命
が
燃
え
尽
き
る
直
前
に
書
き
残
さ
れ
た
詩
は
、
人
間

が
引
き
起
こ
し
た
人
間
そ
の
も
の
の
破
滅
を
言
葉
に
凝
縮
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
後
に
「
人
間
」
を
越
え
て
響
く
新
た
な
う
た
へ
の
問
い

を
今
に
投
げ
か
け
て
い
る
。
と
り
わ
け
「
嘆
き
」
と
「
グ
ロ
デ
ー
ク
」
は
、
そ
の
よ
う
な
う
た
が
「
嘆
き
」
か
ら
生
ま
れ
う
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
よ
う
。
そ
こ
で
最
後
に
、
こ
こ
に
あ
る
う
た
へ
の
問
い
が
、
破
局
が
止
ま
な
い
現
在
に
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
う
る
か

を
、
詩
と
音
楽
を
往
還
し
な
が
ら
考
え
た
い
。
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第
四
節

嘆
き
か
ら
の
う
た
の
姿

細
川
俊
夫
の
《
嘆
き
》

嘆
き
は
言
葉
に
な
ら
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
自
然
の
嘆
き
に
見
て
取
っ
て
い
た
よ
う
に
、
嘆
き
は
分
節
さ
れ
な
い
ま
ま
、
悲
し
み
の

吐
息
と
と
も
に
、
あ
る
い
は
不
条
理
を
抱
え
た
身
体
の
震
動
と
と
も
に
発
せ
ら
れ
、
や
が
て
儚
く
消
え
て
い
く
。
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩

「
嘆
き
」
は
、
こ
う
し
た
嘆
き
が
波
間
に
漂
う
の
に
耳
を
澄
ま
す
と
こ
ろ
か
ら
う
た
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
嘆
き
と
は
、
死
者
の
嘆
き

で
あ
る
。「
冷
酷
な
波
濤
」
に
喩
え
ら
れ
た
巨
大
な
力
が
、
世
界
戦
争
の
な
か
で
仮
借
の
な
い
暴
風
と
し
て
現
わ
れ
た
の
に
巻
き
込
ま

れ
、
地
の
底
へ
突
き
落
と
さ
れ
た
者
た
ち
の
嘆
き
が
微
か
に
聞
こ
え
る
。
そ
う
詩
人
は
、「
渦
巻
く
憂
い
の
妹
」
に
語
り
か
け
る
。

こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ー
ク
ル
の
「
嘆
き
」
に
、
文
字
ど
お
り
海
の
波
間
に
漂
う
嘆
き
を
聴
き
、
そ
れ
を
出
発
点
と
し
て
作
曲
さ
れ
た
作

品
が
あ
る
。
細
川
俊
夫
が
二
〇
一
三
年
に
書
い
た
ソ
プ
ラ
ノ
と
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
た
め
の
《
嘆
き
》
で
あ
る
。
細
川
は
、
自
作
の
解
説

の
な
か
で
、
海
の
上
で
暗
い
声
が
嘆
く
と
い
う
詩
の
一
節
を
作
曲
の
出
発
点
と
し
た
と
述
べ
て
い
る（

69
）。

こ
の
と
き
作
曲
家
は
、
東
日
本

大
震
災
の
被
災
地
の
前
に
広
が
る
太
平
洋
に
思
い
を
馳
せ
て
い
た
。
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
に
巨
大
な
地
震
と
と
も
に
押
し
寄
せ
た

大
津
波
に
呑
み
込
ま
れ
た
人
々
の
魂
が
漂
う
海
と
、
詩
人
が
語
る
嘆
き
の
海
の
照
応
が
、
細
川
に
《
嘆
き
》
と
い
う
作
品
を
書
か
せ
た

の
で
あ
る
。

そ
の
背
景
と
し
て
、
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
を
用
い
る
の
が
細
川
に
と
っ
て
初
め
て
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
一
〇
年

に
初
演
さ
れ
た
ソ
プ
ラ
ノ
、
メ
ゾ゠

ソ
プ
ラ
ノ
、
二
人
の
語
り
手
、
混
声
合
唱
の
た
め
の
《
星
の
な
い
夜
――
四
季
へ
の
レ
ク
イ
エ
ム
》

に
お
い
て
細
川
は
、
詩
人
が
春
夏
秋
冬
に
寄
せ
た
詩
に
作
曲
し
て
い
る
。
九
つ
の
楽
章
か
ら
な
る
こ
の
作
品
は
、
季
節
の
風
景
を
織
り
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な
す
生
と
死
を
掘
り
下
げ
な
が
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
の
二
つ
の
破
局
を
想
起
す
る（

70
）。

一
九
四
五
年
二
月
十
三
日
夜
の
ド
レ
ー
ス

デ
ン
へ
の
空
襲
と
、
同
年
八
月
六
日
朝
の
広
島
へ
の
原
子
爆
弾
の
投
下
と
と
も
に
起
き
た
こ
と
が
、
そ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
た
者
た
ち
の

声
か
ら
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
だ
。

細
川
の
「
四
季
へ
の
レ
ク
イ
エ
ム
」
は
、
冬
か
ら
始
ま
る
。
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
を
用
い
た
合
唱
の
た
め
の
楽
章
で
、
破
局
を
予
感
さ

せ
る
死
の
風
景
が
描
か
れ
た
後
、
ド
レ
ー
ス
デ
ン
の
市
街
へ
の
爆
撃
が
手
記
に
よ
っ
て
証
言
さ
れ
る
。
そ
れ
に
続
く
「
春
」
に
お
い
て
、

同
時
に
儚
さ
を
感
じ
さ
せ
る
生
命
の

り
が
、
ソ
プ
ラ
ノ
と
メ
ゾ゠

ソ
プ
ラ
ノ
の
二
重
唱
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
後
、
深
く
、
不
穏
で
す

ら
あ
る
夏
の
闇
が
合
唱
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
。「
星
の
な
い
夜
」
と
い
う
作
品
名
は
、
こ
の
楽
章
の
末
尾
で
、
ほ
と
ん
ど
息
だ
け
で
囁

か
れ
る
「
風
の
止
ん
だ
、
星
の
な
い
夜
」
と
い
う
ト
ラ
ー
ク
ル
の
言
葉
に
由
来
す
る
。
や
が
て
、
破
局
の
前
奏
と
も
言
う
べ
き
打
楽
器

に
よ
る
間
奏
が
始
ま
る
。

こ
の
間
奏
の
後
、
幼
児
と
し
て
原
爆
を
体
験
し
た
小
学
生
の
詩
に
よ
っ
て
、
被
爆
の
惨
禍
が
強
い
静
け
さ
の
な
か
で
語
ら
れ
る
。
こ

う
し
て
二
つ
の
破
局
を
季
節
の
巡
り
の
な
か
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
《
星
の
な
い
夜
》
に
お
い
て
、
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
を
用
い
た
楽
章

の
音
楽
は
、
鎮
魂
の
祈
り
に
満
た
さ
れ
る
最
終
楽
章
の
「
秋
」
を
例
外
と
し
て
、
ど
れ
も
影
を
帯
び
て
い
て
、
と
く
に
「
冬
」
と
「
夏
」

の
楽
章
は
、
破
局
の
予
感
す
ら
含
ん
で
い
る
。
そ
の
よ
う
な
音
楽
を
書
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
細
川
は
、
東
日
本
大
震
災
と
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
の
過
酷
事
故
と
い
う
破
局
を
目
の
当
た
り
に
し
て
か
ら
ほ
ど
な
い
時
期
に
、
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
を
再
び
作
品
に
用
い
よ

う
と
決
断
で
き
た
と
思
わ
れ
る（

71
）。

《
星
の
な
い
夜
》
か
ら
三
年
後
に
細
川
が
作
曲
し
た
《
嘆
き
》
に
は
、
ト
ラ
ー
ク
ル
の
書
い
た
テ
ク
ス
ト
が
「
嘆
き
」
以
外
に
も
う

一
篇
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
九
一
三
年
の
十
一
月
の
末
に
書
か
れ
た
と
見
ら
れ
る
フ
ィ
ッ
カ
ー
宛
の
書
簡
の
一
部
で
あ
る
。
そ
れ
を
貫
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く
の
は
、
ト
ラ
ー
ク
ル
の
嘆
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
曲
に
用
い
ら
れ
た
部
分
の
前
半
に
、
詩
人
は
こ
う
記
し
て
い
る
。

そ
れ
〔
深
刻
に
病
ん
で
い
た
〕
以
外
に
、
こ
こ
数
日
の
あ
い
だ
に
あ
ま
り
に
も
恐
ろ
し
い
こ
と
が
起
き
た
の
で
す
。
生
涯
そ
の

影
か
ら
絶
対
に
逃
れ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
出
来
事
で
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
尊
敬
す
る
友
よ
、
私
の
人
生
は
こ
の
一
、
二
日
で

ウ

ン

ゼ

ー

ク

リ

ヒ

シ
ュ
プ
ラ
ー
ハ
ロ
ー
ス

筆
舌
に
尽
く
し
が
た
く
打
ち
砕
か
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
苦
し
い
と
さ
え
言
え
な
い
、
も
は
や
口
が
利
け
な
く
な
る
ほ
ど

の
苦
痛
だ
け
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
。

ト
ラ
ー
ク
ル
は
さ
ら
に
――
原
文
で
は
一
段
落
を
挟
ん
だ
――
後
半
で
、「
世
界
が
二
つ
に
割
れ
て
し
ま
う
と
は
、
ま
っ
た
く

ナ
ー
メ
ン
ロ
ー
ス

名
状
し
が
た
い
不
幸
で
す
」
と
語
る（

72
）。

ま
さ
に
言
葉
に
で
き
な
い
嘆
き
を
、
詩
人
は
友
人
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

最
愛
の
妹
の
結
婚
の
破
局
と
も
推
測
さ
れ
る
こ
の
嘆
き
の
原
因
を
、
ト
ラ
ー
ク
ル
は
友
人
に
も
明
か
し
て
い
な
い
が
、
そ
こ
に
細
川

は
、
震
災
に
よ
っ
て
最
愛
の
人
を
失
っ
た
者
の
嘆
き
を
読
み
込
ん
で
い
る（

73
）。

彼
は
自
作
の
解
説
の
な
か
で
、
津
波
で
子
を
失
っ
た
母
親

が
、
そ
の
遺
体
を
探
し
て
海
岸
を
歩
き
回
る
様
子
を
映
し
た
写
真
か
ら
強
い
印
象
を
受
け
た
こ
と
が
、
作
曲
の
契
機
に
な
っ
た
と
述
べ

て
い
る
。《
嘆
き
》
は
五
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
が
、
前
奏
に
当
た
る
第
一
部
で
、
重
い
打
撃
音
と
寄
せ
て
は
返
す
よ
う
な
波
動
の
響

き
に
よ
っ
て
不
穏
な
海
の
風
景
が
開
か
れ
る
と
、
第
二
部
で
ソ
プ
ラ
ノ
の
声
が
、
ト
ラ
ー
ク
ル
の
テ
ク
ス
ト
を
語
り
始
め
る
。

そ
の
際
、
嘆
く
者
の
う
ち
に
地
震
と
津
波
の
記
憶
が
去
来
す
る
の
を
暗
示
す
る
か
の
よ
う
に
、
打
楽
器
に
よ
る
打
撃
音
が
断
続
的
に

繰
り
返
さ
れ
、
徐
々
に
強
ま
っ
て
い
く
。
そ
れ
と
と
も
に
、
語
り
は
歌
に
変
わ
っ
て
高
揚
し
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
音
響
も
音
量
を
増
し

て
い
く
。
や
が
て
逆
巻
い
て
打
ち
寄
せ
る
弦
楽
器
の
音
が
、
声
を
呑
み
込
む
か
の
よ
う
に
高
ま
っ
て
く
る
と
、
ソ
プ
ラ
ノ
の
声
は
、
愛
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す
る
者
か
ら
引
き
裂
か
れ
た
苦
し
み
を
天
へ
訴
え
る
。
そ
し
て
、「
お
お
友
よ
、
私
は
何
と
小
さ
く
、
不
幸
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で

し
ょ
う
」
と
い
う
嘆
き
と
と
も
に
声
が
静
ま
る
と
、
第
三
部
に
あ
た
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
に
よ
る
間
奏
が
始
ま
る
。
そ
こ
で
は
、
打
楽
器

の
リ
ズ
ム
が
音
楽
の
軸
と
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、《
星
の
な
い
夜
》
の
間
奏
を
思
わ
せ
る
が
、《
嘆
き
》
に
お
け
る
間
奏
は
破
局
を
予
感
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ

ト
ラ
ウ
マ

に
あ
る
の
は
、
生
き
残
っ
た
者
に
刻
ま
れ
た
傷
か
ら
の
破
局
の
想
起
で
あ
る
。
地
震
の
衝
撃
と
大
津
波
の
恐
怖
が
、
出
来
事
の
ま
ま
に

っ
て
く
る
こ
と
を
激
烈
な
音
響
は
物
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
頂
点
で
断
ち
切
ら
れ
る
と
、
第
四
部
が
始
ま
り
、
ト
ラ
ー
ク
ル
の「
嘆

き
」
が
歌
わ
れ
始
め
る
。
そ
の
歌
は
、
装
飾
音
を
多
用
し
た
、
激
し
い
、
身
を
よ
じ
る
よ
う
な
動
き
を
伴
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
海
に

声
を
突
き
立
て
る
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
を
作
曲
家
は
、
巫
女
の
そ
れ
に
喩
え
る
が
、
そ
こ
に
は
震
災
後
の
彼
の
思
想
の
深

化
も
表
わ
れ
て
い
る
。

細
川
が
東
日
本
大
震
災
の
報
せ
に
接
し
た
の
は
、
彼
が
ベ
ル
リ
ン
に
滞
在
し
て
い
た
時
期
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
年
の
五
月
に
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
で
初
演
さ
れ
る
オ
ペ
ラ
《
松
風
》
の
稽
古
が
続
い
て
い
た
さ
な
か
の
こ
と
と
い
う
。
震
災
の
被
害
に
深
い
衝
撃
を
受
け
た

作
曲
家
は
、
み
ず
か
ら
の
音
楽
を
、
そ
の
犠
牲
者
の
鎮
魂
に
捧
げ
ら
れ
る
べ
き
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
音
楽
は
、
彼
岸

と
此
岸
の
あ
い
だ
に
橋
を
架
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
霊
媒
の
役
割
を
果
た
す
。
細
川
は
、《
松
風
》
の
自
作
解
説
の
な
か
で
こ

う
述
べ
て
い
る
。「
音
楽
の
起
源
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
（
巫
女
）
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
、
そ
の
歌
が
こ
の
世
と
あ
の
世
を
繋
ぐ
も
の
だ
と
考

え
て
い
る（

74
）」。

カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
ー

み
ず
か
ら
の
音
楽
に
つ
い
て
細
川
は
、「
空
間
へ
の
、
ま
た
時
間
へ
の
音
に
よ
る
書
」
と
語
っ
て
き
た
が
、
そ
の
時
空
間
は
震
災
を

経
て
、
彼
岸
と
此
岸
を
結
び
な
が
ら
広
が
る
こ
と
に
な
る（

75
）。

そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
音
楽
は
、
災
厄
の
傷
と
死
者
の
記
憶
を
抱
え
た
魂
の
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嘆
き
を
響
か
せ
う
る
。
そ
の
歌
は
、《
嘆
き
》
の
第
四
部
で
は
ひ
と
き
わ
強
い
。
そ
の
強
さ
は
、
旋
律
の
動
き
が
ト
ラ
ー
ク
ル
の
言
葉

と
、
そ
れ
が
表
わ
す
動
き
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、「
ざ
わ
ざ
わ
と
巡
る
」
と
い
う
動
き

が
、
装
飾
音
を
用
い
て
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
印
象
深
い
。
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
響
き
は
、
そ
の
よ
う
な
歌
の
動
き
を
追
う
よ
う
に

高
ま
っ
て
い
く
。

「
人
間
の
黄
金
の
像
な
ど
、
／
永
遠
と
い
う
冷
酷
な
波
濤
が
／
呑
み
込
ん
で
し
ま
え
と
」
と
い
う
一
節
が
歌
わ
れ
た
後
に
は
、
海
の

う
ね
り
を
暗
示
す
る
蠕
動
に
続
い
て
、
強
烈
な
力
が
空
間
を
貫
く
。
そ
れ
に
続
い
て
、「
身
の
毛
も
よ
だ
つ
岩
礁
で
／
砕
け
散
る
の
は

深
紅
の
肉
体
」
と
厳
し
く
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
伴
わ
ず
に
歌
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
全
曲
の
頂
点
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
声
は
、

出
来
事
を

ら
せ
な
が
ら
ま
さ
に
屹
立
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
声
は
、
忘
却
に
抗
っ
て
い
る
の
だ（

76
）。

同
時
に
こ
の
声
は
、
今
こ
こ
に
死

者
と
と
も
に
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
意
志
も
表
わ
し
て
い
よ
う
。
そ
の
と
き
歌
は
、
そ
の
強
度
に
お
い
て
嘆
く
身
体
を
受
け
止
め
、

そ
の
嘆
き
を
反
響
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
と
並
ん
で
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、「
渦
巻
く
憂
い
の
妹
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
に
始
ま
る
「
嘆
き
」
の
最
後
の
一
節
が
、

歌
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
囁
き
か
け
る
よ
う
に
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
歌
は
中
断
す
る
。
同
時
に
聴
き
手
の
注
意
は

言
葉
に
集
中
す
る
。
こ
う
し
て
嘆
き
を
響
か
せ
る
歌
は
、
自
己
完
結
す
る
の
で
は
な
く
、
外
部
へ
開
か
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
と
も
に
細
川
の
音
楽
は
、
自
己
の
外
へ
語
り
か
け
よ
う
と
す
る
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
の
志
向
と
も
共
鳴
し
て
い
よ
う
。《
嘆
き
》

の
音
楽
は
、
批
評
的
な
中
断
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
災
厄
に
遭
い
、
愛
す
る
者
を
失
っ
た
者
の
嘆
き
を
、
時
空
を
越
え
て
分
有
す
る

回
路
を
開
い
て
い
る
。

細
川
の
《
嘆
き
》
は
そ
の
後
、
作
曲
の
出
発
点
と
な
っ
た
、
海
の
上
で
暗
い
声
が
嘆
く
と
い
う
一
節
を
繰
り
返
し
な
が
ら
静
ま
っ
て
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い
く
。
穏
や
か
さ
を
取
り
戻
し
た
海
の
風
景
が
、
漂
う
よ
う
な
響
き
と
と
も
に
開
か
れ
る
と
、「
星
た
ち
の
下
、
／
黙
し
て
い
く
夜
の

顔
貌
の
下
で
」
と
い
う
言
葉
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
闇
の
な
か
で
風
鈴
の
音
が
明
滅
す
る
。
そ
れ
と
と
も
に
空
間
が
静
寂
に
包
ま

れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
は
、
嘆
き
が
他
者
と
分
か
ち
合
わ
れ
る
こ
と
の
希
望
も
萌
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
て
結
ば
れ
る
細

川
の
《
嘆
き
》
は
、
災
厄
が
止
ま
な
い
現
代
に
お
け
る
嘆
き
か
ら
の
う
た
の
一
つ
の
姿
を
、
音
と
言
葉
の
緊
密
な
結
び
つ
き
に
よ
っ
て

示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

嘆
き
か
ら
う
た
う
た
め
に

戦
争
や
災
害
と
い
っ
た
災
厄
が
続
く
な
か
、
地
球
上
の
至
る
と
こ
ろ
で
嘆
き
が
こ
だ
ま
し
て
い
る
。
映
像
を
つ
う
じ
て
日
々
届
け
ら

れ
る
嘆
く
者
の
嘆
息
ば
か
り
で
な
く
、
海
が
ど
よ
め
く
な
か
に
も
、
野
に
風
が
そ
よ
ぐ
な
か
に
も
、
嘆
き
が
交
じ
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
声
に
な
ら
な
い
ま
ま
に
消
え
入
ろ
う
と
し
て
い
る
嘆
き
は
、
か
な
ら
ず
し
も
「
人
間
」
が
発
し
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な

い
。
そ
れ
は
、「
人
間
」
の
埒
外
に
排
除
さ
れ
た
者
た
ち
や
、「
人
間
」
に
よ
っ
て
見
棄
て
ら
れ
た
生
き
も
の
た
ち
の
嘆
き
で
も
あ
る
は

ず
だ
。
そ
の
よ
う
な
嘆
き
を
身
体
の
う
ち
に
受
け
止
め
、
苦
悶
の
な
か
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
分
有
し
な
が
ら
う
た
う
可
能
性
が
こ

こ
で
は
問
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
と
と
も
に
今
あ
ら
た
め
て
確
か
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
嘆
き
か
ら
う
た
う
と
は
ま
ず
、
嘆
く
者
が
巻
き
込

ま
れ
、
そ
の
た
め
に
愛
す
る
者
か
ら
引
き
裂
か
れ
た
出
来
事
を
想
起
す
る
行
為
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
ト
ラ
ー
ク
ル

の
最
後
の
詩
の
一
つ
で
あ
る
「
嘆
き
」
の
鮮
烈
な
隠
喩
に
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
響
か
せ
る
細
川
の
《
嘆
き
》
の
歌
の
身
ぶ
り
に
示
さ
れ

て
い
よ
う
。
こ
れ
ら
の
う
た
は
言
葉
を
、
あ
る
い
は
声
を
屹
立
さ
せ
、
か
つ
て
起
き
た
こ
と
を
出
来
事
の
ま
ま
に
、
今
こ
こ
に

ら
せ
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る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
抵
抗
で
あ
る
。
嘆
き
か
ら
の
う
た
は
、
忘
却
に
抗
い
な
が
ら
、
死
者
と
と
も
に
あ
る
生
に
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と

し
て
い
る
。

災
厄
の
忘
却
が
、
原
民
喜
の
「
家
な
き
子
の
ク
リ
ス
マ
ス
」
を
つ
う
じ
て
確
か
め
た
よ
う
に
、
い
た
ず
ら
に
破
滅
の
「
明
日
」
へ
押

し
流
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
結
び
つ
く
と
す
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
抵
抗
に
は
、
う
た
と
と
も
に
生
存
そ
の
も
の
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
嘆
き
か
ら
う
た
う
と
こ
ろ
に
は
、
死
者
で
も
あ
る
他
者
と
共
振
し
な
が
ら
、
前
へ
進
も
う
と
す
る
流
れ
に
抗
う
身
体
の
実
在

が
確
か
め
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
も
し
嘆
き
か
ら
の
う
た
が
、
読
む
者
を
、
あ
る
い
は
聴
く
者
を
揺
さ
ぶ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
と

き
、
チ
ェ
コ
の
哲
学
者
ヤ
ン
・
パ
ト
チ
カ
が
語
っ
た
「
震
撼
さ
せ
ら
れ
た
者
た
ち
の
連
帯
」
の
回
路
も
、
共
存
の
未
来
へ
向
け
て
開
か

れ
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い（

77
）。

そ
の
よ
う
な
嘆
き
か
ら
の
う
た
の
可
能
性
を
、
詩
と
音
楽
を
横
断
し
な
が
ら
掘
り
下
げ
る
べ
く
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と

シ
ョ
ー
レ
ム
の
嘆
き
の
詩
学
を
検
討
し
た
。
両
者
は
い
ず
れ
も
、
嘆
き
は
う
た
の
う
ち
に
響
き
う
る
と
し
な
が
ら
も
、
嘆
き
が
絶
え
ず

沈
黙
へ
向
か
う
こ
と
を
突
き
詰
め
て
い
る
。
シ
ョ
ー
レ
ム
に
よ
れ
ば
、
嘆
き
に
お
い
て
言
葉
は
ひ
た
す
ら
自
己
を
滅
却
す
る
。
悲
し
む

者
の
嘆
き
が
響
く
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
言
語
が
ま
さ
に
死
滅
し
よ
う
と
す
る
、
そ
の
限
界
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
こ
に
言
葉
に
な
り
え
な
い
も
の
の
象
徴
が
生
じ
る
。
こ
れ
を
響
か
せ
、
民
族
で
共
有
す
る
と
こ
ろ
に
、
聖
書
の
「
哀
歌
」
の
意

義
が
新
た
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
だ
。

こ
れ
に
対
し
て
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
詩
学
は
、
わ
だ
か
ま
る
悲
し
み
か
ら
嘆
き
が
生
じ
る
こ
と
を
洞
察
し
て
い
る
。
悲
し
み
を
言
葉
に
で

き
な
い
と
き
、
あ
る
い
は
そ
の
言
葉
が
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
き
、
嘆
き
が
吐
息
と
な
る
。
い
や
、
嘆
く
ほ
か
は
な
い
の
だ
。
だ

が
、
災
厄
の
映
像
が
仮
想
空
間
上
に
溢
れ
、
そ
れ
に
あ
ま
り
に
も
多
く
の
言
葉
が
非
当
事
者
の
手
に
よ
っ
て
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
被
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せ
ら
れ
て
い
る
今
日
、
言
葉
を
奪
わ
れ
た
者
た
ち
の
嘆
き
が
至
る
と
こ
ろ
で
儚
く
響
い
て
は
消
え
去
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
の
思
考
は
、
こ
う
し
た
現
在
の
状
況
の
み
な
ら
ず
、
支
配
と
被
支
配
の
関
係
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
伝
え
る
立
場
に
な
い
者
の

嘆
き
に
も
注
意
を
振
り
向
け
る
。

嘆
く
の
は
人
間
だ
け
で
は
な
い
。「
人
間
」
の
地
位
を
奪
わ
れ
た
者
も
、
自
然
の
生
き
も
の
も
嘆
く
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
詩
学
が
論
じ

て
い
る
の
は
、
儚
い
被
造
物
の
嘆
き
な
の
で
あ
る
。
生
あ
る
も
の
の
生
存
の
環
境
を
人
間
の
「
文
明
」
が
破
壊
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
激

甚
化
し
た
災
害
が
続
い
て
い
る
今
、
自
然
の
ざ
わ
め
き
か
ら
も
嘆
き
を
聴
き
取
る
思
考
は
、
あ
ら
た
め
て
顧
み
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
詩
学
は
、
嘆
き
を
音
楽
の
響
き
の
う
ち
に
解
き
放
つ
方
向
性
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
詩
と
音
楽
が
架
橋
さ
れ

る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
嘆
き
が
響
き
う
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
方
向
性
を
シ
ョ
ー
レ
ム
も
分
か
ち
合
お

う
と
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
シ
ョ
ー
レ
ム
が
音
楽
を
「
哀
歌
」
を
共
有
す
る
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
歌
へ
向
け
て
考
え
る
の
に
対
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、
嘆

き
を
救
済
す
る
音
楽
を
、
従
来
の
音
楽
の
姿
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
言
葉
の
物
質
性
を
過
剰
に
強
調
し

ア
レ
ゴ
リ
ー

な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
図
像
と
化
し
た
記
号
を
、
恣
意
的
に
意
味
と
結
び
つ
け
る
バ
ロ
ッ
ク
悲
劇
の
寓
意
表
現
が
彼
の
念
頭
に
あ
る
と
す

れ
ば
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
意
味
か
ら
解
き
放
た
れ
た
言
葉
の
音
の
響
き
も
、
音
楽
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
一
九
三
〇
年

代
初
頭
の
彼
が
「
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
」
で
語
る
、
日
常
の
文
脈
か
ら
引
き
剝
が
さ
れ
て
詩
句
に
引
用
さ
れ
た
言
葉
の
音
韻
も
ま
た
、

音
楽
な
の
だ
ろ
う
か（

78
）。

と
も
あ
れ
、
音
楽
に
お
け
る
嘆
き
の
救
済
を
指
し
示
す
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
詩
学
は
、
詩
の
言
葉
が
鳴
り
響
く
と
こ
ろ
に
、
嘆
き
が
解
き

放
た
れ
る
可
能
性
を
見
通
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
が
、
ヴ
ィ
ー
ン
で
個
人
編
集
に
よ
る
雑
誌
『
炬
火
』
を
刊
行
し
続
け
た
ク
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ラ
ウ
ス
の
辛
辣
な
諷
刺
を
含
ん
だ
言
論
と
の
関
連
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
顧
み
る
な
ら
、
嘆
き
を
響
か
せ
る
と
は
、
訴
え
を
伝
え
る

こ
と
で
も
あ
る
。
シ
ョ
ー
レ
ム
も
、「
ヨ
ブ
の
嘆
き
」
の
な
か
で
、
嘆
き
が
訴
え
で
も
あ
る
点
に
注
意
を
向
け
て
い
る（

79
）。

嘆
く
と
は
、

誕
生
を
呪
い
、
死
を
望
む
ほ
ど
の
絶
望
に
追
い
込
ま
れ
た
者
が
、
全
身
全
霊
で
苦
悩
を
訴
え
る
こ
と
で
も
あ
る
点
は
、
け
っ
し
て
忘
れ

ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ク
ラ
ウ
ス
と
も
交
流
の
あ
っ
た
ト
ラ
ー
ク
ル
の
最
後
の
二
つ
の
詩
は
、
ま
さ
に
訴
え
の
強
さ
を
も
含
む
か
た
ち
で
嘆
き
を
響
か
せ
る
。

「
嘆
き
」
と
と
も
に
詩
人
の
最
後
の
作
品
の
一
つ
と
な
っ
た
「
グ
ロ
デ
ー
ク
」
が
示
す
よ
う
に
、
彼
の
詩
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
暴

力
に
よ
る
人
間
の
破
壊
を
、
鮮
烈
な
言
葉
の
色
彩
に
よ
っ
て
想
起
し
な
が
ら
、
声
に
な
ら
な
い
嘆
き
を
伝
え
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
嘆

き
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
人
間゠

種
族
主
義
的
解
釈
を
突
き
抜
け
る
、「
抑
え
き
れ
な
い
」
野
生
の
嘆
き
と
し
て
、
詩
人
の
耳
朶
に

聞
こ
え
て
い
る
の
だ
。
こ
の
非
人
間
的
と
も
言
え
る
嘆
き
が
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
に
反
響
し
て
い
る
こ
と
も
、
嘆
き
か
ら
の
う
た
の
可
能

性
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
嘆
き
を
、
詩
人
は
「
嘆
き
」
に
お
い
て
は
、
儚
く
消
え
ゆ
く
ま
ま
に
死
滅
の
海
の
上
に
漂
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、

詩
の
緊
張
に
満
ち
た
構
成
が
嘆
き
の
源
に
あ
る
出
来
事
の
記
憶
を
鮮
烈
に

ら
せ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
確
か
め
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
以
上
に
強
調
さ
れ
る
べ
き
は
、
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
が
、
批
評
的
な
反
省
を
含
む
か
た
ち
で
、
外
へ
、

「
渦
巻
く
憂
い
の
妹
」
へ
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
細
川
の
《
嘆
き
》
の
音
楽
に
、
歌
を
中
断
す
る
か
た
ち
で
織
り
込
ま
れ
た

語
り
は
、
こ
の
点
に
注
意
を
払
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
嘆
き
か
ら
の
う
た
が
、
う
た
そ
の
も
の
の
中
間
休
止
を
含
ん
で
い

る
こ
と
に
は
、
二
重
の
意
義
が
あ
る
。

う
た
が
批
評
的
な
中
断
を
含
む
と
き
、
そ
れ
は
耽
美
的
に
自
己
完
結
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
嘆
き
を
う
た
う
定
型
に
嘆
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き
が
回
収
さ
れ
る
こ
と
を
阻
む
。
嘆
き
は
今
日
、
悲
し
み
に
耽
り
な
が
ら
、
悲
哀
へ
の
同
調
を
煽
る
詩
歌
に
絶
え
ず
晒
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
慰
め
と
し
て
の
嘆
き
の
「
昇
華
」
を
求
め
る
な
ら
、
嘆
き
を
促
し
て
き
た
そ
れ
ぞ
れ
の
出
来
事
を
、
そ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
た
死

者
と
と
も
に
忘
却
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
前
へ
進
む
流
れ
に
呑
み
込
ま
れ
る
の
を
拒
否
す
る
要
素
を
含
む
の
で
な
け
れ
ば
、
嘆

き
か
ら
う
た
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
嘆
き
か
ら
う
た
う
と
は
、
嘆
き
を
反
響
さ
せ
る
媒
体
と
化
し
な
が
ら
、
今
こ
こ
に
死
者
と
と
も
に

踏
み
と
ど
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
う
た
を
生
き
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
今
、
う
た
を
生
き
る
と
は
、
み
ず
か
ら
の
う
た
を
問
う
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
嘆
き
を
新
た
に
響
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
批
評
的
な
中
断
か
ら
こ
そ
、
一
つ
の
嘆
き
が
う
た
に
な
る
の
だ
。

立
ち
止
ま
り
、
う
た
を
問
う
と
こ
ろ
に
、
う
た
の
根
源
が
あ
る
。
ト
ラ
ー
ク
ル
の
「
嘆
き
」
に
お
い
て
は
、
そ
こ
か
ら
一
つ
の
呼
び
か

け
も
響
い
て
い
た
。
こ
の
呼
び
か
け
は
、「
僕
に
は
無
数
の
嘆
き
が
あ
る
」
と
う
た
う
原
民
喜
の
「
鎮
魂
歌
」
と
も
共
鳴
す
る
か
た
ち

で
、
悲
し
み
を
分
か
ち
合
う
回
路
を
開
く
も
の
だ
ろ
う
。

一
つ
の
嘆
き
は
無
数
の
嘆
き
と
結
び
つ
く
。
無
数
の
嘆
き
は
一
つ
の
嘆
き
と
鳴
り
ひ
び
く（

80
）。

暗
鬱
な
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
の
な
か
に
も
、
そ
の
希
望
が
閃
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

嘆
き
か
ら
う
た
う
と
は
、
声
に
な
ら
な
い
ま
ま
に
消
え
入
ろ
う
と
す
る
嘆
き
を
、
絶
え
ず
新
た
な
響
き
の
う
ち
に
す
く
い
上
げ
な
が

ら
、
無
数
の
嘆
き
が
反
響
し
合
う
回
路
を
開
く
こ
と
で
あ
る
。
嘆
き
の
谺
と
な
っ
て
う
た
を
生
き
る
者
は
、
死
者
と
と
も
に
、
そ
し
て

彼
方
の
他
者
と
と
も
に
生
き
て
い
る
。
こ
の
と
き
他
者
は
、
け
っ
し
て
「
人
間
」
だ
け
で
は
な
い
。
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
詩
学
と
ト
ラ
ー
ク
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ル
の
詩
作
が
示
し
て
い
た
の
は
、
人
間
な
ら
ざ
る
被
造
物
の
嘆
き
に
も
呼
応
す
る
う
た
の
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
嘆
き
か
ら
の

う
た
を
、
詩
と
し
て
、
あ
る
い
は
音
楽
と
し
て
う
た
い
継
い
で
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
と
の
共
存
の
道
筋
が
切
り
開
か
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
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セ
イ
の
思

想
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
年
、
八
九
頁
。

（
14
）
「
嘆
き
と
哀
歌
に
つ
い
て
」
の
執
筆
時
期
と
そ
の
前
後
の
シ
ョ
ー
レ
ム
の
友
人
宛
書
簡
な
ど
を
検
討
し
、
こ
の
論
考
が
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
言
語
論
の

言
わ
ば
続
編
で
あ
る
こ
と
を
目
指
し
て
書
か
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
論
考
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。D

aniel
W

eidner,
G

ershom
Scholem

:
Poli-

tisches,
esoterisches

und
historiographisches

Schreiben,
M

ünchen:
Fink,

2003,
S.

191ff.

（
15
）
「
堕
罪
と
は
、
人
間
の
言
葉
の
誕
生
の
時
で
あ
り
、
こ
の
な
か
で
名
は
も
は
や
無
傷
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。〔
中
略
〕
言
葉
は
、（
自

己
の
外
に
あ
る
）
何
か
を
伝
達
す
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
言
語
精
神
の
堕
罪
で
あ
る
」。W

.
B

enjam
in,

»Ü
ber

Sprache
über-

haupt
und

über
die

Sprache
des

M
enschen«,

G
esam

m
elte

Schriften
B

d.
II,

S.
153.

日
本
語
訳
は
、
Ｗ
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
言
語
一
般
お
よ
び

人
間
の
言
語
に
つ
い
て
」、
浅
井
健
二
郎
編
訳
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１──

近
代
の
意
味
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
五
年
、
二
九
頁
。

（
16
）Ibid.,

S.
155.

前
掲
訳
書
、
三
三
頁
。

（
17
）G

.
Scholem

,
»Ü

ber
K

lage
und

K
lagelied«,

S.
37.

（
18
）Ibid.,

S.
35.

（
19
）Ibid.,

S.
36f.

「
魔
術
」
を
は
じ
め
、
シ
ョ
ー
レ
ム
の
「
嘆
き
と
哀
歌
に
つ
い
て
」
に
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
言
語
一
般
お
よ
び
人
間
の
言
語
に
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つ
い
て
」
か
ら
借
用
し
た
と
見
ら
れ
る
用
語
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
加
え
て
、
嘆
き
を
啓
示
と
対
立
す
る
象
徴
と
し
て
論
じ
る
と
こ
ろ
に
は
、

地
上
の
言
語
を
「
伝
達
さ
れ
え
な
い
も
の
の
象
徴
」
と
規
定
す
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
議
論
の
影
響
が
あ
る
と
指
摘
す
る
論
考
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。

D
.W

eidner,
op.

cit.,
S.

191.

（
20
）G

.
Scholem

,
»Ü

ber
K

lage
und

K
lagelied«,

S.
37.

（
21
）L

oc.
cit.

（
22
）
「
嘆
き
と
は
、
限
界
に
面
し
た
言
語
に
ほ
か
な
ら
ず
、
限
界
の
言
語
そ
の
も
の
で
あ
る
」。Ibid.,

S.
34.

（
23
）L

oc.
cit.

（
24
）Ibid.,

S.
35.

（
25
）Ibid.,

S.
38.

（
26
）L

oc.
cit.

嘆
き
の
象
徴
性
は
、
象
徴
的
な
詩
的
言
語
に
す
く
い
取
ら
れ
う
る
と
い
う
シ
ョ
ー
レ
ム
の
議
論
に
着
目
し
た
論
考
と
し
て
、
以
下
を
参

照
。Sigird

W
eigel,

»Scholem
s

G
edichte

und
seine

D
ichtungstheorie:

K
lage

A
dressierung,

G
abe

und
das

Problem
einer

biblischen

Sprache
in

unserer
Z

eit«,
in:

Stéphane
M

osès
und

Sigrid
W

eigel
(H

gg.),
G

ershom
Scholem

:
L

iteratur
und

K
ritik,

K
öln:

B
öhlau,

2000,
S.

28ff.

（
27
）G

.
Scholem

,
»H

iobs
K

lage«,
in:

Poetica,
S.

66–70.

（
28
）
「
こ
こ
に
あ
る
の
は
つ
ね
に
、
空
虚
で
は
な
い
も
の
の
、
消
滅
し
た
表
現
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
嘆
き
に
込
め
ら
れ
た
死
に
絶
え
た
い
と
い
う
思
い

が
、
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
」。Idem

,
»K

lage
und

K
lagelied«,

S.
37.

（
29
）
シ
ョ
ー
レ
ム
は
、「
嘆
き
と
哀
歌
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、「
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
運
命
で
も
あ
っ
た
巨
大
な
災
厄
は
、
人
々
の
な
か
に
繰
り
返
し
悲
し

み
を
生
み
、
悲
し
み
は
嘆
き
の
な
か
で
変
転
し
、
そ
し
て
神
の
前
で
嘆
き
は
、
民
族
の
魂
に
つ
い
て
の
教
え
と
と
も
に
消
滅
す
る
」
と
述
べ
て
い

る
。Ibid.,

S.
40.

（
30
）L

oc.
cit.

（
31
）
「
一
人
の
者
だ
け
が
嘆
き
に
応
え
う
る
。
神
自
身
で
あ
る
。
神
は
啓
示
に
よ
っ
て
、
嘆
き
を
悲
し
み
の
転
変
か
ら
呼
び
出
す
の
だ
」。Ibid.,

S.
37.

（
32
）Ibid.,

S.
40.

（
33
）W

.
B

enjam
in,

»D
ie

B
edeutung

der
Sprache

in
T

rauerspiel
und

T
ragödie«,

in:
G

esam
m

elte
Schriften

B
d.

II,
S.

139.

日
本
語
訳
は
、Ｗ
・

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
「
近
代
悲
劇
と
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
け
る
言
語
の
意
味
」、『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
（
下
）』
浅
井
健
二
郎
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九

九
年
、
一
九
九
頁
。

－ 214 －



（
34
）L

oc.
cit.

前
掲
訳
書
、
同
所
。

（
35
）
「
感
情
に
対
し
て
は
、
言
葉
の
う
ち
に
突
如
と
し
て
新
た
な
世
界
が
開
か
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
意
味
の
世
界
、
す
な
わ
ち
感
情
を
欠
い
た
歴

史
的
時
間
の
世
界
で
あ
り
、
王
は
と
言
え
ば
、
こ
れ
ま
た
人
間──

す
な
わ
ち
自
然
の
末
端──

で
あ
る
と
同
時
に
、
王──

意
味
の
担
い
手
に

し
て
象
徴──

な
の
で
あ
る
」。L

oc.
cit.

前
掲
訳
書
、
同
所
。

（
36
）L

oc.
cit.

前
掲
訳
書
、
二
〇
一
頁
。

（
37
）G

.
Scholem

,
»Ü

ber
M

etaphysik,
L

ogik…
«,

in:
Tagebücher

1917–1923,
S.

139.

（
38
）Idem

,
»K

leine
B

em
erkungen

über
Judentum

:
Jena,W

inter
1917/18«,

ibid
.,

S.
215.

（
39
）
こ
の
よ
う
な
シ
ョ
ー
レ
ム
の
姿
勢
に
つ
い
て
、
以
下
の
論
考
を
参
照
。D

.
W

eidner,
»›M

ovem
ent

of
L

anguage‹
and

T
ransience:

L
am

ent,

M
ourning,

and
the

T
radition

of
E

legy
in

E
arly

Scholem
«,

in:
L

am
ent

in
Jew

ish
T

hought,
pp.

250–253.

（
40
）
「
若
き
シ
ョ
ー
レ
ム
に
と
っ
て
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
は
ま
ず
、
反
抗
の
倫
理
を
表
現
す
る
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
み
ず
か
ら
の
環
境
、
と
く

に
両
親
の
家
に
歯
向
か
う
の
で
あ
る
。〔
中
略
〕
同
時
に
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
は
、
年
長
者
た
ち
が
築
く
政
治
的
な
制
度
に
対
す
る
不
信
を
表
現
す
る

も
の
で
も
あ
る
」。D

.
W

eidner,
G

ershom
Scholem

,
S.

60.

彼
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
へ
の
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ン
ダ
ウ
ア
ー
、
と
く
に
そ
の
『
社
会
主

義
へ
の
呼
び
か
け
』の
影
響
を
重
視
す
る
論
考
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。Stéphane

M
osès,

»G
ershom

Scholem
s

A
utobiographie«,

in:
L

itera-

tur
und

K
ritik,

S.
9ff.

（
41
）
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
『
言
葉
と
物
』
渡
辺
一
民
、
佐
々
木
明
訳
、
新
潮
社
、
一
九
七
四
年
、
八
七
頁
参
照
。

（
42
）
原
民
喜
「
原
爆
小
景
」、『
定
本
原
民
喜
全
集
Ⅱ
』、
一
六
頁
。

（
43
）
峠
三
吉
「
炎
の
季
節
」、「
眼
」、『
原
爆
詩
集
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
、
五
〇
頁
、
三
〇
頁
。『
原
爆
詩
集
』
の
詩
篇
に
「
動
物
か
ら
」
の
詩

ヒ
ロ
シ
マ

作
を
見
届
け
る
論
考
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
川
口
隆
行
『
広
島
抗
い
の
詩
学──

原
爆
文
学
と
戦
後
文
化
運
動
』
琥
珀
書
房
、
二
〇
二
二
年
、

八
二
頁
以
下
。

（
44
）W

.
B

enjam
in,

U
rsprung

des
deutschen

Trauerspiels,
in:

G
esam

m
elte

Schriften
B

d.
I,

1974,
S.

342.

Ｗ
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の

根
源
（
下
）』、
二
八
頁
。

（
45
）G

eorg
T

rakl,
B

rief
an

L
udw

ig
von

Ficker:
K

rakow
,

27.
O

ktober
1914,

in:
G

eorg
Trakl

D
ichtungen

und
B

riefe,
herausgegeben

von

W
alther

K
illy

und
H

ans
Szklenar,

Salzburg:
M

üller,
1987,

S.
325.

こ
こ
で
ト
ラ
ー
ク
ル
の
テ
ク
ス
ト
は
、
中
村
朝
子
個
人
訳
に
よ
る
『
ト

ラ
ー
ク
ル
全
集
』（
青
土
社
、
一
九
八
七
年
、
こ
の
書
簡
の
該
当
箇
所
は
九
七
六
頁
）
を
参
考
に
訳
出
す
る
。

（
46
）G

.
T

rakl,
»M

enschliche
T

rauer«
dritte

Fassung,
ibid.,

S.
325.

前
掲
訳
書
、
九
七
六
頁
以
下
。
こ
の
「
人
間
の
悲
し
み
」
に
は
、
第
一
詩
集
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に
収
録
さ
れ
た
初
稿
以
外
に
、
第
三
稿
の
直
前
に
書
か
れ
た
と
見
ら
れ
る
、
実
質
的
に
は
第
二
稿
と
な
る
別
稿
が
あ
り
、
こ
の
「
人
間
の
悲
し

み
」
の
第
一
稿
に
は
、「
病
院
に
て
」
と
も
表
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。Ibid.,

S.
203.

（
47
）
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、以
下
を
参
照
。Otto

B
asil,

G
eorg

Trakl
in

Selbstzeugnissen
und

B
ilddokum

enten,
H

am
burg:

R
ow

ohlt,
1965,

S.
150.

（
48
）
第
一
詩
集
に
収
め
ら
れ
た
「
憂
鬱
」
と
い
う
詩
の
「
世
界
の
不
幸
が
亡
霊
と
な
っ
て
午
後
に
回
帰
す
る
」
と
い
う
句
を
挙
げ
つ
つ
、
こ
の
モ

テ
ィ
ー
フ
が
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
作
を
「
グ
ロ
デ
ー
ク
」
ま
で
貫
い
て
い
る
と
論
じ
る
も
の
と
し
て
、
以
下
の
論
考
を
参
照
。W

alter
H

öllerer,

»G
eorg

T
rakls

G
rodek«,

in:
D

eutsche
Lyrik

B
d.

II
herausgegeben

von
B

enno
von

W
iese,

D
üsseldorf:

B
agel,

1956,
S.

419ff.

日
本
語

訳
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ヘ
レ
ラ
ー
「
グ
ロ
デ
ー
ク
論
」、
瀧
田
夏
樹
編
訳
『
ト
ラ
ー
ク
ル
詩
集
』
小
沢
書
店
、
一
九
九
四
年
、
一
八
一
頁
以
下
。

ト
ラ
ー
ク
ル
の
過
剰
な
麻
薬
と
ア
ル
コ
ー
ル
の
摂
取
は
、
や
は
り
こ
れ
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
ク
ラ
ク
フ
の
病
棟
で
、
隠
し
持
っ
て

い
た
コ
カ
イ
ン
を
大
量
に
嚥
ん
で
命
を
絶
っ
た
。C

f.
O

.
B

asil,
G

eorg
Trakl,

S.
156.

（
49
）
一
九
一
四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
フ
ィ
ッ
カ
ー
の
編
集
に
よ
る
雑
誌
『
ブ
レ
ン
ナ
ー
』
に
掲
載
さ
れ
た
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
篇
に
は
、
こ
こ
で
取
り

上
げ
る
「
嘆
き
」
以
外
に
、
も
う
一
篇
「
嘆
き
」
と
題
さ
れ
た
詩
が
あ
る
。
彼
は
そ
れ
以
外
に
も
、「
嘆
き
の
歌
」
や
「
夜
の
嘆
き
」
と
題
さ
れ

た
詩
を
残
し
て
い
る
。

（
50
）G

.
T

rakl,
»K

lage«,
in:

D
ichtungen

und
B

riefe,
S.

94.

『
ト
ラ
ー
ク
ル
全
集
』、
三
〇
五
頁
。

（
51
）
こ
の
点
に
触
れ
た
論
考
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
加
藤
泰
義
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ト
ラ
ー
ク
ル
』
芸
立
出
版
、
一
九
九
三
年
、
三
五
頁
。
そ
こ
に
見

ら
れ
る
「
腐
敗
の
上
に
聖
性
の
青
み
が
降
り
て
く
る
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
こ
に
引
用
し
た
「
人
間
の
悲
し
み
」
の
最
後
の
連
の
世
界
を
言
い
当

て
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

（
52
）G

.
T

rakl,
»E

lis«
dritte

Fassung,
in:

D
ichtungen

und
B

riefe,
S.

49.

前
掲
訳
書
、
一
五
八
頁
。

（
53
）M

artin
H

eidegger,
»D

ie
Sprache

im
G

edicht:
E

ine
E

rörterung
vom

G
eorg

T
rakls

G
edicht«,

in:
U

nterw
egs

zur
Sprache,

Pfullingen:

N
eske,

1959,
S.

57.

日
本
語
訳
は
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
「
詩
に
お
け
る
言
葉──

ゲ
オ
ル
ク
・
ト
ラ
ー
ク
ル
の
詩
の
論
究
」、『
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
全
集
第
十
二
巻：

言
葉
へ
の
途
上
』
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
グ
ロ
ス
、
亀
山
健
吉
訳
、
創
文
社
、
一
九
九
六
年
、
六
二
頁
。

（
54
）Ibid.,

S.
57.

前
掲
訳
書
、
六
三
頁
。

（
55
）Ibid.,

S.
60.

前
掲
訳
書
、
六
五
頁
。

（
56
）G

.
T

rakl,
»G

rodek«,
in:

D
ichtungen

und
B

riefe,
S.

94.

『
ト
ラ
ー
ク
ル
全
集
』、
三
〇
七
頁
。

（
57
）
「
孤
絶
し
た
境
遇
で
さ
す
ら
い
、
見
つ
め
が
た
い
も
の
が
姿
を
現
わ
す
の
に
眼
を
開
き
、
そ
し
て
苦
痛
を
究
め
尽
く
す
こ
と
は
、
相
互
に
関
連
し

て
い
る
。
こ
の
苦
痛
が
引
き
裂
く
の
を
つ
な
ぎ
止
め
る
の
は
、
忍
耐
強
い
者
で
あ
る
」。M

.
H

eidegger,
»D

ie
Sprache

im
G

edicht«,
S.

73.
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Ｍ
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
言
葉
へ
の
途
上
』、
八
二
頁
。

（
58
）
ト
ラ
ー
ク
ル
と
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
作
風
の
相
違
を
挙
げ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
ト
ラ
ー
ク
ル
の
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
化
」
の
問
題
を
指
摘
す
る
論
考

と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
リ
ュ
ー
デ
ィ
ガ
ー
・
ゲ
ル
ナ
ー
『
ゲ
オ
ル
ク
・
ト
ラ
ー
ク
ル──

生
の
断
崖
を
歩
ん
だ
詩
人
』
中
村
朝
子
訳
、
青
土
社
、

二
〇
一
七
年
、
三
四
五
頁
以
下
。

（
59
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌
「
ゲ
ル
マ
ニ
ア
」
と
「
ラ
イ
ン
」』
と
題
さ
れ
た
一
九
三
四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
講
義
に
お
い
て
、

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
作
を
「
別
の
原
初
」
を
準
備
す
る
営
為
と
し
て
論
じ
、
彼
の
「
あ
た
か
も
祭
り
の
日
に
」
の
な
か
の
「
神
の
雷
雨
の
下
」
と

い
う
言
葉
を
、「
存
在
に
晒
さ
れ
る
こ
と
」
と
解
し
て
い
る
。
そ
れ
を
耐
え
抜
く
の
が
詩
人
の
生
な
の
だ
。M

.
H

eidegger,
H

ölderlins
H

ym
nen

»G
erm

anien«
und

»R
hein«:

G
esam

tausgabe
B

d.
39,

Frankfurt
am

M
ain:

K
losterm

ann,
1980,

S.
36.

日
本
語
訳
は
、『
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

全
集
第
三
十
九
巻：

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌
「
ゲ
ル
マ
ー
ニ
エ
ン
」
と
「
ラ
イ
ン
」』
木
下
康
光
他
訳
、
創
文
社
、
一
九
八
六
年
、
四
三
頁
。
さ

ら
に
、
一
九
三
六
年
か
ら
書
き
継
が
れ
た
『
哲
学
へ
の
寄
与
』
に
お
い
て
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
は
、
形
而
上
学
と
そ
の
存
在
忘
却
に
至
っ
た
「
最
初
の

原
初
」
と
は
「
別
の
原
初
」
を
予
感
す
る
「
最
も
将
来
的
な
者
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。Idem

,
B

eiträge
zur

P
hilosophie:

G
esam

tausgabe

B
d.

65,
1989,

S.
401.

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
拙
著
の
第
四
章
「
救
済
と
命
運──

歴
史
を
め
ぐ
る
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
対

決
」
も
参
照
。『
断
絶
か
ら
の
歴
史──

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
』
月
曜
社
、
二
〇
二
一
年
。

（
60
）M

.
H

eidegger,
»D

ie
Sprache

im
G

edicht«,
S.

74.

Ｍ
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
言
葉
へ
の
途
上
』、
八
三
頁
。

（
61
）Ibid.,

S.
37.

前
掲
訳
書
、
三
五
頁
。

（
62
）G

.
T

rakl,
»A

bendländisches
L

ied«,
in:

D
ichtungen

und
B

riefe,
S.

66.

『
ト
ラ
ー
ク
ル
全
集
』、
二
一
八
頁
。

（
63
）M

.
H

eidegger,
»D

ie
Sprache

im
G

edicht«,
S.

78.

Ｍ
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
言
葉
へ
の
途
上
』、
八
八
頁
以
下
。

（
64
）
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ト
ラ
ー
ク
ル
論
に
お
け
る
「
一
」
性
の
強
調
に
着
目
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
挙
げ
た
レ
イ
シ
ズ
ム
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
結
び
つ
く

可
能
性
を
含
む
問
題
を
指
摘
し
た
論
考
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
『
哲
学
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム──

性
、
人
種
、
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
テ
ィ
』
藤
本
一
勇
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
二
一
年
、
と
く
に
六
六
頁
以
下
。

（
65
）M

.
H

eidegger,
»D

ie
Sprache

im
G

edicht«,
S.

65.

Ｍ
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
言
葉
へ
の
途
上
』、
七
二
頁
。

（
66
）
同
様
の
解
釈
を
示
す
も
の
と
し
て
、
以
下
の
論
考
を
参
照
。
三
浦
安
子
「
ゲ
オ
ル
ク
・
ト
ラ
ー
ク
ル
《G

R
O

D
E

K

》
に
お
け
る
現
実
に
つ
い
て
」、

日
本
独
文
学
会
編
『
ド
イ
ツ
文
学
』
第
四
十
三
巻
、
一
九
六
九
年
、
九
九
頁
。

（
67
）G

.
T

rakl,
»G

rodek«,
in:

D
ichtungen

und
B

riefe,
S.

94.

『
ト
ラ
ー
ク
ル
全
集
』、
三
〇
六
頁
。

（
68
）
原
民
喜
「
原
爆
小
景
」、『
定
本
原
民
喜
全
集
Ⅱ
』、
一
六
頁
。
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（
69
）Toshio

H
osokaw

a,
K

lage
for

Soprano
and

O
rchestra

(2013/15).

本
作
品
は
、
二
〇
一
三
年
八
月
二
十
五
日
に
、
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
音
楽
祭
の

な
か
で
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
ト
ワ
が
指
揮
す
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
交
響
楽
団
に
よ
っ
て
初
演
さ
れ
た
。
初
演
時
に
ソ
プ
ラ
ノ
独
唱
を
担
当
し
た
の
は
、
ア
ン

ナ
・
プ
ロ
ハ
ス
カ
だ
っ
た
。
本
作
品
に
つ
い
て
の
作
曲
家
自
身
に
よ
る
解
説
は
、
以
下
の
Ｃ
Ｄ
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。Toshio

H
osokaw

a
O

rchestral
W

orks･3
,

H
ong

K
ong:

N
axos

8.573733,
2018.

な
お
、
こ
の
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
細
川
が
二
〇
一
五
年
に
メ
ゾ＝

ソ
プ

ラ
ノ
の
た
め
に
改
訂
し
た
版
に
よ
る
演
奏
（
メ
ゾ＝

ソ
プ
ラ
ノ：

藤
村
実
穂
子
、
指
揮：

準
メ
ル
ク
ル
、
バ
ス
ク
国
立
交
響
楽
団
）
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。

（
70
）T

.
H

osokaw
a,

Sternlose
N

acht
—

R
equiem

für
Jahreszeiten

for
Soprano,

M
ezzo-Soprano,

T
w

o
N

arrators,
M

ixed
C

horus,
and

O
rches-

tra
(2010).

本
作
品
は
二
〇
一
〇
年
十
月
二
日
に
バ
ー
デ
ン＝

バ
ー
デ
ン
の
祝
祭
劇
場
で
初
演
さ
れ
た
後
、
翌
年
二
月
に
ド
レ
ー
ス
デ
ン
の
聖
母

教
会
で
も
演
奏
さ
れ
た
。
二
〇
一
二
年
五
月
二
十
四
日
に
東
京
オ
ペ
ラ
シ
テ
ィ
の
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
で
、
東
京
オ
ペ
ラ
シ
テ
ィ
文
化
財
団
の
同

時
代
音
楽
企
画
「
コ
ン
ポ
ー
ジ
ア
ム
二
〇
一
二
」
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
た
日
本
初
演
に
際
し
て
は
、
ド
レ
ー
ス
デ
ン
空
襲
の
体
験
者
の
手
記

が
、
筆
者
に
よ
る
日
本
語
訳
で
朗
読
さ
れ
た
。
作
品
の
内
容
に
関
し
て
は
、
日
本
初
演
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
寄
稿
さ
れ
た
、
ド
イ
ツ
文
学
研
究
者
の

ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
マ
イ
ア
ー＝

カ
ル
ク
ス
の
作
品
解
説
を
参
照
し
て
い
る
。

（
71
）
細
川
が
自
作
の
解
説
で
述
べ
て
い
る
と
お
り
、
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
の
選
択
は
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
マ
イ
ア
ー＝

カ
ル
ク
ス
の
示
唆
に
も
と
づ
い
て

い
る
が
、
最
終
的
に
歌
詞
に
用
い
る
こ
と
を
決
断
し
た
の
は
作
曲
家
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
こ
れ
か
ら
書
こ
う
と
す
る
作
品
と
《
星
の
な
い

夜
》
と
の
内
容
的
な
照
応
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
自
身
も
、
解
説
の
な
か
で
こ
の
作
品
と
《
嘆
き
》
の
関
連
に
触
れ
て
い
る
。

（
72
）G

.
T

rakl,
B

rief
an

L
udw

ig
von

Ficker,
W

ien,
ca.

E
nde

N
ovem

ber
1913,

in:
D

ichtungen
und

B
riefe,

S.
310f.

『
ト
ラ
ー
ク
ル
全
集
』、
九

二
七
頁
。
こ
の
書
簡
は
、「
お
お
友
よ
、
私
は
何
と
小
さ
く
、
不
幸
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。

（
73
）
ト
ラ
ー
ク
ル
の
嘆
き
の
原
因
に
関
し
て
は
、
以
下
の
評
伝
の
記
述
を
参
照
。O

.
B

asil,
G

eorg
Trakl,

S.
133.

細
川
は
《
嘆
き
》
を
、「
二
〇
一

一
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災
の
津
波
の
犠
牲
者
、
特
に
子
供
を
失
っ
た
母
親
に
捧
げ
ら
れ
る
哀
悼
歌
」
と
も
題
し
て
い
る
。

（
74
）
細
川
俊
夫
「
作
品
ノ
ー
ト
」、
新
国
立
劇
場
運
営
財
団
編
『
細
川
俊
夫
《
松
風
》
日
本
初
演
プ
ロ
グ
ラ
ム
』、
二
〇
一
八
年
二
月
、
一
五
頁
。
こ
こ

に
は
、
ベ
ル
リ
ン
で
東
日
本
大
震
災
の
報
せ
に
接
し
た
と
き
の
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

（
75
）
こ
の
よ
う
な
細
川
の
音
楽
観
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
以
下
に
お
け
る
細
川
と
門
脇
佳
吉
の
対
談
を
参
照
。
門
脇
佳
吉
『
魂
よ
、

目
覚
め
よ──

霊
感
と
芸
術
の
創
造
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
七
三
頁
。

（
76
）
こ
の
点
で
《
嘆
き
》
は
、《
星
の
な
い
夜
》
に
聴
か
れ
る
「
天
使
の
歌
」（
第
八
楽
章
）
に
通
じ
る
。
シ
ョ
ー
レ
ム
の
詩
「
天
使
の
挨
拶
」
に
作
曲

さ
れ
た
こ
の
楽
章
が
描
く
の
は
怒
れ
る
天
使
で
あ
り
、
そ
の
歌
は
忘
却
に
対
す
る
警
告
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｒ
・
マ
イ
ア
ー＝
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ス
の
作
品
解
説
も
参
照
。

（
77
）
ヤ
ン
・
パ
ト
チ
カ
『
歴
史
哲
学
に
つ
い
て
の
異
端
的
論
考
』
石
川
達
夫
訳
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
一
頁
以
下
。

（
78
）
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
」
に
お
け
る
ク
ラ
ウ
ス
の
引
用
の
技
法
を
論
じ
る
文
脈
の
な
か
で
、「
引
用
は
、
言
葉
を
そ
の
名
で
呼
び

出
し
、
破
壊
し
つ
つ
文
脈
か
ら
切
り
出
す
が
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
、
言
葉
を
再
び
そ
の
根
源
へ
呼
び
戻
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も

に
言
葉
そ
の
も
の
が
響
き
始
め
る
と
い
う
。「
引
用
さ
れ
た
言
葉
は
、
音
韻
を
失
う
こ
と
な
く
、
鳴
り
響
き
な
が
ら
、
調
和
と
と
も
に
新
た
な
テ

ク
ス
ト
の
組
成
の
な
か
に
姿
を
現
わ
す
」。W

.
B

enjam
in,

»K
arl

K
raus«,

in:
G

esam
m

elte
Schriften

B
d.

II,
S.

363.

Ｗ
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

「
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
」、『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
２
』、
五
四
四
頁
以
下
。「
カ
ー
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
」
に
は
、
ク
ラ
ウ
ス
の
ジ
ャ
ッ
ク
・

オ
ッ
フ
ェ
ン
バ
ッ
ク
論
に
関
連
し
て
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
そ
の
時
点
で
考
え
る
音
楽
の
姿
を
暗
示
す
る
議
論
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
稿
を
改
め
て

検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
79
）G

.
Scholem

,
»H

iobs
K

lage«,
in:

Poetica,
S.

69.

（
80
）「
鎮
魂
歌
」、『
定
本
原
民
喜
全
集
Ⅱ
』、
一
四
〇
頁
。
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