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経
験
と
結
び
付
け
て
考
え
る
の
は
、
ご
く
当
然
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
パ
リ
ノ
ウ
ド
二
篇
を
、
シ
ド
ニ
ー
自
身
の

ロ
マ
ン
ス
に
対
す
る
結
語
と
見
な
そ
う
と
す
る
傾
向
は
強
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、そ
れ
ら
二
篇
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
、第
一
義
的
に
は
、『
短

詩
選
集
』
で
描
か
れ
て
い
る
恋
愛
の
「
取
消
し
の
詩
」
で
あ
る

こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
の
意
義
は
ま
ず
そ
の
作
品
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
中
で
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
更
に
拡
大

し
て
、
シ
ド
ニ
ー
自
身
の
ロ
マ
ン
ス
に
対
す
る
終
局
的
態
度
と

し
て
よ
い
か
ど
う
か
は
、『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』
で

描
か
れ
て
い
る
恋
愛
の
緻
密
な
考
察
を
通
し
て
検
討
し
直
す
べ

き
課
題
と
言
え
よ
う
。

＊　

翻
訳
の
底
本
に
は
、W

illiam
 A

. R
ingler ed., The Poetry of 

Sir Philip Sidney. O
xford: C

larendon Press, 1962

を
利
用
し
、

K
atherine D

uncan-Jones ed., Sir Philip Sidney: Selected Poem
s. 

O
xford: C

larendon Press, 1973 

及
び
同
じ
編
者
の
、Sir Philip 

Sidney: A C
ritical Edition of The M

ajor W
orks “The O

xford 
A

uthors”. O
xford: O

xford U
niv. Press, 1989　

で
補
っ
た
。
そ

れ
ぞ
れ
の
注
釈
に
は
お
世
話
に
な
っ
た
。
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彼
女
の
誇
り
を
回
復
し
て
や
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
に
最
初

の
即
自

0

0

の
状
態
に
戻
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
第
九
番
や
第
十

番
の
ソ
ネ
ッ
ト
で
の
対
自

0

0

的
な
緊
張
関
係
を
経
て
い
る
以
上
、

更
に
そ
れ
を
も
含
ん
だ
即
自
対
自

0

0

0

0

の
境
地
に
進
ま
な
け
れ
ば
意

味
が
な
い
。
こ
の
詩
の
結
び
の
二
行
連
句
の

だ
が
彼
女
は
こ
う
考
え
る
、
我
々
の
苦
痛
は
高
貴
な
理
由
が
正
当
化
す

る
が
、

苦
痛
を
支
配
す
べ
き
彼
女
を
、
偽
り
の
苦
痛
が
辱
め
て
い
る
、
と
。

と
い
う
言
葉
は
、
単
に
称
讃
の
言
葉
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
単

に
批
判
の
言
葉
で
も
な
い
。
詩
人
が
味
わ
っ
て
い
る
苦
痛
は
彼

女
の
美
し
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
已
む
を
え
ぬ
、
と
い
う

容
認
と
と
も
に
、
彼
女
が
偽
り
の
苦
痛
に
恥
ず
か
し
め
ら
れ
て

い
る
、
と
い
う
彼
女
の
真
の
苦
痛
の
把
握
が
こ
こ
に
あ
る
。
詩

人
は
、
彼
女
の
苦
痛
に
つ
い
て
の
真
実
の
認
識
に
達
し
た
の
で

あ
る
。

　

右
の
よ
う
な
相
手
の
心
の
苦
し
み
の
正
し
い
認
識
と
い
う
も

の
が
、
も
し
愛
と
呼
び
う
る
な
ら
、
そ
れ
は
ミ
ル
ト
ン
の
大
天

使
ラ
フ
ァ
エ
ル
が
ア
ダ
ム
に
勧
め
る
理
性
の
基
盤
の
上
に
置
か

れ
た
愛
で
あ
り
、
そ
こ
に
堕
落
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
『
短
詩
選
集
』
の
最
後
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
世
俗

的
恋
愛
の
欲
望
が
否
定
さ
れ
て
、
永
遠
の
愛
を
求
め
る
パ
リ
ノ

ウ
ド
が
置
か
れ
る
素
地
は
、
以
上
で
紹
介
し
た｢

苦
痛｣

に
つ

い
て
の
四
つ
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
中
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

　

当
の
パ
リ
ノ
ウ
ド
二
篇
に
は
、「
欲
望
よ
、
お
前
は
余
り
に

も
長
く
私
を
眠
ら
せ
た
」、「
此
の
世
よ
、
さ
ら
ば
だ
、
私
に

は
お
前
の
限
界
が
見
え
た
」
な
ど
の
、
回
顧
的
で
決
定
的
な

言
葉
が
含
ま
れ
て
お
り
、
更
に
そ
の
後
に “Splendidis longum

 
valedico nugis ”

（
華
や
か
な
瑣
末
事
に
永
遠
の
別
れ
を
告
げ
る
）

が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
鑑
み
て
、「
欲
望
」、延
い
て
は
「
人

生
」
に
対
す
る
シ
ド
ニ
ー
の
終
局
的
な
態
度
を
示
す
も
の
と
し

て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
、
例
え
ば
、
一
九
世
紀
の
シ
ド
ニ
ー
詩

集
の
編
者
Ａ
・
Ｂ
・
グ
ロ
ザ
ー
ト
も
、『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と

ス
テ
ラ
』
の
結
尾
に
相
応
し
い
ソ
ネ
ッ
ト
と
し
て
、
そ
れ
ら
の

二
篇
を
第
一
〇
九
番
、
第
一
一
〇
番
と
し
て
印
刷
し
た
。

　

こ
の
グ
ロ
ザ
ー
ト
の
処
置
に
は
異
論
が
あ
り
、
そ
れ
を
踏
襲

す
る
版
は
な
い
が
、名
著
『
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
恋
愛
ソ
ネ
ッ
ト
』

の
著
者
Ｊ
・
Ｗ
・
リ
ー
ヴ
ァ
も
、
グ
ロ
ザ
ー
ト
の
感
傷
性
を
批

評
し
な
が
ら
、「
そ
れ
で
も
、
こ
れ
ら
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
主
題
を
、

愛
の
ソ
ネ
ッ
ト
集
『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』
の
中
心
的

（70）
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四
篇
の
連
結
ソ
ネ
ッ
ト
の
最
後
の
詩
で
は
、
貴
婦
人
の
顔
に

宿
っ
た
苦
痛
へ
の
感
情
移
入
は
な
い
。
そ
れ
は
単
な
る
肉
体
的

苦
痛
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
肉
体
的
苦
痛
と
、

詩
人
が
彼
女
か
ら
受
け
て
い
る
精
神
的
苦
痛
と
の
、
ど
ち
ら
が

耐
え
が
た
い
と
彼
女
は
思
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
主
旨
の
質

問
が
冒
頭
か
ら
畳
み
か
け
ら
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
前
の
詩
に

お
け
る
苦
痛
を
盾
に
と
っ
て
の
皮
肉
に
よ
る
攻
撃
を
受
け
継
い

だ
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
前
よ
り
も
よ
り
直
接
的
で
、
痛
烈

で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
ど
う
も
、
彼
女
は
僕
の
精
神
的
苦
痛

よ
り
も
、
そ
の
肉
体
的
苦
痛
の
方
を
耐
え
が
た
い
と
思
っ
て
い

る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
け
し
か
ら
ぬ
、
と
い
う
底
意
を
も
っ
た
質

問
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
質
問
に
よ
る
貴
婦
人
の
冷
酷
さ
へ
の

非
難
が
、
こ
の
詩
の
眼
目
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
あ
る
。
こ
れ
は
言
わ
ば
故
意
の
難
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
押
し

進
め
れ
ば
、
恋
愛
関
係
の
破
綻
に
通
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え

ば
、
貴
婦
人
が
、
あ
な
た
の
精
神
的
苦
痛
よ
り
も
私
の
肉
体
的

苦
痛
の
方
が
耐
え
が
た
い
と
言
え
ば
、
彼
女
は
彼
の
精
神
的
苦

痛
の
原
因
で
あ
る
自
分
の
美
し
さ
を
貶
め
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
、
精
神
的
苦
痛
の
方
が
耐
え
が
た
い
と
言
え
ば
、
そ
の
よ
う

な
侮
辱
を
受
け
な
が
ら
も
、
詩
人
に
同
情
し
、
そ
の
求
愛
に
応

え
ね
ば
な
ら
な
い
。
結
局
、
貴
婦
人
の
と
る
べ
き
道
は
、
そ
の

質
問
を
無
視
し
、
詩
人
か
ら
離
れ
る
他
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
詩
人
は
、
こ
の
よ
う
な
質
問
に
よ
る
攻
撃
を

こ
の
詩
の
目
的
に
し
て
い
る
の
で
な
く
、
詩
の
後
半
で
示
さ
れ

て
い
る
態
度
の
転
換
の
踏
み
台
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
の

詩
で
は
、
そ
の
転
換
は
最
後
の
二
行
句
で
と
っ
さ
の
機
転
で
起

こ
る
の
に
、
こ
の
詩
で
は
、
そ
れ
が
早
く
も
九
行
か
ら
起
こ
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
が
察
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
転

換
は
、
読
者
の
意
表
を
つ
き
な
が
ら
、
し
か
も
真
実
を
目
指
す

鮮
や
か
な
転
換
と
評
せ
る
。

い
や
、
い
や
、
彼
女
は
賢
く
て
、
よ
く
知
っ
て
い
る
、
自
分
の
顔
は
、

そ
れ
が
他
人
に
与
え
て
い
る
ほ
ど
の
苦
痛
を
も
た
な
い
こ
と
を
。

彼
女
は
知
っ
て
い
る
、
そ
の
完
全
な
場
所
の
病
気
は
、

そ
れ
で
も
、
私
の
生
命
を
救
え
る
ほ
ど
の
健
全
さ
を
も
つ
こ
と
を
。

こ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ソ
ネ
ッ
ト
第
八
番
で
描
か
れ
て

い
る
、
そ
し
て
よ
り
内
面
化
さ
れ
た
彼
女
で
あ
る
。
詩
人
は
、

自
分
の
質
問
に
対
し
、
彼
女
に
答
え
さ
せ
る
こ
と
を
せ
ず
、
自

ら
最
初
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
世
界
―
―
「
彼
女
は
更
に
愛
す
る
人
の

目
を
惹
き
、
お
前
は
更
に
憎
し
み
を
買
お
う
」
―
―
に
還
っ
て

（69）
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撃
し
た
の
ち
、
身
を
ひ
る
が
え
し
て
相
手
と
の
関
係
を
回
復
す

る
。

も
し
そ
う
な
ら
、
あ
あ
、
あ
の
部
分
が
災
い
を
受
け
て
い
る
間
は
、

彼
女
の
舌
を
止
め
て
く
れ
、こ
れ
以
上
「
い
や
」
と
言
わ
な
い
よ
う
に
。

「
も
し
そ
う
な
ら
、あ
あ
」
と
、自
分
の
皮
肉
に
自
ら
水
を
さ
し
、

次
に
、
苦
痛
が
彼
女
の
顔
に
宿
っ
て
い
る
間
は
、
せ
め
て
求
愛

に
対
す
る
「
否
」
を
言
わ
せ
な
い
で
く
れ
と
、
言
わ
ば
宮
廷
風

恋
愛
の
常
套
的
文
句
で
、
恋
愛
の
破
綻
と
と
も
に
、
詩
の
破
綻

を
も
防
い
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
右
の
結
び
に
お
け
る
関
係
回
復
は
、
完
全
な
も
の

で
な
く
、
と
っ
さ
の
機
転
に
よ
る
そ
の
場
し
の
ぎ
と
い
う
印
象

は
避
け
が
た
い
。
結
び
の
二
行
句
と
そ
れ
以
前
の
一
二
行
と
の

内
面
的
結
び
つ
き
に
乏
し
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
、
質
問
に

よ
る
攻
撃
と
い
う
手
法
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
そ
れ
に
終
始
せ

ず
、
そ
の
答
え
が
見
事
な
関
係
回
復
と
な
っ
て
い
る
次
の
第

一
一
番
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
、
起
承
転
結
の
結̀
に
当
た
る
詩
に
相
応

し
い
と
言
え
る
。

彼
女
が
「
お
お
、
惨
酷
な
苦
痛
よ
」
と
言
う
の
を
聞
い
た
が
、

彼
女
は
、
自
分
の
美
し
さ
が
ど
ん
な
姿
を
し
て
い
る
か
、
知
っ
て
い
る

の
か
。

彼
女
は
本
当
に
嘆
い
て
い
て
、
他
人
は
偽
っ
て
嘆
く
と
思
っ
て
い
る
の

か
。

彼
女
は
感
じ
る
こ
と
を
恐
れ
る
が
、
他
人
の
恐
れ
は
感
じ
取
れ
な
い
の

か
。

そ
れ
と
も
、
心
は
全
て
の
苦
痛
に
耐
え
う
る
と
思
っ
て
い
る
の
か
。

重
い
大
地
は
嘆
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
燃
え
る
心
は
そ
れ
が
で
き
な
い

と
、

眼
は
、
血
の
涙
を
流
し
て
、
心
よ
り
も
、
ひ
ど
く
泣
け
る
と
、

感
覚
は
、
感
覚
を
包
ん
で
い
る
も
の
以
上
に
感
じ
う
る
と
思
っ
て
い
る

の
か
。

い
や
、
い
や
、
彼
女
は
賢
く
て
、
よ
く
知
っ
て
い
る
、
自
分
の
顔
は

そ
れ
が
他
人
に
与
え
て
い
る
ほ
ど
の
苦
痛
を
も
た
な
い
こ
と
を
。

彼
女
は
知
っ
て
い
る
、
そ
の
完
全
な
場
所
の
病
気
は
、

そ
れ
で
も
、
私
の
生
命
を
救
え
る
ほ
ど
の
健
全
さ
を
も
つ
こ
と
を
。

だ
が
彼
女
は
こ
う
考
え
る
、
我
々
の
苦
痛
は
高
貴
な
理
由
が
正
当
化
す

る
が
、

苦
痛
を
支
配
す
べ
き
彼
女
を
、
偽
り
の
苦
痛
が
辱
め
て
い
る
、
と
。　

（
第
一
一
番
）

（68）
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す
な
わ
ち
、
苦
痛
が
彼
女
の
顔
に
と
り
つ
い
て
い
る
の
は
、
苦

痛
自
身
の
意
図
と
い
う
よ
り
は
、
彼
女
の
美
し
さ
に
対
す
る
、

ま
た
彼
女
の
冷
酷
さ
に
対
す
る
、
神
々
の
嫉
妬
、
あ
る
い
は
た̀

た
り

`

`

で
は
な
い
か
、
と
い
う
皮
肉
で
あ
る
。
詩
人
は
、
苦
痛
を

盾
に
し
て
、
愛
人
の
冷
酷
さ
に
一
矢
を
報
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
感
情
移
入
し
た
客
観
的
事
物
へ
の
質
問
の
形

を
か
り
て
皮
肉
の
矢
を
放
つ
手
法
は
、『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と

ス
テ
ラ
』
の
月
に
呼
び
か
け
る
ソ
ネ
ッ
ト
三
一
番
に
お
い
て
典

型
的
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
月
に
感
情
移
入
し
て
そ
れ
と

同
僚
の
よ
し
み
を
結
ん
だ
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
が
、「
天
上
の
美

女
た
ち
も
、
こ
の
地
上
と
同
じ
く
、
高
慢
な
の
で
あ
ろ
う
か
」

と
の
質
問
を
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
は
、
こ
の
地
上
の
美

女
た
ち
、
と
り
わ
け
ス
テ
ラ
に
対
し
て
皮
肉
を
言
っ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、『
短
詩
選
集
』
に
お
け
る
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
も
同
工

異
曲
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ル
ー
デ
ン
ス
タ
イ
ン
が
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
け
だ
し
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。

『
短
詩
選
集
』
の
中
の
苦
痛
に
つ
い
て
の
抒
情
詩
と
同
じ
く
、

ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
、
詩
人
が
愛
人
に
対
し
て

攻
撃
を
行
う
の
に
便
利
で
、
か
つ
効
果
的
な
道
を
提
供
す
る

位
置
に
向
か
っ
て
遠
回
し
に
動
い
て
ゆ
く
。
そ
れ
を
読
み
返

し
て
み
る
と
き
、
す
べ
て
の
言
動
は
、
こ
の
全
体
的
な
戦
略

上
の
目
標
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

―
―R

udenstein, p. 230.

た
だ
、
攻
撃
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を
正
面
き
っ
て
行
う
場
合

は
、
相
手
を
怒
ら
せ
、
恋
愛
関
係
そ
の
も
の
を
破
壊
し
か
ね
な

い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
月
や
苦
痛
へ
の
質
問
の
形
を
借

り
て
、
つ
ま
り
自
分
が
責
任
を
と
る
必
要
が
な
い
状
況
を
設
定

し
て
、
恋
す
る
詩
人
は
冷
淡
な
貴
婦
人
に
対
し
て
皮
肉
を
言
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
が
、
そ
の
皮
肉
も
、
相
手
が
自
分
へ
の
攻

撃
で
あ
る
と
明
ら
か
に
感
知
で
き
る
場
合
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の

場
合
の
よ
う
に
、
争
い
と
悲
劇
を
生
む
危
険
が
あ
る
。
恋
愛
関

係
を
維
持
し
な
が
ら
、
し
か
も
相
手
を
攻
撃
す
る
皮
肉
は
、
だ

か
ら
、
絶
え
ず
自
分
を
否
定
す
る
用
意
を
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
の
最
上
の
皮
肉
は
、
そ
れ

が
同
時
に
自
分
に
対
す
る
皮
肉
で
あ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
道
化

的
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ト
な
皮
肉
で
あ
ろ
う
。
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル

の
皮
肉
は
そ
れ
に
近
い
。
が
、『
短
詩
選
集
』の
詩
人
の
皮
肉
は
、

ま
だ
そ
こ
ま
で
円
熟
し
て
い
な
い
。
彼
は
、
段
階
を
ふ
み
、
攻

（67）
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三
番
目
の
転0

に
あ
た
る
詩
で
あ
る
。
前
の
二
つ
の
詩
で
は
、
表

向
き
で
は
、
一
応
、
当
の
貴
婦
人
の
美
と
徳
と
が
称
讃
さ
れ
、

そ
れ
を
汚
す
苦
痛
は
非
難
さ
れ
、
退
散
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
詩
で
は
、
苦
痛
へ
の
退
散
勧
告
が
な
く

な
る
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
苦
痛
を
味
方
に
引
き
入
れ
て
の

貴
婦
人
攻
撃
が
始
ま
る
。そ
れ
も
正
面
き
っ
て
の
攻
撃
で
な
く
、

苦
痛
を
盾
に
し
て
の
皮
肉
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
詩
の
面
白

さ
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
ず
目
に
つ
く
の
は
貴
婦
人
に
つ
い
て
の
描
写
で
、彼
女
は
、

「
監
禁
も
そ
の
眼
を
恐
れ
」、「
他
人
の
悲
し
み
や
嘆
き
を
、
貞

淑
に
支
え
る
こ
と
が
出
来
」
な
ど
と
、
皮
肉
の
調
子
で
敬
し
て

遠
ざ
け
ら
れ
、
最
後
に
は
「
し
ば
し
ば
全
て
の
人
の
心
を
貪
り

食
ら
う
顔
」
を
も
つ
冷
酷
な
人
間
に
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、

苦
痛
の
方
は
、
よ
り
親
し
み
を
も
っ
て
、
詩
人
の
手
元
に
引
き

寄
せ
ら
れ
る
。「
子
供
」、「
兄
弟
」、「
父
親
」
な
ど
の
肉
親
関

係
を
表
わ
す
言
葉
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
が
、「
な
ん
じ
苦
痛

よ
、
天
か
ら
追
放
さ
れ
た
、
憎
ま
れ
者
の
苦
痛
よ
」
と
い
う
呼

び
か
け
も
、
今
ま
で
以
上
の
同
情
の
響
き
を
含
ん
で
い
る
。
苦

痛
は
、
こ
こ
で
は
「
悪
党
」
や
「
盗
賊
」
で
な
く
「
人
間
の
弱

さ
の
預
か
り
子
」、「
悲
哀
の
兄
弟
」
で
、
弱
く
哀
れ
む
べ
き
存

在
と
さ
れ
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
で
は
、
苦
痛
は
愛
人
を
苦
し

め
る
故
に
非
難
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
モ
ラ
ル
は
通
用
し

な
い
。
ま
た
、
苦
痛
が
彼
女
を
求
め
る
の
は
彼
女
の
称
讃
の
お

余
り
に
あ
ず
か
ろ
う
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈
も

棄
て
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
彼
女
へ
の
直
接
的
執
着

を
一
時
否
定
し
た
立
場
か
ら
、
改
め
て
「
ど
う
し
て
、
お
前
は

彼
女
を
離
さ
ぬ
の
か
」
と
、
そ
の
理
由
が
問
わ
れ
る
。
そ
れ
ほ

ど
に
弱
く
て
憎
ま
れ
も
の
の
苦
痛
が
、
ど
う
し
て
防
御
の
堅
固

な
冷
酷
な
貴
婦
人
に
と
り
つ
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
驚
き
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
更
に
、

ど
ん
な
不
思
議
な
勇
気
が
、
お
前
の
卑
劣
な
心
を
捉
え
た
の
か
、

し
ば
し
ば
全
て
人
の
心
を
貪
り
食
ら
う
顔
を
恐
れ
ぬ
と
は
。

と
い
う
、
そ
の
不
思
議
な
勇
気
に
対
す
る
驚
嘆
に
発
展
す
る
。

い
や
、
あ
え
て
言
え
ば
、
驚
嘆
す
る
ふ
り
を
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
詩
人
が
本
当
に
言
い
た
い
こ
と
は
、
次
の
質
問
の

中
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
も
、
天
か
ら
の
命
令
で
、
こ
の
役
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
の
か
。

だ
か
ら
、
そ
の
神
々
の
嫉
妬
に
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う
の
か
。
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な
し
て
い
る
。

お
お
、
苦
痛
よ
、
私
は
与
え
た
称
讃
を
取
り
消
す
。

そ
し
て
誓
っ
て
言
う
、
彼
女
は
お
前
を
受
け
る
に
値
し
な
い
と
。

苦
痛
は
、
彼
女
に
苦
し
み
を
与
え
る
故
に
、
排
斥
さ
る
べ
き
で

あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
苦
痛
が
彼
女
を
求

め
た
の
は
、
彼
女
が
称
え
ら
れ
る
べ
き
美
質
の
持
ち
主
で
あ
る

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
退
散
さ
せ
る
の

に
は
、
単
に
図
々
し
い
奴
呼
ば
わ
り
し
て
「
彼
女
は
更
に
愛
す

る
人
の
目
を
惹
き
、
お
前
は
更
に
憎
し
み
を
買
お
う
」
と
脅
す

だ
け
で
は
足
り
な
い
。む
し
ろ
、こ
の
詩
の
結
句
の
よ
う
に
、「
彼

女
は
お
前
（
苦
痛
）
を
も
つ
だ
け
の
値
打
が
な
い
の
だ
」
と
言

い
、
彼
女
の
称
讃
を
「
取
り
消
す
」
の
が
合
理
的
で
あ
る
。
そ

こ
に
、
感
傷
に
流
さ
れ
な
い
シ
ド
ニ
ー
の
知ウ

ィ
ッ
ト性
の
働
き
を
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
彼
女
へ
の
讃
辞
を
取
り
消
す
と
い
っ
て
も
、
客

観
的
存
在
と
し
て
の
彼
女
の
美
し
さ
が
変
化
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
た
だ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
詩
人
の
側
に
、
彼
女
へ
の
直
接

的
執
着
を
一
時
否
定
し
て
、
彼
女
を
客
観
的
、
批
判
的
に
眺
め

う
る
余
裕
が
生
じ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
余
裕
が
次
の

詩
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
攻
撃
へ
の
足
場
を
与
え
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

な
ん
じ
苦
痛
よ
、
忌
み
嫌
わ
れ
る
監
禁
へ
の
唯
一
の
訪
問
客
、

呪
い
の
子
供
、
人
間
の
弱
さ
の
預
か
り
子
、

悲
哀
の
兄
弟
、
苦
情
の
父
親
よ
。

な
ん
じ
苦
痛
よ
、
天
国
か
ら
追
放
さ
れ
た
、
憎
ま
れ
者
の
苦
痛
よ
、

ど
う
し
て
お
前
は
彼
女
を
離
さ
ぬ
の
か
。〈
監
禁
〉
も
そ
の
眼
を
恐
れ

災
い
も
祝
福
し
、
そ
の
弱
さ
を
美
徳
の
甲
冑
で
固
め
、

他
人
の
悲
し
み
や
嘆
き
を
、
貞
淑
に
支
え
る
こ
と
が
出
来
、

そ
の
美
し
い
天
空
に
は
、
高
貴
な
思
想
の
天
使
が
群
が
っ
て
い
る
彼
女

な
の
に
。

ど
ん
な
不
思
議
な
勇
気
が
、
お
前
の
卑
劣
な
心
を
捉
え
た
の
か
。

し
ば
し
ば
全
て
の
人
の
心
を
貪
り
食
ら
う
顔
を
恐
れ
ぬ
と
は
。

そ
れ
と
も
、
天
か
ら
の
命
令
で
、
こ
の
役
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
の
か
。

だ
か
ら
、
そ
の
神
々
の
嫉
妬
に
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う
の
か
。

も
し
そ
う
な
ら
、
あ
あ
、
あ
の
部
分
が
災
い
を
受
け
て
い
る
間
は
、

彼
女
の
舌
を
と
め
て
く
れ
、こ
れ
以
上
「
い
や
」
と
言
わ
な
い
よ
う
に
。

（
第
一
〇
番
）

こ
れ
は
、
起
承
転
結
を
踏
む
四
つ
の
ソ
ネ
ッ
ト
群
に
お
い
て
、
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彼
女
の
脚
を
（
お
お
、
脚
を
）、
い
つ
も
美
し
い
足
取
り
の
脚
を
。

苦
痛
は
彼
女
へ
の
称
賛
を
聞
き
、
内
な
る
炎
で
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
、

（
ま
ず
私
の
胸
を
彼
の
生
け
贄
と
し
て
封
じ
込
め
）

彼
女
の
も
と
に
飛
ん
で
行
く
。
そ
し
て
、
欲
望
で
大
胆
に
な
り
、

そ
の
盗
賊
は
、（
当
代
称
賛
の
的
で
あ
る
）
彼
女
の
顔
に
口
付
け
す
る
。

お
お
、
苦
痛
よ
、
私
は
与
え
た
称
賛
を
取
り
消
す
。

そ
し
て
、
誓
っ
て
言
う
、
彼
女
は
お
前
を
受
け
る
に
値
し
な
い
と
。

（
第
九
番
）

こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
、
婦
人
に
苦
痛
を
与
え
た
自
分
の
心
痛
を
呼

び
戻
す
詩
人
の
叫
び
で
始
ま
る
。
そ
れ
は
、
前
の
詩
の
結
び
で

の
「
図
々
し
い
苦
痛
め
、い
つ
ま
で
も
過
ち
を
続
け
る
で
な
い
」

と
い
う
苦
痛
に
対
す
る
退
散
勧
告
の
主
題
を
受
け
継
い
だ
も
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
の
苦
痛
は
、
詩
人
自
身
の
心

の
痛
み
で
あ
り
、
前
の
詩
で
天
然
痘
の
痛
み
に
移
入
さ
れ
て
い

た
の
が
こ
こ
で
表
面
化
し
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に

応
じ
て
、苦
痛
が
彼
女
を
求
め
た
理
由
も
よ
り
具
体
的
に
な
り
、

彼
女
の
讃
美
と
苦
痛
の
弁
護
と
の
矛
盾
的
結
び
つ
き
が
よ
り
露

わ
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
苦
痛
が
彼
女
の
も
と
か
ら
退
散
す

る
た
め
に
は
、
彼
女
へ
の
讃
辞
を
取
り
消
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
痛
烈
な
皮
肉
が
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
み
そ

0

0

と
な
っ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
で
は
、「
彼
女
を
正
当
に
称
讃
し
な
が
ら
、
僕
の
苦

境
を
訴
え
た
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
苦
痛
の
訴
え

は
、
彼
女
の
称
讃
と
離
れ
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
お
そ
ら

く
、
詩
人
は
、
心
の
痛
み
を
覚
え
る
と
き
は
彼
女
の
美
し
さ
を

思
い
出
し
、
彼
女
の
美
し
さ
を
思
う
と
、
ま
す
ま
す
心
の
痛
み

を
覚
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
女
を
称
讃
す
る
言
葉
も

よ
り
具
体
的
に
な
っ
て
い
る
。「
苦
い
返
事
も
甘
美
に
す
る
彼

女
の
息
」、「
子
供
の
よ
う
な
愛
を
育
て
る
、
彼
女
の
乳
白
色
の

胸
」、「
彼
女
の
脚
」
な
ど
、
清
ら
か
で
非
情
で
さ
え
あ
り
な
が

ら
、
な
お
官
能
的
欲
望
を
そ
そ
る
の
に
十
分
な
ほ
ど
具
体
的
で

あ
る
。
苦
痛
は
こ
れ
ら
の
讃
辞
を
聞
き
、
欲
望
の
炎
で
胸
を
ふ

く
ら
ま
せ
て
飛
ん
で
ゆ
き
、
彼
女
に
口
づ
け
を
す
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
詩
人
の
心
痛
が
婦
人
に
苦
痛
を
与

え
る
に
至
っ
た
い
き
さ
つ
の
描
写
に
お
い
て
、「
称
讃
」、「
称

え
る
」、「
讃
辞
」
な
ど
の
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
に
注

意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
苦
痛
が
本
来
邪
悪
で
あ
る
か
ら

彼
女
に
危
害
を
加
え
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
彼
女
が
称
讃

さ
る
べ
き
美
質
の
持
ち
主
で
あ
る
か
ら
、
苦
痛
が
彼
女
を
求
め

た
の
だ
と
い
う
理
由
を
強
調
す
る
た
め
の
シ
ド
ニ
ー
の
狡
猾
な

皮
肉
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
次
の
結
句
を
導
き
出
す
伏
線
を
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途
中
で
「
悪
賢
い
卑
劣
漢
」
に
た
と
え
ら
れ
、
最
後
に
は

あ
あ
、
図
々
し
い
苦
痛
め
、
い
つ
ま
で
も
過
ち
を
続
け
る
で
な
い
、

彼
女
は
更
に
愛
す
る
人
の
目
を
惹
き
、お
前
は
更
に
憎
し
み
を
買
お
う
。

と
、
そ
の
過
ち
を
と
が
め
ら
れ
、
貴
婦
人
の
顔
か
ら
退
散
す
る

よ
う
勧
告
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
詩
で
は
、
苦
痛
は
詩

人
の
愛
す
る
貴
婦
人
を
苦
し
め
汚
す
も
の
と
し
て
敵
視
さ
れ
、

他
方
、
夫
人
の
美
と
徳
は
一
貫
し
て
称
揚
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
詩
の
建
前
、
あ
る
い
は
表
向
き
で
あ
っ

て
、
冒
頭
の
二
行
と
結
び
の
二
行
を
除
く
三
つ
の
四
行
句
の
主

要
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
苦
痛
に
対
す

る
非
難
、
あ
る
い
は
敵
意
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
見

ら
れ
る
の
は
、
苦
痛
が
な
ぜ
彼
女
の
顔
に
移
り
住
む
に
至
っ
た

か
の
説
明
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
苦
痛
は
何
ら
か
の
危

害
を
加
え
る
目
的
で
彼
女
を
襲
っ
た
の
で
は
な
い
。
苦
痛
は
、

「
至
る
所
で
罵
ら
れ
て
い
る
の
を
恥
じ
て
」、
そ
の
醜
い
悪
を
他

人
の
善
の
中
に
か
く
す
悪
党
の
よ
う
に
、
自
然
が
そ
の
最
高
の

贈
り
物
を
納
め
る
宝
庫
と
し
て
造
っ
た
彼
女
の
顔
の
中
に
「
隠

れ
住
む
」
の
で
あ
る
。
苦
痛
に
と
っ
て
、
彼
女
の
顔
は
、
い
わ

ば
世
の
非
難
の
嵐
を
避
け
る
避
難
所
な
の
で
あ
る
。
名
誉
を
重

ん
ず
る
心
も
持
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
哀
れ
む
べ
き
存
在
と
い
え

る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
、『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』

の
有
名
な
月
に
呼
び
か
け
る
ソ
ネ
ッ
ト
（
第
三
一
番
）
と
同
じ

く
、
シ
ド
ニ
ー
流
の
感パ

セ
テ
ィ
ッ
ク

傷
的
虚フ

ァ
ラ
シ
ー構
で
あ
り
、
詩
人
自
身
の
苦
痛

の
経
験
が
、
そ
こ
に
感
情
移
入
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。

　

美
・
徳
兼
備
の
貴
婦
人
の
顔
に
「
惨
酷
な
汚
れ
」
を
も
つ
苦

痛
が
宿
っ
て
よ
い
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
、
苦
痛
が
そ
こ
に
宿

る
こ
と
を
求
め
た
の
は
、
そ
れ
相
当
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
詩
人
の
側
に
お
け
る
、
こ
の
苦
痛
を
非
難
す
る
表
向
き
の

姿
勢
と
、
そ
の
裏
で
ひ
そ
や
か
に
苦
痛
を
弁
護
し
よ
う
と
す
る

姿
勢
と
の
矛
盾
は
、
い
き
お
い
、
次
の
第
九
番
の
ソ
ネ
ッ
ト
で

顕
在
化
し
、
新
し
い
展
開
を
与
え
ら
れ
る
。

あ
あ
、
私
に
災
い
あ
れ
、
私
に
心
痛
を
返
し
て
く
れ
。

私
の
燃
え
る
舌
が
、
私
の
愛
人
に
苦
痛
を
与
え
た
の
だ
。

私
の
苦
し
む
心
は
、
苦
し
み
の
余
り
、
苦
し
み
に
対
し
て
、

彼
女
を
正
当
に
称
賛
し
な
が
ら
、
私
の
苦
境
を
訴
え
た
か
ら
。

私
は
称
え
た
、
決
し
て
運
不
運
に
動
か
さ
れ
ぬ
彼
女
の
眼
を
、

苦
い
返
事
も
甘
美
に
す
る
彼
女
の
息
を

子
供
の
よ
う
な
愛
を
育
て
る
、
彼
女
の
乳
白
色
の
胸
を
。

（63）
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き
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
が
た
ま
た
ま
当
時
流
行
の
天
然
痘
で
倒

れ
、
母
は
そ
の
看
護
の
た
め
宮
中
に
留
ま
る
こ
と
を
余
儀
な
く

さ
れ
、
父
と
同
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
母
メ
ア
リ
を

中
心
と
す
る
侍
女
た
ち
の
献
身
的
な
看
護
の
甲
斐
あ
っ
て
、
女

王
は
恢
復
し
た
が
、
シ
ド
ニ
ー
の
母
が
そ
の
不
休
の
奉
仕
の
報

酬
と
し
て
得
た
の
が
、
終
生
消
え
る
こ
と
の
な
い
「
あ
ば
た
」

で
あ
っ
た
と
い
う
。
右
の
詩
の
冒
頭
に
あ
る
「
生
へ
の
祟
り
、

死
の
は
な
は
だ
し
き
汚
名
、
地
獄
の
煙
、〈
苦
痛
〉
と
呼
ば
れ

る
怪
物
」
と
い
う
言
葉
の
背
後
に
は
、
母
親
に
つ
い
て
の
そ
の

よ
う
な
痛
切
な
思
い
出
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。　

　

し
か
し
、
そ
れ
以
外
に
、
た
と
え
ば
シ
ド
ニ
ー
の
愛
す
る
女

性
が
あ
る
と
き
天
然
痘
に
か
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
記
録
は
、

も
ち
ろ
ん
見
当
た
ら
な
い
。
彼
の
愛
す
る
女
性
と
い
え
ば
、『
ア

ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』
に
お
け
る
ス
テ
ラ
、
す
な
わ
ち
ペ

ネ
ロ
ピ
・
デ
ヴ
ァ
ル
ー
（
初
代
エ
セ
ッ
ク
ス
伯
の
娘
で
リ
ッ
チ

卿
と
結
婚
し
た
）
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
ペ
ネ
ロ
ピ
が
こ
の

ソ
ネ
ッ
ト
の
「
わ
が
愛
す
る
貴
婦
人
」
と
同
一
人
物
で
あ
る
と

考
え
る
こ
と
に
は
根
拠
が
な
い
し
、
ま
た
そ
う
考
え
る
必
要
も

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
も
、
詩
人
は
愛
に

コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、彼
の
主
要
な
関
心
事
は
、

愛
す
る
女
性
が
「
顔
に
痛
み
を
も
つ
」
と
い
う
、
宮
廷
風
恋
愛

の
伝
統
で
は
い
さ
さ
か
型
破
り
の
状
況
設
定
に
よ
っ
て
、
人
の

意
表
を
衝
い
て
働
く
彼
の
知
性
の
芸
を
見
せ
る
こ
と
に
あ
る
、

と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
に
描
か
れ
て
い
る
貴
婦
人
は
、「
自

然
が
そ
の
最
高
の
贈
り
物
を
仕
舞
っ
て
お
く
宝
庫
と
し
て
造
っ

た
顔
」
を
持
ち
、
そ
れ
は
ま
た
「
美
が
輝
き
、
徳
が
君
臨
す
る

御
座
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
宮
廷
風
恋
愛
の
約
束
に

則
っ
た
美
と
徳
を
兼
備
し
た
貴
婦
人
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
が
、
ま
た
そ
の
約
束
に
従
っ
て
、
貴
婦
人
は
純
潔
と
貞

節
を
守
る
た
め
に
、
彼
女
の
恋
人
で
あ
る
詩
人
に
冷
淡
な
態
度

を
と
り
、
彼
を
苦
し
め
嘆
か
せ
る
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

が
、
そ
れ
は
第
九
番
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
「
決
し
て
運
不
運
に
動
か

さ
れ
ぬ
眼
」
と
か
、第
一
〇
番
の
「
他
人
の
悲
し
み
や
嘆
き
を
、

貞
淑
に
支
え
る
」
と
か
の
皮
肉
ま
じ
り
の
言
葉
で
示
さ
れ
て
い

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
宮
廷
風
恋
愛
に
お
け
る
貴
婦
人
が

そ
の
顔
に
痛
み
を
も
っ
た
と
す
る
と
、彼
女
を
愛
す
る
詩
人
は
、

当
然
そ
の
苦
痛
に
同
情
す
る
詩
を
作
る
べ
き
で
、
こ
の
第
八
番

の
ソ
ネ
ッ
ト
は
ま
ず
そ
の
建
前
で
作
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
苦
痛
は
、
冒
頭
で
「
生
へ
の
祟
り
、
死
の
は
な
は
だ
し
き

汚
名
、地
獄
の
煙
、〈
苦
痛
〉
と
呼
ば
れ
る
怪
物
」
と
誹
謗
さ
れ
、

（62）
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作
品
の
中
で
そ
れ
を
最
も
よ
く
示
す
具
体
的
実
例
の
一
つ
と
し

て
、〈
苦
痛
〉
に
関
す
る
四
篇
の
ソ
ネ
ッ
ト
群
を
「
遊
戯
と
し

て
の
愛
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
次
に
紹
介
し
て
み
た
い
。
そ
し

て
そ
の
詩
の
検
討
は
、自
ず
と
『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』

の
詩
の
特
徴
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
の
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
は
、
第
八
番
か
ら
第
一
一
番
ま
で
の
連
結
さ
れ
た
四
つ

の
ソ
ネ
ッ
ト
群
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
は
、「
次
の
四
篇
の
ソ

ネ
ッ
ト
は
、
私
の
愛
す
る
貴
婦
人
が
顔
に
痛
み
を
も
っ
た
と
き

に
作
ら
れ
た
も
の
」
と
い
う
説
明
が
つ
い
て
い
て
、
四
篇
の
ソ

ネ
ッ
ト
が
「
苦
痛
」
と
い
う
主
題
の
も
と
に
、
い
わ
ば
起
承
転

結
を
ふ
ん
で
展
開
す
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
、
例
え

ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
中
で
、
連
結
さ

れ
た
ソ
ネ
ッ
ト
群
（
第
三
三
番
〜
第
三
六
番
）
に
類
似
す
る
も

の
で
、
二
人
の
詩
人
の
思
考
パ
タ
ー
ン
の
違
い
を
見
る
た
め
に

も
有
益
な
実
例
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

生
へ
の
崇
り
、
死
の
は
な
は
だ
し
き
汚
名
、

地
獄
の
煙
、〈
苦
痛
〉
と
呼
ば
れ
る
怪
物
が
、

長
い
間
、
彼
の
無
作
法
な
来
訪
に
不
満
を
持
つ
人
々
に
、

至
る
所
で
の
の
し
ら
れ
て
い
る
の
を
恥
じ
て
、

ち
ょ
う
ど
、
自
分
の
醜
い
悪
を
、
他
人
の
善
の
中
に
隠
す
こ
と
を

時
と
旅
か
ら
学
ん
だ
悪
賢
い
卑
劣
漢
の
よ
う
に
、

近
ご
ろ
、
自
然
が
そ
の
最
高
の
贈
り
物
を
し
ま
っ
て
お
く

宝
庫
と
し
て
造
っ
た
、
彼
女
の
顔
の
中
に
隠
れ
た
。

怪
物
は
、
美
が
輝
き
、
徳
が
君
臨
す
る
聖
な
る
御
座
の
特
権
で
、

彼
女
が
大
き
な
称
賛
を
え
て
い
る
の
で
、

自
分
も
、
僅
か
で
も
、
幾
分
か
の
称
賛
に
与
る
こ
と
を
期
待
す
る
、

自
分
の
惨
酷
な
汚
れ
を
、
彼
女
の
輝
き
の
中
に
包
み
込
ん
で
。

あ
あ
、
図
々
し
い
苦
痛
め
、
い
つ
ま
で
も
過
ち
を
続
け
る
で
な
い
。

彼
女
は
更
に
愛
す
る
人
の
目
を
惹
き
、お
前
は
更
に
憎
し
み
を
買
お
う
。

（
第
八
番
）

こ
の
詩
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
愛
す
る
貴
婦
人
の
顔
に
宿
っ

た
「
痛
み
」
に
つ
い
て
は
、
歯
痛
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も

あ
る
が
、
一
二
行
の
「
惨
酷
な
な
汚
れ
」
と
か
、
第
一
〇
番
一

行
の
「
忌
み
嫌
わ
れ
る
監
禁
」
な
ど
の
言
葉
か
ら
み
て
、
そ
れ

を
天
然
痘
と
見
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（R

ingler 

ed. The Poem
s of Sir Philip Sidney, p. 428

）。
ち
な
み
に
、
シ

ド
ニ
ー
の
伝
記
の
中
で
天
然
痘
へ
の
言
及
が
あ
る
の
は
、
彼
の

母
親
レ
イ
デ
ィ
・
メ
ア
リ
に
関
連
し
て
で
あ
る
。
父
ヘ
ン
リ
ー

が
一
五
六
六
年
新
総
督
と
し
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
赴
い
た
と

（61）
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（
第
一
番
九
〜
一
四
行
）

と
、
愛
の
神
へ
の
屈
服
が
告
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
無

条
件
の
屈
服
で
は
な
く
、
愛
の
牢
獄
の
看
守
で
あ
る
愛
人
が
冷

酷
な
仕
打
ち
を
加
え
る
場
合
は
牢
破
り
を
し
て
、
隷
属
関
係
を

絶
つ
、と
い
う
条
件
つ
き

0

0

0

0

で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
条
件
は
、
い
わ
ゆ
る
真
実
の
永
続
的
な
愛
を
約
束

す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
続
く
詩
篇
は
、
愛
人
の
美
し
さ
の
讃
美
と
と

も
に
、満
た
さ
れ
ぬ
欲
望
を
主
題
と
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、

最
後
に
は
、
約
束
ど
お
り
、
そ
の
不
実
な
愛
に
対
す
る
反
抗
と

別
離
が
起
こ
る
。

愛
よ
、
私
か
ら
離
れ
去
れ
、
塵
に
帰
す
る
し
か
な
い
お
前
は
。

そ
な
た
、
私
の
心
よ
、
よ
り
高
き
も
の
を
希
求
し
、

決
し
て
錆
び
つ
く
こ
と
の
な
い
も
の
で
豊
か
に
な
れ
。

移
ろ
う
も
の
は
す
べ
て
、
移
ろ
い
易
い
喜
び
し
か
も
た
ら
さ
な
い
。

（
第
三
二
番
一
〜
四
行
）

と
、
こ
の
地
上
の
は
か
な
さ
の
認
識
に
も
と
づ
い
て
、
天
上
の

光
、
永
遠
の
愛
を
求
め
る
心
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
〈
取パ

リ

ノ

ウ

ド

り
消
し
の
詩
〉
は
『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』

に
は
見
ら
れ
な
い
。
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
も
地
上
的
な
恋
人
で
あ

る
が
、
そ
の
愛
を
取
り
消
す
こ
と
を
し
な
い
。
そ
こ
に
彼
の
誠

実
さ
と
と
も
に
、
ま
た
堕
落
の
危
険
性
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

＊　

＊　

＊

　
『
短
詩
選
集
』
で
は
、
し
た
が
っ
て
、
詩
人
は
ま
だ
愛
に
完

全
に
は
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ

の
こ
と
は
、
シ
ド
ニ
ー
に
と
っ
て
創
作
活
動
そ
の
も
の
が
一
つ

の
余
技
、
政
治
や
外
交
も
舞
台
で
の
欲
求
不
満
を
紛
ら
す
慰
戯

の
一
面
を
も
っ
て
い
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
段
階
で
は
、
恋
愛
も
非
常
に
興
味
を
そ
そ
る
一
つ
の
遊
戯

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
恋
愛
詩
に
お
い
て
、
最
も
読
者
を

楽
し
ま
せ
る
要
素
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
一
口
で
言
え
ば
、
知ウ

イ
ッ
ト性

と
皮ア

イ
ロ
ニ
ー肉
で
あ
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
愛
と
愛
人
の
魅
力
に
屈

服
し
て
い
る
よ
う
に
装
い
な
が
ら
、
実
際
は
、
た
え
ず
冷
静
を

保
ち
、
愛
の
不
当
な
支
配
に
反
撥
し
つ
つ
、
結
局
は
そ
の
危
険

な
状
態
か
ら
離
脱
す
る
。
そ
の
よ
う
な
術
は
、
皮
肉
を
武
器
と

す
る
活
撥
な
知
性
の
働
き
に
よ
る
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

（60）
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や
、「
・
・
・
の
調
べ
に
乗
せ
て
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う

に
、
イ
タ
リ
ア
や
ス
ペ
イ
ン
の
ソ
ン
グ
や
詩
を
土
台
に
し
て
の

様
々
な
ス
タ
ン
ザ
形
式
や
韻
律
を
実
験
し
た
作
品
で
あ
り
、
新

し
い
英
詩
を
開
拓
し
よ
う
と
す
る
野
心
的
な
詩
人
と
し
て
の
シ

ド
ニ
ー
の
関
心
の
あ
り
か
た
を
示
し
て
興
味
深
い
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
詩
篇
の
背
後
に
は
、
当
時
シ
ド
ニ
ー
を
中
心
に

し
て
、
彼
の
叔
父
レ
ス
タ
ー
伯
邸
（Leicester H

ouse

）
に
集

ま
り
、
新
し
い
韻
律
に
つ
い
て
活
気
あ
ふ
れ
る
議
論
を
交
わ
し

た
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ド
ラ
ン
ド
、
ダ
イ
ア
ー
、
グ
レ
ヴ
ィ
ル
、
ハ
ー

ヴ
ェ
イ
等
の
、
い
わ
ゆ
る
「
ア
レ
オ
パ
ガ
ス
」（A

reopagus

）

と
言
わ
れ
る
詩
人
た
ち
の
姿
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

＊　

＊　

＊

　
『
短
詩
選
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
作
品
は
、
最
初
か
ら
一

貫
し
た
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
様
々
な
機

会
に
さ
ま
ざ
ま
な
韻
律
上
の
実
験
を
試
み
た
も
の
の
集
成
と
い

う
観
を
呈
す
る
が
、
そ
の
配
列
の
点
か
ら
見
て
、
一
つ
の
大
き

な
特
徴
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
恋
愛
詩

で
あ
る
こ
の
詩
集
の
最
初
に
は
、
愛
へ
の
屈
服

0

0

0

0

0

を
主
題
と
す
る

二
つ
の
ソ
ネ
ッ
ト
が
置
か
れ
、
最
後
に
は
、
そ
れ
と
対
応
す
る

よ
う
に
、
愛
と
の
別
離

`

`

`

`

`

を
歌
う
二
つ
の
ソ
ネ
ッ
ト
が
配
置
さ
れ

て
い
て
、
全
体
が
初
め
と
終
り
を
も
っ
た
愛
の
経
験
の
様
々
な

変
奏
曲
と
い
う
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
見
て
、

こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
愛
は
、
永
遠
的
な
も
の
で
な
く
、
一
時

的
な
も
の
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
恋
物
語
の
作
者
が
、
最
後

に
な
っ
て
、
今
ま
で
描
い
て
き
た
愛
の
価
値
を
取
り
消
す
の

は
、
宮
廷
風
恋
愛
詩
に
お
け
る
〈
パ
リ
ノ
ウ
ド
〉
と
呼
ば
れ
る

一
つ
の
常
套
手
段
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
の
特
徴
は
、
そ
の
意

図
が
冒
頭
の
詩
篇
か
ら
す
で
に
よ
り
明
瞭
に
察
知
で
き
る
点
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、第
一
番
の
ソ
ネ
ッ
ト
で
は
、「
裸
の
感
覚
が
、

武
装
し
た
理
性
に
打
ち
克
つ
こ
と
が
で
き
、
恐
怖
で
凍
え
て
い

る
心
臓
が
、
氷
で
暖
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
よ
う
な
ペ

ト
ラ
ル
カ
流
の
〈
矛オ

ク
シ盾
語モ

ロ
ン法
〉
に
よ
っ
て
、
詩
人
を
襲
っ
た
愛

の
力
が
描
か
れ
た
の
ち
、

お
お
、
愛
神
よ
、
ひ
ど
く
嫌
い
な
そ
な
た
の
軛
に
、
私
は
屈
す
る
。

だ
が
そ
れ
も
武
勇
の
掟
を
頼
ん
で
の
こ
と
。
そ
の
掟
は
教
え
て
い
る
、

手
荒
な
仕
打
ち
を
受
け
、
そ
れ
で
牢
を
破
っ
た
者
は
、

正
当
に
放
免
さ
れ
た
の
で
あ
り
、名
誉
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
。

だ
が
、
私
の
看
守
が
好
ま
し
い
看
守
な
ら
、

私
は
そ
な
た
を
主
君
と
し
、
誓
っ
て
そ
な
た
奴
隷
と
な
ろ
う
。
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恋
愛
両
方
に
終
止
符
を
打
つ
。

　
　

―
―N

eil L. R
udenstine, Sidney’s Poetic D

evelop-
m

ent, H
arvard U

niv. Press, 1967, pp. 115-6.
　

本
来
は
個
々
独
立
し
て
作
ら
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
が
、
こ

の
よ
う
に
作
者
の
手
に
よ
っ
て
入
念
に
配
列
さ
れ
全
体
と
し

て
「
語
り
手
が
い
や
い
や
な
が
ら
愛
を
受
け
入
れ
て
か
ら
、
欲

求
不
満
と
苦
し
み
、
優
柔
不
断
、
自
制
と
自
己
犠
牲
な
ど
の
諸

段
階
を
経
て
、
最
後
の
反
抗
に
達
す
る
曲
折
」（R

udenstein, 

p.117

）を
暗
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に『
ア

ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』
と
な
っ
て
結
実
す
る
シ
ド
ニ
ー
の

ソ
ネ
ッ
ト
連
作
の
下
絵
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
見
る
思
い
が
し

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ

ラ
』
の
結
論
と
し
て
、一
九
世
紀
の
編
者
グ
ロ
ウ
ザ
ー
ト
（See 

A
lexander. B

. G
rosart ed. The Com

plete Poem
s of Sir Philip 

Sidney. 3 vols, London, 1877

）
が
し
た
よ
う
に
、『
短
詩
選
集
』

の
最
後
の
二
つ
の
ソ
ネ
ッ
ト
を
持
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
ふ

さ
わ
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
。

　

ル
ー
デ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
右
の
摘
要
に
続
い
て
、
こ
の
詩
集

の
中
の
恋
人
の
素
直
で
あ
る
と
と
も
に
機
知
に
富
ん
だ
如
才
の

な
い
策
略
家
的
性
格
、
欲
求
不
満
の
只
中
で
も
自
分
の
状
態
の

ユ
ー
モ
ア
を
解
し
う
る
能
力
、
作
品
全
体
を
通
じ
て
見
ら
れ
る

都
会
風
の
優
雅
さ
と
洗
練
さ
れ
た
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
、
自
己
劇
化

へ
の
傾
向
、「
技
巧
的
で
自
意
識
が
強
い
が
、
な
お
流
動
性
を

も
っ
て
自
然
で
あ
り
、
才
気
縦
横
で
、
計
算
ず
く
で
策
略
的
で

あ
る
が
、
そ
れ
で
も
力
強
い
感
情
に
満
ち
て
い
る
」（R

uden-

stein, p.122

）文
体
、等
々
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は『
ア
ー

ケ
イ
デ
ィ
ア
』
の
エ
ク
ロ
ー
グ
（
牧
歌
詩
）
に
見
ら
れ
る
常
套

的
形
式
性
へ
の
傾
向
と
著
し
い
対
照
を
な
す
諸
特
徴
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
よ
り
シ
ド
ニ
ー
の
個
人
的
な
好
み
に
結
び
つ
い
て

お
り
、
や
が
て
『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』
に
お
い
て
更

に
生
彩
を
お
び
て
顕
著
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』
と
の
関
係
か
ら

見
た
こ
の
よ
う
な
意
義
を
別
に
し
て
も
、『
短
詩
選
集
』
の
中

の
詩
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
実
に
楽
し
い
読
物
を
提
供
し
て
い
る
と

い
え
る
。
こ
の
解
説
の
最
初
に
ふ
れ
た
第
四
番
、
第
三
〇
番
、

第
三
一
番
、
第
三
二
番
等
の
有
名
な
作
品
の
他
に
、
友
人
ダ
イ

ア
ー
に
対
す
る
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
返
し
の
歌
で
あ
る
第
一
六

番
や
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
七
不
思
議
を
比
喩
に
し
て
、
自
分
の

恋
の
不
思
議
な
種
々
相
を
描
い
て
み
せ
る
才
気
縦
横
の
第
二
二

番
、
等
々
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
詩
の
多
く
は
、
ラ
テ
ン
詩
か

ら
の
翻
訳
（
ラ
テ
ン
韻
律
を
そ
の
ま
ま
移
そ
う
と
し
て
い
る
）
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第
八
〜
一
一
番　
　

こ
れ
ら
は
「
愛
す
る
貴
婦
人
が
顔
に
痛

み
を
も
っ
た
と
き
に
作
ら
れ
た
」、
関
連
し
た
ソ
ネ
ッ

ト
群
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
痛
み
（
病
気
）
が
貴
婦
人

を
襲
っ
た
こ
と
を
非
難
す
る
こ
と
で
始
ま
る
が
、
結
局

は
、
詩
人
は
愛
す
る
貴
婦
人
の
苦
し
み
に
同
情
す
る
の

に
、
彼
女
の
方
は
彼
の
苦
し
み
に
無
関
心
で
あ
る
と
い

う
、
苦
々
し
い
皮
肉
の
調
子
で
終
る
。

第
一
二
〜
一
四
番　

こ
れ
ら
は
ラ
テ
ン
詩
か
ら
の
翻
訳
で
、

そ
の
二
つ
は
ラ
テ
ン
韻
律
（
短
長
律
）
で
あ
る
。
恋
人

の
苦
し
み
を
「
一
般
化
」
し
、
事
物
の
無
常
性
、
お
よ

び
婦
人
の
心
の
変
わ
り
易
さ
と
冷
酷
さ
を
述
べ
る
。

第
一
五
〜
二
二
番　

こ
れ
ら
は
ソ
ネ
ッ
ト
お
よ
び
関
連
の
あ

る
抒
情
詩
（
ソ
ン
グ
で
は
な
い
）
的
ス
タ
ン
ザ
で
書
か

れ
た
詩
群
で
あ
る
。
最
初
の
詩
は
、
恋
人
を
自
由
で
も

な
く
縛
ら
れ
て
も
な
い
鳩
に
喩
え
る
。
そ
し
て
こ
の
比

喩
が
、
そ
れ
に
続
く
詩
の
雰
囲
気
を
決
め
て
い
る
。
欲

望
は
衰
え
て
も
い
ず
、
ま
た
満
た
さ
れ
て
も
い
な
い
。

そ
し
て
そ
の
結
果
は
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
不
安
定
な
状
態

で
あ
る
。
第
一
八
番
と
第
一
九
番
は
瞑
想
し
て
い
る
恋

人
を
示
し
て
い
る
。
第
二
〇
番
は
「
い
と
ま
ご
い
」
で

あ
る
が
、
第
二
一
番
は
恋
人
の
復
帰
を
知
ら
せ
る
。
第

二
二
番
は
「
最
も
純
粋
な
愛
」
は
感
覚
的
欲
望
の
死
か

ら
生
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
暗
示
す
る
。

第
二
三
〜
三
〇
番　

こ
れ
ら
は
ソ
ン
グ
で
あ
る
『
ア
ス
ト
ロ

フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』
の
第
四
二
番
と
第
四
八
番
と
同
じ

く
、
恋
人
の
窮
地
の
ペ
ト
ラ
ル
カ
的
解
決
を
試
み
る
。

す
な
わ
ち
、
欲
望
が
（
第
二
二
番
の
提
案
に
し
た
が
っ

て
）
抑
制
さ
れ
、
婦
人
の
美
徳
へ
捧
げ
る
貢
物
で
あ
る

犠
牲
的
「
死
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
真
の
生
命
を
見

い
出
す
（
第
二
三
〜
二
六
番
）。
し
か
し
、
そ
の
安
定

は
不
確
か
な
も
の
で
、
第
二
七
番
は
一
つ
の
反
抗
を
示

し
て
い
る
。
し
か
し
婦
人
が
泣
い
て
、
そ
の
詩
の
最
後

で
は
、
恋
人
は
従
順
に
な
る
。
第
二
八
〜
第
二
九
番
は

モ
ン
テ
マ
ヨ
ー
ル
か
ら
の
翻
訳
で
、
第
二
八
番
は
棄
て

ら
れ
て
、
失
わ
れ
た
幸
せ
を
追
想
し
て
い
る
恋
人
を
示

す
。
第
三
〇
番
は
歓
乎
の
声
を
あ
げ
て「
愛
は
死
ん
だ
」

と
布
告
す
る
が
、
そ
れ
は
再
び
恋
人
の
前
言
取
り
消
し

を
も
っ
て
終
わ
る
。

第
三
一
〜
三
二
番　

こ
れ
ら
は
ソ
ネ
ッ
ト
で
、
明
ら
か
に
第

一
〜
二
番
を
補
足
す
る
よ
う
意
図
さ
れ
て
い
る
。
欲
望

を
全
く
放
棄
す
る
恋
人
を
示
し
、「
愛
よ
、
私
か
ら
離

れ
去
れ
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
こ
の
詩
集
お
よ
び
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で
あ
る
。
本
来
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
一
三
篇
で
、
ま
た
ラ
テ
ン
語
お

よ
び
ス
ペ
イ
ン
語
か
ら
の
翻
訳
詩
五
篇
も
含
ん
で
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
か
、
今
ま
で
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
作

品
と
し
て
注
目
さ
れ
、
ま
た
考
察
さ
れ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
し
か
し
、
個
々
の
作
品
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
第
四
番

の
「
お
前
の
刺
は
外
側
に
あ
る
が
、
僕
の
刺
は
心
臓
に
刺
さ
っ

て
い
る
」
と
い
う
折リ

フ

レ

イ

ン

り
返
し
を
も
つ
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
に
つ
い

て
の
ソ
ン
グ
、
第
三
〇
番
の
「
鐘
を
鳴
り
響
か
せ
、
弔
い
の
喪

服
を
用
意
さ
せ
よ
」
で
始
ま
る
愛
の
葬
送
歌
と
も
い
う
べ
き
ソ

ン
グ
、
そ
し
て
最
後
の
「
お
前
、
盲
人
の
目
標
、
お
前
、
愚
か

者
が
自
ら
選
ん
だ
罠
」、
お
よ
び
「
愛
よ
、
私
か
ら
離
れ
去
れ
、

塵
に
帰
す
る
し
か
な
い
お
前
は
」
で
始
ま
る
愛
へ
の
別
離
を
歌

う
第
三
一
番
と
第
三
二
番
の
二
つ
の
ソ
ネ
ッ
ト
な
ど
は
、
し
ば

し
ば
、
シ
ド
ニ
ー
の
詩
の
中
の
逸
品
と
し
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
英

詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
親
し
ま
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
雑
集
と
は
い
い
な
が
ら
、
そ
の
配
列
の
点
か
ら
み

て
、
作
者
シ
ド
ニ
ー
が
一
つ
の
構
成
ら
し
き
も
の
を
与
え
よ
う

と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
恋
愛
詩
で
あ
る
こ
の
詩
集
の
最
初
に
愛
へ
の
屈
服

0

0

0

0

0

を
主
題
と

す
る
二
つ
の
ソ
ネ
ッ
ト
を
置
き
、
そ
し
て
最
後
に
、
そ
れ
と
対

応
す
る
よ
う
に
、
愛
と
の
別
離

0

0

0

0

0

を
歌
う
二
つ
の
ソ
ネ
ッ
ト
を
配

置
し
、
全
体
を
愛
の
経
験
の
様
々
な
変
奏
曲
と
い
う
体
裁
に
し

て
い
る
。
そ
の
点
、
大
ま
か
に
い
っ
て
、
こ
の
『
短
詩
選
集
』

は
『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』
に
類
似
し
た
趣
向
を
も
っ

て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
そ
の
概
要
を
示
す
た

め
に
、
こ
の
作
品
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
も
の
と
し
て
取

り
上
げ
て
考
察
し
た
数
少
な
い
批
評
家
の
一
人
ル
ー
デ
ン
ス
タ

イ
ン
に
よ
る
摘
要
を
訳
出
し
て
お
き
た
い
。

第
一
〜
二
番　
　
　

こ
れ
ら
は
ソ
ネ
ッ
ト
で
あ
る
。
恋
人
は

い
や
い
や
な
が
ら
愛
に
屈
服
す
る
―
―
も
っ
と
も
、
も

し
自
分
が
「
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
受
け
る
」
な
ら
、
反
抗

の
正
当
性
を
主
張
す
る
ぞ
と
宣
言
す
る
の
で
は
あ
る

が
。
実
際
、そ
の
反
抗
は
第
二
七
〜
三
二
番
で
起
こ
る
。

第
三
〜
七
番　
　
　

こ
れ
ら
は
ソ
ン
グ
で
、
恋
人
の
欲
望
と

愛
す
る
婦
人
の
冷
淡
さ
の
主
題
を
展
開
す
る
。
第
三
〜

四
番
は
同
じ
ス
タ
ン
ザ
形
式
か
ら
な
り
、
婦
人
が
「
貞

淑
で
し
か
も
残
酷
で
あ
る
」
こ
と
を
残
念
が
る
。
第
五

番
で
は
、
婦
人
が
不
在
で
あ
り
、
第
六
番
で
は
、
恋
人

は
欲
望
に
し
ん
ぼ
う
す
る
よ
う
命
じ
る
。
第
七
番
の
詩

は
、
恋
す
る
者
の
欲
求
不
満
と
愛
す
る
貴
婦
人
に
対
す

る
称
讃
と
を
な
ん
と
か
調
整
し
て
い
る
。
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と
接
触
す
る
活
動
を
行
な
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
察
知
し
て
危
険

を
感
じ
た
女
王
に
よ
っ
て
本
国
に
呼
び
戻
さ
れ
て
、
以
後
数
年

に
わ
た
っ
て
、
政
治
・
外
交
上
の
重
要
な
役
目
を
与
え
ら
れ
な

く
な
る
と
い
う
結
果
を
生
む
の
で
あ
る
。

　

政
治
・
外
交
上
の
重
要
な
役
目
を
与
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
理

由
に
は
、
右
の
こ
と
の
他
に
、
帰
国
後
ま
も
な
く
父
の
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
政
策
を
弁
護
す
る
論
文
を
書
い
て
女
王
に
提
出
し
た
こ

と
、
更
に
、
一
五
七
九
年
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
と
フ
ラ
ン
ス

の
ア
ン
ジ
ュ
ー
公
と
の
結
婚
問
題
を
め
ぐ
っ
て
の
意
見
の
対
立

か
ら
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
伯
と
の
間
に
争
い
を
生
じ
た
り
、
そ

の
結
婚
に
反
対
す
る
論
文
を
女
王
に
送
り
、
彼
女
の
逆
鱗
に
触

れ
、
一
時
宮
廷
か
ら
退
か
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
こ
と
、
な
ど

を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
、
そ
の
数
年
間
―
―
一
五
八
〇
年
前
後
は
、
彼
自
身

に
と
っ
て
は
本
来
の
男
性
的
活
動
の
舞
台
か
ら
疎
外
さ
れ
た
不

本
意
な
時
期
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
英
文
学
の
世
界
に
と
っ
て

は
、『
詩
の
擁
護
』
や
『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』
や
『
ア
ー

ケ
イ
デ
ィ
ア
』
な
ど
の
偉
大
な
作
品
が
次
々
と
生
み
出
さ
れ
た

幸
せ
な
時
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
数
年
後
の

一
五
八
五
年
、
シ
ド
ニ
ー
が
三
一
歳
の
と
き
、
ス
ペ
イ
ン
の
脅

威
が
増
大
し
た
た
め
、
皮
肉
に
も
女
王
は
彼
を
フ
リ
シ
ン
ゲ
ン

の
司
令
官
に
任
じ
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
の
戦
場
に
赴
か
せ
た
の

で
あ
っ
た
。

＊　

＊　

＊

　

さ
て
、
こ
こ
で
日
本
語
訳
と
注
釈
を
加
え
た
『
短
詩
選
集
』

Certain Sonnets 

は
、
一
三
篇
の
ソ
ネ
ッ
ト
と
一
九
篇
の
ソ
ン

グ
（
ラ
テ
ン
語
お
よ
び
ス
ペ
イ
ン
語
か
ら
の
翻
訳
詩
五
篇
を
含

む
）を
収
め
た
詩
集
で
、一
五
九
八
年
版
の『
ア
ー
ケ
イ
デ
ィ
ア
』

A
rcadia 

の
中
に
収
録
さ
れ
て
出
版
さ
れ
た
。
執
筆
年
代
は『
ア

ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』
の
そ
れ
（
一
五
八
一
〜
二
年
）
に

先
行
す
る
一
五
七
七
〜
八
一
年
頃
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
言
わ

ば
『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』
の
製
作
を
準
備
す
る
習
作

的
意
義
を
も
つ
詩
集
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
詩
集
で

描
か
れ
て
い
る
愛
の
経
験
、
あ
る
い
は
愛
に
対
す
る
詩
人
の
態

度
を
瞥
見
し
て
お
く
こ
と
は
、
次
に
書
か
れ
た
本
格
的
な
愛
の

詩
集
で
あ
る
『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』
の
世
界
を
理
解

す
る
の
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
詩
集
に
収
め
ら
れ
た
作
品
は
、
最
初
か
ら
一
貫
し
た
意

図
を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、様
々
の
機
会
に
、様
々

の
韻
律
上
の
実
験
を
試
み
た
も
の
の
雑
集
と
も
い
う
べ
き
も
の

（55）
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と
っ
て
は
、
彼
は
「
一
門
の
光
明
」、
偉
大
な
政
治
家
に
な
る

べ
き
人
で
あ
っ
た
。
学
者
や
文
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
彼
は
雅

量
あ
る
パ
ト
ロ
ン
で
あ
り
、
ま
た
当
代
最
高
の
詩
人
の
一
人
で

あ
っ
た
。
ま
さ
に
彼
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
（
在
位
一
五
五
八

―
一
六
〇
三
）
の
宮
廷
に
お
い
て
、「
廷
臣
の
眼
差
し
、
学
者

の
弁
舌
、
武
士
の
剣
、
御
国
の
華
と
も
、
末
々
の
力
と
も
、
風

流
の
鑑
と
も
、
作
法
の
型
と
も
、
心
あ
る
人
が
み
な
仰
ぎ
見
た
」

紳
士
の
典
型
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
シ
ド
ニ
ー
が
宮
廷
に
お
い
て
女
王

の
寵
愛
を
一
身
に
受
け
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
意

味
し
な
い
。
父
親
ヘ
ン
リ
ー
・
シ
ド
ニ
ー
は
、メ
ア
リ
女
王
（
在

位
一
五
五
三
―
五
八
）
の
時
代
に
は
そ
の
夫
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ィ

リ
ッ
プ
二
世
の
侍
従
武
官
を
勤
め
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
時
代

に
な
っ
て
か
ら
は
二
度
に
わ
た
っ
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
総
督
に
任

ぜ
ら
れ
る
ほ
ど
の
重
臣
で
あ
っ
た
。ま
た
、母
親
メ
ア
リ
は
ノ
ー

サ
ン
バ
ラ
ン
ド
公
ダ
ド
リ
ー
の
娘
で
、
女
王
の
寵
臣
レ
ス
タ
ー

伯
ロ
バ
ー
ト
・
ダ
ド
リ
ー
の
姉
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
シ

ド
ニ
ー
は
父
母
両
方
の
側
に
お
い
て
高
い
血
統
を
誇
り
う
る
身

分
と
し
て
育
て
ら
れ
、
期
待
を
か
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
母
メ

ア
リ
の
父
ダ
ド
リ
ー
公
は
、
シ
ド
ニ
ー
が
生
ま
れ
る
一
年
前
の

一
五
五
三
年
に
、
ヘ
ン
リ
ー
七
世
の
曾
孫
ジ
ェ
イ
ン
・
グ
レ
イ

を
女
王
に
擁
立
し
よ
う
と
企
て
、
叛
逆
の
罪
で
処
刑
さ
れ
る
と

い
う
事
件
が
あ
り
、
シ
ド
ニ
ー
家
に
も
暗
い
影
を
投
げ
て
い
た

し
、
ま
た
、
後
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
総
督
と
な
っ
た
父
が
現
地
で

と
っ
た
剛
直
な
政
策
（
軍
事
課
税
な
ど
）
が
、
優
柔
不
断
な
女

王
の
そ
れ
と
折
り
合
わ
ず
、
女
王
か
ら
相
応
の
処
遇
を
受
け
な

か
っ
た
、と
い
う
こ
と
な
ど
は
記
憶
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
シ
ド
ニ
ー
自
身
は
、
一
門
の
期
待
を
担
い
、
シ
ュ

ル
ー
ズ
ベ
リ
文
法
学
校
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ク
ラ
イ
ス

ト
・
チ
ャ
ー
チ
学
寮
な
ど
で
学
ん
だ
の
ち
、
一
五
七
二
年
か
ら

三
年
間
い
わ
ゆ
る
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
に
出
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
、
そ
し
て
イ
タ
リ
ア
の
主
要
都
市
に
遊
び
、
諸
外
国
語
の

習
得
と
諸
国
の
事
情
の
理
解
に
秀
れ
た
才
能
を
発
揮
し
、
そ
の

所
期
の
目
的
を
果
し
て
帰
国
す
る
。
そ
し
て
、
帰
国
後
一
年
を

経
た
一
五
七
六
年
に
は
、
女
王
の
宮
廷
で
の
「
酌
取
り
」
の
役

に
任
ぜ
ら
れ
、
翌
一
五
七
七
年
に
は
二
二
歳
の
若
さ
で
、
ド
イ

ツ
新
皇
帝
ル
ド
ル
フ
二
世
お
よ
び
新
選
帝
候
パ
ラ
テ
ィ
ン
伯
ル

イ
ス
六
世
の
も
と
に
、
彼
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
父
親
の
逝
去
に
対
し

て
哀
悼
を
捧
げ
る
外
交
使
節
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
だ

が
、
そ
の
大
陸
滞
在
中
に
、
使
節
の
役
目
を
こ
え
た
出
過
ぎ
た

活
動
、
ス
ペ
イ
ン
の
脅
威
に
対
抗
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
同
盟

結
成
の
可
能
性
を
探
る
た
め
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
ド
イ
ツ
の
貴
族

（54）
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『
短サ

ー
テ
ゥ
ン
・
ソ
ネ
ッ
ツ

詞
選
集
』
解
説

　

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
シ
ド
ニ
ー
（Sir Philip Sidney 1554-1586

）

は
、
そ
の
天
性
の
品
格
と
普
遍
的
教
養
、
そ
し
て
宮
廷
人
、
外

交
官
、
軍
人
、
詩
人
、
ま
た
学
者
や
文
人
の
パ
ト
ロ
ン
と
し
て

の
多
面
的
な
活
動
に
よ
っ
て
、
英
国
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
理

想
的
紳
士
の
典
型
と
謳
わ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
一
五
八
六
年
、

ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
の
ズ
ッ
ト
フ
ェ
ン
で
の
ス
ペ
イ
ン
軍
と
の
戦

い
で
致
命
傷
を
受
け
、
三
二
歳
に
ひ
と
月
足
り
な
い
短
い
生
涯

を
終
え
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
活
動
を
文
学
の
領
域
に
限
っ
て

も
、
ケ
ニ
ス
・
ミ
ュ
ア
の
次
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
残
し
た

業
績
は
偉
大
で
あ
っ
た
。　
　

シ
ド
ニ
ー
は
、
人
間
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
作
家
と
し
て

も
偉
大
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
彼
の
著
作
の
中
に

彼
の
人
柄
の
秀
れ
た
美
し
さ
が
映
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

ま
た
一
つ
に
は
、
文
学
の
三
つ
の
異
な
っ
た
分
野
で
成
し
た

彼
の
功
績
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
の
『
詩
の
擁
護
』
は
英
国

に
お
け
る
最
初
の
本
格
的
な
批
評
の
書
で
あ
る
。
そ
の
『
ア

ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』
は
、『
妖
精
の
女
王
』
よ
り
も

模
倣
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
よ
り
影
響
力
の
大
き

い
、
一
六
世
紀
の
有
力
な
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
し
て

『
ア
ー
ケ
イ
デ
ィ
ア
』
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
散
文
の
偉
大
な

傑
作
で
あ
る
が
、
も
し
そ
れ
が
一
般
の
読
者
に
も
っ
と
近
づ

き
や
す
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
広
く
、
し
か
る
も
の
と

し
て
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
シ
ド
ニ
ー
は
、
こ
れ
だ
け
の

こ
と
を
全
て
、
一
〇
年
の
間
に
、
そ
れ
も
政
治
、
外
交
、
馬

上
試
合
、
旅
行
、
翻
訳
、
恋
、
戦
争
な
ど
に
明
け
暮
れ
た
生

活
の
合
間
に
、
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
っ
た
。

―
―K

enneth M
uir, Sir Philip Sidney, Longm

an, 1960, p. 

35.

こ
の
解
説
に
は
、
シ
ド
ニ
ー
が
先
駆
者
と
な
っ
た
牧
歌
劇
「
五

月
祭
の
佳
人
」
も
含
め
る
べ
き
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
彼

が
ズ
ッ
ト
フ
ェ
ン
の
戦
場
で
重
傷
を
負
っ
て
倒
れ
た
と
き
、
自

分
に
運
ば
れ
て
き
た
水
を
、
同
じ
よ
う
に
傷
つ
い
て
倒
れ
て
い

た
傍
ら
の
兵
士
を
見
や
り
、「
君
の
方
が
私
よ
り
必
要
と
し
て

い
る
」
と
言
っ
て
譲
っ
て
や
っ
た
と
い
う
逸
話
は
、
私
た
ち
日

本
人
に
も
、
早
く
か
ら
英
語
読
本
な
ど
を
通
し
て
、
知
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
シ
ド
ニ
ー
の
死
の
訃
報
が
英
国
に
達
し

た
と
き
、
人
々
は
異
常
な
悲
し
み
に
襲
わ
れ
、
深
い
哀
惜
の
念

に
満
た
さ
れ
た
と
い
う
。
シ
ド
ニ
ー
の
友
人
や
親
族
た
ち
に

（52）（53）
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で
は
、
こ
の
世
よ
、
さ
ら
ば
だ
、
私
に
は
お
前
の
限
界
が
見
え
た
。

　

永
遠
の
愛
よ
、
そ
な
た
は
、
私
の
中
で
生
き
つ
づ
け
て
も
ら
い
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　

Splendidis longum
 valedico nugis  

　
　
　
　
　
（
華
や
か
な
瑣
末
事
に
永
遠
の
別
れ
を
告
げ
る
）　　

一
五
行  

華
や
か
な
瑣
末
事
に
永
遠
の
別
れ
を
告

げ
る  

原
文
で
は ‘Splendidis longum

 valedico 
nugis.’

（=I bid a long farew
ell to splendid 

trifl es.) 

、
出
典
は
不
明
。
こ
の
よ
う
に
愛
を
瑣

末
事
と
み
て
、
そ
れ
に
永
遠
の
別
れ
を
告
げ
る
の

は
、
シ
ド
ニ
ー
に
と
っ
て
一
時
的
な
気
分
に
過
ぎ

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（52）
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徳
が
、
も
っ
と
立
派
な
教
訓
を
教
え
て
く
れ
た
、

欲
望
を
い
か
に
し
て
殺
す
か
、
と
い
う
こ
と
の
他
は
何
も
望
ま
ず
、

私
自
身
の
中
に
、
私
の
唯
一
の
報
酬
を
求
め
よ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　

第
三
二
番

愛
よ
、
私
か
ら
離
れ
去
れ
、
塵
に
帰
す
る
し
か
な
い
お
前
は
。

そ
な
た
、
私
の
心
よ
、
よ
り
高
き
も
の
を
希
求
し
、

決
し
て
錆
び
つ
く
こ
と
の
な
い
も
の
で
豊
か
に
な
れ
。

移
ろ
う
も
の
は
す
べ
て
、
移
ろ
い
易
い
喜
び
し
か
も
た
ら
さ
な
い
。

そ
な
た
の
光
を
引
っ
込
め
、
そ
な
た
の
力
を
へ
り
く
だ
ら
せ
、　　
　
　
　
　

  　
　

 　
五

あ
の
、
永
遠
の
自
由
を
与
え
て
く
れ
る
、
快
い
軛
に
つ
け
る
の
だ
。

そ
れ
は
、
雲
を
引
き
裂
い
て
、
光
を
放
ち
、

光
は
照
り
輝
き
、
我
々
に
見
る
べ
き
景
色
を
与
え
る
。

お
お
、
そ
の
光
を
、
し
っ
か
り
掴
ん
で
放
さ
ず
、

誕
生
か
ら
死
へ
と
延
び
て
い
る
こ
の
細
い
行
路
の
案
内
と
せ
よ
。　
　
　
　
　

      　
一
〇

天
の
息
か
ら
生
ま
れ
、
天
を
求
め
る
者
に
と
っ
て
、

道
を
踏
み
外
す
こ
と
が
、
い
か
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
か
を
思
う
の
だ
。

　

第
三
二
番

　

本
詩
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
シ
ド
ニ
ー
に

と
っ
て
一
時
的
な
気
分
に
過
ぎ
な
い
。彼
は『
オ
ー

ル
ド
・
ア
ー
ケ
イ
デ
ィ
ア
』
の
執
筆
を
継
続
し
、

そ
の
後
し
ば
ら
く
し
て
、『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と

ス
テ
ラ
』
を
書
く
こ
と
に
な
る
。

六
行 

快
い
軛  

移
ろ
い
易
い
地
上
の
愛
に
対
し
て

永
遠
の
生
命
を
与
え
る
神
の
愛
。｢

わ
た
し
の
く

び
き
は
負
い
易
く
、
わ
た
し
の
荷
は
軽
い｣

（｢

マ

タ
イ
伝
」
一
一-

三
〇)

を
参
照
。

（51）
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愛
を
こ
の
よ
う
に
抑
制
で
き
る

　
　
　

こ
の
分
別
を
狂
乱
と
呼
ぶ
気
ま
ぐ
れ
か
ら
、

　
　
　

よ
き
主
よ
、
我
ら
を
救
い
た
ま
え
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　

第
三
一
番

お
前
、
盲
人
の
目
標
、
お
前
、
愚
か
者
が
自
ら
選
ん
だ
罠
、

浅
は
か
な
空
想
の
泡
、
消
散
し
た
想
い
の
糟
。

全
て
の
罪
悪
の
産
着
、
謂
れ
の
な
い
心
配
の
揺
り
か
ご
。

お
前
、
最
後
ま
で
決
し
て
織
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
意
志
の
織
物
。

欲
望
よ
、
欲
望
を
私
は
余
り
に
も
高
く
買
い
す
ぎ
た
、　　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　

 　
五

お
前
の
価
値
の
な
い
品
物
を
、
切
り
刻
ま
れ
た
心
と
い
う
代
価
を
払
っ
て
。

お
前
は
、
余
り
に
も
、
本
当
に
余
り
に
も
長
く
、
私
を
眠
ら
せ
た
。

も
っ
と
高
貴
な
事
柄
に
、
私
の
心
を
準
備
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
に
。

だ
が
、
お
前
は
私
の
滅
亡
を
求
め
た
が
、
無
駄
で
あ
っ
た
。

私
に
空
虚
な
も
の
を
憧
れ
さ
せ
た
が
、
無
駄
で
あ
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

一
〇

お
前
の
く
す
ぶ
っ
た
炎
を
か
き
立
て
た
が
、
無
駄
で
あ
っ
た
。

　

第
三
一
番

　
『
短
詩
選
集
』
の
最
後
に
置
か
れ
た
三
一
番
と

三
二
番
は
、
共
に
「
愛
」
へ
の
別
離
を
歌
い
、
最

初
の
「
愛
」
へ
の
屈
服
を
歌
っ
た
一
番
と
二
番
と

に
対
応
す
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ

る
パ
リ
ノ
ウ
ド
（
取
り
消
し
の
詩)

で
あ
る
。

四
行   

最
後
ま
で
決
し
て
‥
‥
意
志
の
織
物  

オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
妻
ペ
ネ
ロ
ピ
は
、
二
〇
年
に
及

ぶ
夫
の
留
守
中
に
、
一
〇
八
人
の
求
婚
者
に
し
つ

こ
く
言
い
寄
ら
れ
難
渋
し
て
、
今
仕
上
げ
て
い
る

織
物
が
完
成
し
た
暁
に
は
、
求
婚
者
の
ど
な
た
か

を
選
ん
で
そ
の
求
愛
を
受
け
入
れ
る
覚
悟
だ
と
宣

言
す
る
が
、
そ
れ
は
一
時
の
言
い
逃
れ
で
、
ペ
ネ

ロ
ピ
は
昼
間
織
っ
た
織
物
を
夜
の
間
に
全
部
解
い

て
、
ま
た
一
か
ら
始
め
て
い
る
の
を
求
婚
者
に
見

破
ら
れ
、窮
地
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
織
物
へ
の
言
及
。

（50）
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男
を
こ
ん
な
に
扱
う
女
か
ら
、

　
　
　
　

神
よ
、
我
ら
を
救
い
た
ま
え
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
二
〇

　
　
　
　
　

　

葬
送
歌
を
歌
え
、
慰
霊
ミ
サ
を
行
え
、

　
　

愛
が
死
ん
だ
の
だ
か
ら
。

　
　
　

不
法
の
殿
が
彼
の
墓
の
建
造
を
命
じ
る
。

　
　
　

そ
の
材
料
は
、
私
の
恋
人
の
大
理
石
の
胸
、

　
　
　

そ
こ
に
刻
ま
れ
る
墓
碑
銘
は
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    　
二
五

　
　
　
　

「
彼
女
の
眼
は
、
か
つ
て
彼
の
投
げ
矢
な
り
」
。

　
　
　
　
　

こ
ん
な
恩
知
ら
ず
の
移
り
気
か
ら
、

　
　
　
　
　

こ
ん
な
女
の
狂
乱
か
ら
、

　
　
　
　
　

男
を
こ
ん
な
に
扱
う
女
か
ら
、

　
　
　
　
　

神
よ
、
我
ら
を
救
い
た
ま
え
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
三
〇

　

あ
あ
、
私
は
嘘
つ
き
だ
。
怒
り
が
こ
の
誤
り
を
生
ん
だ
の
だ
。

　
　

愛
は
死
ん
で
い
な
い
。

　
　
　

愛
は
、
死
ん
だ
の
で
な
く
、
眠
っ
て
い
る
の
だ
、

　
　
　

比
類
な
い
彼
女
の
心
の
中
で
。

　
　
　

そ
こ
で
、
彼
女
は
彼
の
助
言
を
守
っ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
三
五

　
　
　

彼
女
に
ふ
さ
し
い
価
値
を
見
つ
け
る
ま
で
。

　
　
　

だ
か
ら
、
こ
ん
な
恥
ず
べ
き
き
ま
ぐ
れ
か
ら
、

二
一
行  

慰
霊
（trentals) 

ミ
サ  

ロ
ー
マ
・
カ
ト

リ
ッ
ク
で
、
煉
獄
で
の
苦
し
み
を
和
ら
げ
る
目
的

で
、
死
者
を
弔
う
三
〇
日
間
連
続
慰
霊
ミ
サ
の
こ

と
。
し
か
し
、
シ
ド
ニ
ー
時
代
の
英
国
国
教
会
で

は
、
も
は
や
礼
拝
式
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な

か
っ
た
。

二
六
行  

彼
女
の
眼
は
、
か
つ
て
彼
の
投
げ
矢
な

り  

愛
神
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
は
美
女
の
眼
の
中
に
隠

れ
、
そ
こ
か
ら
矢
を
射
る
。『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル

と
ス
テ
ラ
』
二
〇
番
参
照
。

（49）
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第
三
〇
番

　

鐘
を
鳴
り
響
か
せ
、
弔
い
の
喪
服
を
用
意
さ
せ
よ
。

　
　

愛
が
身
罷
っ
た
、

　
　
　

愛
は
死
に
果
て
た
、

　
　
　

深
い
侮
蔑
と
い
う
疫
病
に
冒
さ
れ
て
。

　
　
　

価
値
あ
る
者
が
、
価
値
な
き
者
と
し
て
、
拒
ま
れ
、　　
　
　

  　
　
　
　
　

 　
五

　
　
　

誠
実
な
者
が
、
美
人
の
嘲
笑
を
買
う
の
だ
。

　
　
　
　

こ
ん
な
恩
知
ら
ず
の
移
り
気
か
ら
、

　
　
　
　

こ
ん
な
女
の
狂
乱
か
ら
、

　
　
　
　

男
を
こ
ん
な
に
扱
う
女
た
ち
か
ら
、

　
　
　
　

神
よ
、
我
ら
を
救
い
た
ま
え
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
一
〇

　

嘆
き
悲
し
め
、
隣
人
た
ち
よ
、
君
た
ち
は
聞
こ
え
な
い
か
、

　
　

愛
が
死
ん
だ
と
言
っ
て
い
る
の
が
。

　
　
　

彼
の
死
の
床
は
、
孔
雀
の
空
威
張
り
、

　
　
　

彼
の
経
帷
子
は
、
恥
辱
、

　
　
　

彼
の
遺
書
は
、
清
ら
か
さ
を
偽
っ
た
見
せ
か
け
、　　
　
　
　
　
　
　
　

    　
一
五

　
　
　

彼
の
唯
一
の
遺
言
執
行
者
は
、
非
難
。

　
　
　
　

こ
ん
な
恩
知
ら
ず
の
移
り
気
か
ら
、

　
　
　
　

こ
ん
な
女
の
狂
乱
か
ら
、

　

第
三
〇
番

　

シ
ド
ニ
ー
の
詩
の
中
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
も
の
の
一
つ
。「
愛｣ 

が
死
ん
だ
こ
と
を
知
ら

せ
、そ
れ
を
弔
う
葬
送
歌
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。

第
一
連
、
二
連
、
三
連
の
最
後
の
四
行
は
、
同
じ

言
葉
で
、
恩
知
ら
ず
の
女
の
不
実
を
詰
っ
て
い
る

が
、
し
か
し
、
最
後
に
は
そ
の
布
告
を
取
り
消
し
、

愛
人
を
讃
え
る
言
葉
で
終
わ
る
。「
主
よ
、
わ
れ

ら
を
救
い
た
ま
え｣ 

と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
は
、
英

国
国
教
会
の
祈
祷
書
に
見
ら
れ
る
応
誦
文
。

（48）
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至
福
と
結
び
つ
い
た
、
こ
の
高
尚
な
優
美
さ
に
つ
い
て
、

　
　
　

私
は
、
こ
れ
以
上
債
務
を
負
っ
て
い
な
い
。

　
　

あ
な
た
と
同
じ
材
料
で
造
ら
れ
た
も
の
で
、

　
　
　

愛
す
る
人
よ
、
あ
な
た
は
十
分
な
支
払
い
を
受
け
て
い
る
か
ら
。

　
　
　
　

私
の
前
に
は
、
自
然
の
宝
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　

 　
五

　
　
　
　

顔
と
眼
に
お
い
て
類
い
稀
な
存
在
が
居
る
の
で
、

　
　
　
　

私
の
場
所
が
、
私
に
大
き
な
喜
び
を
与
え
て
い
る
と
し
て
も
、

　
　
　
　

あ
な
た
も
、
私
の
手
の
中
に
、
同
じ
も
の
を
も
っ
て
お
り
、

　
　
　
　

私
が
あ
な
た
の
顔
の
中
で
評
価
す
る
も
の
を
見
て
い
る
か
ら
。

　
　

考
え
て
は
い
け
な
い
、
そ
の
対
応
物
は
等
質
に
で
き
て
い
な
い
と
。　
　

     　

 

一
〇

　
　
　

あ
な
た
の
中
の
光
輝
は
、
あ
な
た
の
も
と
に
留
ま
り
、

　
　

鏡
は
、
あ
な
た
に
そ
の
影
を
与
え
て
い
る
だ
け
で
、

　
　
　

私
に
は
、
私
の
眼
が
真
実
の
姿
を
届
け
て
い
る
の
だ
と
。

　
　
　
　

非
常
に
尊
ば
れ
て
き
た
こ
の
考
え
は
、

　
　
　
　

い
つ
も
愛
の
絆
を
軽
蔑
し
て
き
た
者
の
ほ
う
が
、　　
　
　
　
　
　
　

   　

 

一
五

　
　
　
　

恋
に
囚
わ
れ
て
い
る
者
よ
り
も
、
よ
り
よ
く
理
解
で
き
る
。

　
　
　
　

前
者
は
、
生
き
生
き
し
た
姿
を
受
け
入
れ
る
が
、

　
　
　
　

後
者
は
、
そ
の
偽
り
装
わ
れ
た
姿
を
見
る
だ
け
。

一
四
行  

非
常
に
尊
ば
れ
き
た
こ
の
考
え  「
実
体
」

と
「
影
」
と
の
考
え
。
実
体
す
な
わ
ち
美
の
イ
デ

ア
は
、
理
性
に
導
か
れ
る
者
の
み
が
見
る
こ
と
が

で
き
、
感
覚
的
で
愛
欲
に
と
ら
わ
れ
る
者
に
は
、

そ
の
影
し
か
見
え
な
い
と
す
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義

的
思
想
の
こ
と
。

一
五
行　

い
つ
も
愛
の
絆
を
軽
蔑
し
て
き
た
者　

デ
ィ
ア
ナ
の
こ
と
。

（47）
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こ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
ぬ
愛
を
も
つ
者
が
、

　
　
　
　

こ
れ
ほ
ど
悲
し
む
の
を
、
誰
か
見
た
こ
と
が
あ
る
か
。

　
　
　
　

あ
あ
、
髪
よ
、
お
前
は
悲
し
く
な
い
か
、

　
　
　
　

お
前
が
、
元
の
場
所
か
ら
離
れ
て
き
て
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　

  

三
〇

　
　
　
　

か
つ
て
の
私
の
生
き
様
を
見
た
そ
の
眼
で
、

　
　
　
　

今
の
私
の
有
様
を
見
て
。

　
　
　

最
近
、
砂
浜
の
上
に
、

　
　
　
　

こ
の
女
が
座
っ
て
い
る
の
を
、
私
は
見
た
。

　
　
　
　

彼
女
は
、
指
で
、
そ
こ
に
書
い
た
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　

  　
三
五

　
　
　
　
「
死
ん
だ
方
が
ま
し
で
す
、
心
変
わ
り
す
る
く
ら
い
な
ら
」
と
。

　
　
　
　

か
く
し
て
、
私
の
信
念
は
固
ま
っ
た
、

　
　
　
　

―
―
見
よ
、
力
強
い
愛
の
手
を
―
―

　
　
　
　

一
人
の
女
が
言
い
、
砂
の
上
に
書
い
た

　
　
　
　

そ
の
言
葉
を
も
と
に
し
て
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
九
番

同
じ
モ
ン
テ
マ
ヨ
ー
ル
の
シ
レ
ノ
が
、
か
の
恋
人
の
前
で
鏡
を
掲
げ
、

鏡
に
映
る
自
分
の
姿
を
見
て
い
る
彼
女
を
眺
め
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

三
九
行　

砂
の
上
に
書
い
た　

例
え
ば
、
ス
ペ
ン

サ
ー
『
ア
モ
レ
ッ
テ
ィ
』
七
五
番
で
書
か
れ
て
い

る
よ
う
に
、
伝
統
的
に
「
脆
く
儚
い
切
望
」
の
イ

メ
ー
ジ
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
に
覚
悟
を
固
め
る
と

い
う
こ
と
は
、
所
詮
、
夢
の
ご
と
く
儚
い
結
末
と

な
る
の
は
目
に
見
え
て
い
る
。

　

第
二
九
番

同
じ
く
『
デ
ィ
ア
ナ
』
第
一
巻
第
三
歌
の
忠
実
な

英
語
訳
。

（46）
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あ
あ
、
髪
よ
、
何
日
も
、
何
日
も
、

　
　
　
　

私
の
ダ
イ
ア
ン
は
見
せ
て
、
と
私
に
言
っ
た
の
だ
、　　
　
　
　
　

  　

  　
一
〇

　
　
　
　

子
供
じ
み
た
ま
ま
事
遊
び
に
か
こ
つ
け
て
、

　
　
　
　

私
が
お
前
を
身
に
つ
け
て
い
る
か
ど
う
か
を
。

　
　
　
　

あ
あ
、
な
ん
と
度
々
、
涙
を
浮
か
べ
、

　
　
　
　

―
―
お
お
、
偽
り
の
胸
の
涙
よ
―
―

　
　
　
　

彼
女
は
疑
惑
の
不
安
で
一
杯
の
よ
う
に
見
え
た
こ
と
か
、　　
　
　

  　
　

  

一
五

　
　
　
　

私
は
、
そ
れ
を
、
た
だ
か
ら
か
っ
て
す
ま
し
て
い
た
が
。

　
　
　

教
え
て
お
く
れ
、
お
お
、
金
色
の
髪
よ
、

　
　
　
　

私
が
間
違
っ
て
い
た
か
ど
う
か
を
。

　
　
　
　

私
は
、
あ
の
人
殺
し
の
眼
を
信
じ
よ
う
と
し
た
。

　
　
　
　

そ
の
眼
が
、
私
に
信
じ
て
よ
い
と
保
障
し
た
か
ら
。　
　
　
　
　
　

  　
　
二
〇

　
　
　
　

お
前
は
見
た
こ
と
は
な
い
か
、
彼
女
の
怒
り
を
、

　
　
　
　

彼
女
の
言
葉
が
仕
向
け
た
と
お
り
に
、

　
　
　
　

私
の
真
心
は
変
わ
ら
ぬ
と
私
が
誓
う
ま
で
、

　
　
　
　

彼
女
が
ど
ん
な
に
涙
を
流
し
つ
づ
け
た
か
を
。

　
　
　

こ
ん
な
に
心
変
わ
り
す
る
人
が
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    　
　
　
二
五

　
　
　
　

こ
ん
な
に
美
し
い
の
を
、
誰
か
見
た
こ
と
が
あ
る
か
。

（45）
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私
の
言
葉
が
己
の
過
ち
を
自
認
し
て
い
る
こ
と
を
、
知
っ
て
お
く
れ
。

　

フ
ァ　

ラ　

ラ　

レ
リ
ダ
ン　

ダ
ン　

ダ
ン　

ダ
ン　

デ
リ
ダ
ン
、

　

ダ
ン　

ダ
ン　

ダ
ン　

デ
リ
ダ
ン　

デ
リ
ダ
ン　

デ
イ
。

　
　

私
の
生
命
に
か
け
て
、
誓
い
ま
す
、

　
　

私
の
愛
し
方
が
浅
け
れ
ば
、
私
の
生
き
方
も
浅
い
の
だ
と
。　
　
　
　
　

  　
　
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
八
番

モ
ン
テ
マ
ヨ
ー
ル
の
手
に
な
る
ス
ペ
イ
ン
語
の
『
デ
ィ
ア
ナ
』
か
ら
訳
出
さ
れ
た
も
の
。

そ
の
中
で
、
牧
童
シ
レ
ノ
は
、
今
は
彼
を
見
捨
て
た
愛
人
デ
ィ
ア
ナ
の
、
緑
色
の
絹
に
包

ん
だ
少
し
ば
か
り
の
髪
の
毛
を
取
り
出
し
、
そ
の
髪
の
毛
に
向
か
い
、
次
の
よ
う
に
嘆
き

を
も
ら
す
。

　
　
　

お
お
、
髪
よ
、
こ
の
前
見
て
以
来

　
　
　
　

お
前
は
、
何
と
い
う
変
わ
り
よ
う
か
。

　
　
　
　

こ
の
緑
色
は
、
お
前
に
ふ
さ
し
く
な
い
。

　
　
　
　

そ
の
色
は
、
希
望
に
こ
そ
ふ
さ
し
い
。

　
　
　
　

本
当
に
、
私
は
希
望
を
も
っ
て
い
た
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　

 　
五

　
　
　
　

希
望
に
不
安
が
混
じ
っ
て
い
た
が
―
―

　
　
　
　

ひ
ょ
っ
と
し
て
、
誰
か
他
の
羊
飼
い
が
、

　
　
　
　

こ
の
髪
に
近
づ
く
機
会
を
持
つ
の
で
は
、
と
い
う
不
安
が
。

　

第
二
八
番

　

モ
ン
テ
マ
ヨ
ー
ル(G

eorge D
e M

ontem
ayor, 

c.1520-61) 

は
ポ
ル
ト
ガ
ル
生
ま
れ
の
ス
ペ
イ
ン

の
詩
人
・
作
家
。
彼
の
韻
文
を
織
り
混
ぜ
た
散
文

で
書
か
れ
、
田
園
生
活
を
理
想
化
し
た
牧
歌
ロ
マ

ン
ス
『
デ
ィ
ア
ナ
』(D

iana 1559

）
は
好
評
を
博

し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
国
語
に
訳
さ
れ
た
。
シ
ド

ニ
ー
『
ア
ー
ケ
イ
デ
ィ
ア
』
に
も
大
き
な
影
響
を

与
え
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
詩
は
、
シ
ド
ニ
ー
に
よ

る
『
デ
ィ
ア
ナ
』
第
一
巻
第
一
歌
の
か
な
り
忠
実

な
英
語
訳
で
あ
る
。

 

こ
の
詩
は
、
自
分
を
捨
て
た
愛
人
の
髪
を
取
り

出
し
、
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
幸
せ
を
回
想
す
る

恋
人
を
描
い
て
い
る
。

四
行　

こ
の
緑
色　

本
詩
で
は
、
色
彩
の
象
徴
主

義
と
で
も
い
う
も
の
を
二
律
背
反
的
矛
盾
と
し
て

用
い
る
。
元
来
、緑
色
は「
希
望
」を
象
徴
す
る
が
、

こ
こ
で
は
、
結
局
、「
気
紛
れ
、
不
実
、
心
変
わ
り
」

の
意
味
。

（44）
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も
は
や
、
あ
な
た
の
優
美
さ
を
、
誇
り
と
せ
ぬ
が
よ
い
、

繋
ぎ
止
め
る
あ
な
た
の
髪
を
、
遺
憾
と
す
る
が
よ
い
。

あ
な
た
の
言
葉
は
、
あ
な
た
自
身
を
嘆
く
の
に
使
う
が
よ
い
。

も
は
や
、
あ
な
た
の
輝
き
は
、
あ
な
た
の
役
に
立
た
ぬ
の
だ
か
ら
。　
　
　
　
　
　

  

二
〇

　

フ
ァ　

ラ　

ラ　

レ
リ
ダ
ン　

ダ
ン　

ダ
ン　

ダ
ン　

デ
リ
ダ
ン
、

　

ダ
ン　

ダ
ン　

ダ
ン　

デ
リ
ダ
ン　

デ
リ
ダ
ン　

デ
イ
。

　
　

人
目
を
惹
こ
う
と
、
絵
の
具
を
塗
り
た
て
ぬ
が
よ
い
、

　
　

描
い
た
絵
が
、
真
実
の
絵
で
な
い
な
ら
ば
。

あ
あ
、
悲
し
い
か
な
、
彼
女
が
泣
い
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
二
五

私
は
馬
鹿
だ
っ
た
、
何
と
愚
か
な
こ
と
を
思
い
つ
き
、

激
昂
し
て
、
冒
涜
す
る
な
ん
て
、

私
の
魂
を
預
け
て
い
る
場
所
を
。

　

フ
ァ　

ラ　

ラ　

レ
リ
ダ
ン　

ダ
ン　

ダ
ン　

ダ
ン　

デ
リ
ダ
ン
、

　

ダ
ン　

ダ
ン　

ダ
ン　

デ
リ
ダ
ン　

デ
リ
ダ
ン　

デ
イ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

三
〇

　
　

惨
め
な
私
は
、
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
、

　
　

私
が
非
難
す
る
そ
の
罪
は
、
彼
女
の
貞
節
で
あ
る
こ
と
を
。

優
美
さ
よ
、
私
の
愚
行
を
優
し
く
許
し
て
お
く
れ
。

髪
よ
、
私
を
、
お
前
の
虜
と
し
て
、
し
っ
か
り
縛
っ
て
お
く
れ
。

言
葉
よ
、
お
お
、
天
上
の
知
識
を
も
っ
た
言
葉
よ
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
  　

三
五

（43）
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第
二
七
番

　
　
　
　
　

ナ
ポ
リ
の
ヴ
ィ
ラ
ネ
ル
の
調
べ
に
乗
せ
て

あ
な
た
の
優
美
さ
が
、
私
の
感
覚
を
と
ら
え
、

あ
な
た
の
美
し
い
髪
が
、
私
の
心
を
鎖
で
つ
な
ぎ
、

あ
な
た
の
言
葉
が
、
私
の
貧
弱
な
理
性
を
動
か
し
た
。

そ
れ
で
、
私
は
天
の
よ
う
に
あ
な
た
を
愛
し
た
。

　

フ
ァ　

ラ　

ラ　

レ
リ
ダ
ン　

ダ
ン　

ダ
ン　

ダ
ン　

デ
リ
ダ
ン
、　　
　
　
　

   　
五

　

ダ
ン　

ダ
ン　

ダ
ン　

デ
リ
ダ
ン　

デ
リ
ダ
ン　

デ
イ
。

　
　

そ
れ
も
、
私
の
心
に
と
っ
て
、
あ
な
た
の
外
側
が

　
　

内
側
の
善
を
伝
え
る
使
者
で
あ
っ
た
間
の
こ
と
。

今
は
、
あ
な
た
の
優
美
さ
も
、
不
快
な
も
の
に
思
わ
れ
、

あ
な
た
の
髪
は
、
髪
一
筋
の
値
打
も
な
く
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
一
〇

理
性
は
あ
な
た
の
言
葉
を
捨
て
去
っ
た
、

単
な
る
言
葉
に
過
ぎ
な
い
と
分
か
っ
た
か
ら
。

　

フ
ァ　

ラ　

ラ　

レ
リ
ダ
ン　

ダ
ン　

ダ
ン　

ダ
ン　

デ
リ
ダ
ン
、

　

ダ
ン　

ダ
ン　

ダ
ン　

デ
リ
ダ
ン　

デ
リ
ダ
ン　

デ
イ
。 

　
　

ど
ん
な
に
美
し
い
標
識
で
も
、
中
身
が
駄
目
な
ら
、　　
　
　
　
　
　
　
　

  　

  

一
五

　
　

信
頼
を
勝
ち
取
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。

　

第
二
七
番

　

ヴ
ィ
ラ
ネ
ル(villanelle)

は
、
一
六
世
紀
イ
タ

リ
ア
の
ナ
ポ
リ
民
謡
に
由
来
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
詩

型
で
、
田
舎
風
の
無
伴
奏
の
合
唱
曲
。
通
例
、
五

つ
の
三
行
連
句
、
最
後
に
四
行
連
句
が
続
く
一
九

行
、
全
部
が
二
つ
の
脚
韻
に
基
づ
い
て
作
詩
さ
れ

る
詩
型
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
各
連
八
行
の
五
連
、

全
体
で
二
〇
行
、
各
連
ご
と
に
、
二
つ
の
脚
韻
が

利
用
さ
れ
て
い
る
。
英
詩
で
は
、
お
そ
ら
く
、
こ

れ
が
初
め
て
の
試
み
で
あ
る
。

　
「
優
美
」、「
髪
」、「
言
葉
」
の
い
わ
ば
三
幅
対

を
基
点
に
構
成
さ
れ
た
本
詩
に
お
い
て
、「
愛
す

る
人
の
外
側
が
内
側
の
善
を
伝
え
て
い
た
間
は
」、

彼
女
に
従
順
だ
っ
た
詩
人
が
そ
の
間
違
い
に
気
づ

い
て
反
抗
的
と
な
り
、
愛
人
の
不
誠
実
を
な
じ
る

が
、
四
連
で
愛
人
が
涙
を
流
す
の
を
見
て
、
反
抗

を
や
め
再
び
柔
順
と
な
る
次
第
が
描
か
れ
る
。

（42）
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死
ぬ
べ
き
定
め
へ
と

　
　
　

足
か
せ
を
は
め
ら
れ
、
死
の
力
が

　
　
　
　

襲
い
く
る
時
を
待
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

　
　

何
も
悲
し
む
理
由
は
な
い
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　

  

二
〇

　
　
　
　

全
て
の
人
が
留
ま
る
こ
の
道
を
、

　
　

栄
光
で
終
え
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
。
ダ
メ
、
ダ
メ
、
ダ
メ
、
ダ
メ
。

ダ
メ
、
ダ
メ
、
ダ
メ
、
ダ
メ
、
私
は
私
の
敵
を
憎
め
な
い
。

　

惨
酷
な
火
を
、

　

私
の
欲
情
の
上
に
投
げ
か
け
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　

  　
二
五

　

降
伏
し
た
私
の
心
を
略
奪
す
る
彼
女
だ
が
。

　
　

美
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
者
は
、　

　
　
　

美
し
い
死
を
感
じ
、

　
　

美
し
い
死
が
生
じ
る
者
に
は
、

　
　
　

栄
光
が
育
つ
こ
と
を
、
誰
も
疑
わ
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
三
〇

　

だ
か
ら
、
彼
女
の
輝
き
の
中
で
死
に
、

　
　

栄
光
を
味
わ
っ
て
い
る
私
は
、

　

苦
痛
の
中
に
あ
っ
て
も
、
不
平
を
言
え
な
い
。
ダ
メ
、
ダ
メ
、
ダ
メ
、
ダ
メ
。

（41）
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第
二
六
番

　
　
　
　

「
ダ
メ
、
ダ
メ
、
ダ
メ
、
ダ
メ
」
で
始
ま
る

　
　
　
　
　

ナ
ポ
リ
の
歌
の
調
べ
に
乗
せ
て

　

ダ
メ
、
ダ
メ
、
ダ
メ
、
ダ
メ
、
私
は
私
の
敵
を
憎
め
な
い
。

　
　

惨
酷
な
火
を
、

　
　

私
の
欲
情
の
上
に
投
げ
か
け
、

　
　

降
伏
し
た
私
の
心
を
略
奪
す
る
彼
女
だ
が
。

　
　
　

こ
よ
な
く
美
し
い
炎
が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
五

　
　
　
　

全
て
の
場
所
を
包
み
、

　
　
　

そ
こ
に
、
熱
の
中
で
も
極
め
つ
け
の
熱
が
生
じ
、

　
　
　
　

死
に
か
け
て
い
る
私
の
心
に
、

　
　
　

何
ほ
ど
か
の
喜
び
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。

　
　
　
　

心
の
宝
が
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　

  　
一
〇

　
　
　

こ
よ
な
く
美
し
い
光
で
燃
え
る
か
ら
。
ダ
メ
、
ダ
メ
、
ダ
メ
、
ダ
メ
。

　

ダ
メ
、
ダ
メ
、
ダ
メ
、
ダ
メ
、
私
は
私
の
敵
を
憎
め
な
い
。

　
　

惨
酷
な
火
を
、

　
　

私
の
欲
情
の
上
に
投
げ
か
け
、

　
　

降
伏
し
た
私
の
心
を
略
奪
す
る
彼
女
だ
が
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
一
五

　
　
　

我
々
の
生
命
は
不
滅
で
は
な
く
、

　

第
二
六
番

三
連
か
ら
成
る
本
詩
で
は
、
各
連
の
最
初
と
最
後

の
行
に
、「
ダ
メ
、
ダ
メ
、
ダ
メ
、
ダ
メ
」
と
四

回
の
否
定
語
と
、
そ
れ
を
含
む
各
連
最
初
の
四
行

が
繰
り
返
さ
れ
て
、
詩
の
リ
ズ
ム
と
テ
ー
マ
を

作
っ
て
い
る
。

（40）
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私
の
感
覚
は
、
私
か
ら
離
れ
、

　

感
覚
を
欠
い
た
私
は
死
ん
で
も
、

　

我
々
両
方
と
も
、
あ
な
た
の
中
に
生
き
て
い
る
か
ら
。

　

あ
な
た
に
よ
っ
て
、
私
は
生
ま
れ
変
わ
り
、

　

あ
あ
、
私
の
太
陽
で
あ
る
あ
な
た
が
向
か
う
ま
ま
に
、　　
　
　
　
　

  　
　
　

  　
二
五

　

い
つ
も
向
き
を
変
え
る
花
と
化
し
た
。

　

か
く
し
て
、
私
は
倒
れ
て
も
、
こ
の
よ
う
に
立
ち
上
が
り
、

　

か
く
し
て
、
私
は
死
ん
で
も
、
こ
の
よ
う
に
生
き
返
り
、

　

変
化
に
応
じ
て
変
化
し
、
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
。

　

か
く
し
て
、
私
は
あ
な
た
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、　　
　
　

  　
　
　
　
　

  

三
〇

　

か
く
し
て
、
私
の
諸
感
覚
は
あ
な
た
の
上
に
あ
り
、

　

か
く
し
て
、
私
が
考
え
る
こ
と
は
あ
な
た
の
こ
と
で
あ
り
、

　

か
く
し
て
、
私
が
求
め
る
者
は
あ
な
た
の
中
に
あ
り
、

　
　

私
の
す
べ
て
、
そ
れ
は
あ
な
た
で
あ
る
。

二
六
行　

こ
の
花
は
、
太
陽
の
向
か
っ
て
そ
の
向

き
を
変
え
る
「
ヘ
リ
オ
ト
ロ
ー
プ
（
キ
ダ
チ
ル
リ

ソ
ウ
）」
の
こ
と
。

（39）
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美
徳
と
結
託
し
た
神
々
し
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
五

　

美
の
暴
力
に
よ
っ
て
、

　

理
性
は
、
赤
面
し
て
、
引
き
下
が
り
、

　

私
の
諸
感
覚
は
、
喜
ん
で
屈
服
し
た
。

　

私
の
諸
感
覚
は
、
喜
ん
で
屈
服
し
、

　

私
の
心
の
砦
を
引
き
渡
し
た
の
で
、　　
　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
一
〇

　

私
は
生
命
を
失
っ
た
ぬ
け
殻
と
な
っ
た
。

　

諸
感
覚
は
、
輝
く
太
陽
の
も
と
へ
赴
き
、

　

そ
こ
で
、
全
て
の
死
の
中
の
死
に
よ
っ
て
、

　

ど
ん
な
危
害
へ
急
い
だ
か
を
知
る
。

　

愚
か
な
森
の
精
サ
テ
ュ
ロ
ス
が
、　　
　
　
　
　

  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

一
五

　

初
め
て
火
に
出
会
っ
た
と
き
、

　

こ
よ
な
く
気
に
入
っ
た
そ
の
光
で
火
傷
し
た
よ
う
に
。

　

だ
が
、
そ
れ
で
も
、
愛
す
る
人
よ
、
あ
な
た
は

　

諸
感
覚
の
死
に
対
し
、
一
つ
の
生
命
を
残
し
て
く
れ
た
、

　

全
て
の
愛
の
生
命
で
あ
る
あ
な
た
は
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
二
〇

一
五
〜
一
七
行　

サ
テ
ュ
ロ
ス
は
初
め
て
火
を
見

た
と
き
、
愚
か
に
も
、
火
に
口
づ
け
し
た
と
言
わ

れ
る
。

（38）
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私
の
二
重
の
運
命
に
つ
い
て
、
好
き
な
よ
う
に
す
る
が
よ
い
。

　

私
と
し
て
は
、
あ
あ
、
心
は
十
分
に
決
ま
っ
て
い
る
、

　

そ
う
だ
、
私
を
縛
る
絆
を
解
く
こ
と
は
し
ま
い
と
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

二
〇

　
　

償
い
が
来
る
の
が
遅
か
ろ
う
と
も
、
誓
約
を
破
ら
ず
、

　
　

運
が
傾
い
て
も
、
誠
実
を
裏
切
ら
ず
、

　
　

変
化
が
私
の
境
遇
を
変
え
て
も
、
変
化
の
中
で
変
化
す
ま
い
と
。

　

常
に
変
わ
ら
ぬ
私
自
身
は
、
鷲
の
眼
を
持
っ
た
真
心
を
も
っ
て
、

　

太
陽
に
向
っ
て
飛
ん
で
行
く
、
太
陽
が
私
の
翼
を
焦
が
そ
う
と
も
。　
　
　
　

  　
二
五

　
　

そ
の
炎
が
私
の
欲
望
を
燃
え
上
が
ら
せ
て
も
、

　
　

私
は
、
不
死
鳥
の
火
の
中
で
死
ぬ
の
だ
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
五
番

　
　
　
　

ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
風
の
格
調
で

　

私
に
死
を
も
た
ら
す
喜
び
を
与
え
つ
つ
、

　

私
に
命
を
授
け
る
苦
悩
を
与
え
つ
つ
、

　

愛
す
る
人
よ
、
あ
あ
、
私
の
眼
が

　

あ
な
た
の
光
輝
に
釘
付
け
に
な
っ
た
と
き
、

　

第
二
五
番

　

ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
風
の
格
調
と
は
、-- 

⊂
⊂ 

-- 

⊂-- -- 

と
い
う
格
調
で
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
が
そ

の
『
歌
謡Carm

ina

』
の
中
で
、
二
行
連
句
で
用

い
た
。
シ
オ
ド
ア
・
ス
ペ
ン
サ
ー
は
、
こ
の
詩
を

取
り
上
げ
て
論
評
し
、
シ
ド
ニ
ー
の
韻
律
法
の
成

功
例
と
し
て
い
る
。（Theodore Spencer, ‘The 

Poetry of Sir Philip Sidney’, ELH
 xii (1945), 

260

）.

（37）
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第
二
四
番

　
　
　
　

「
憂
鬱
の
煙
」
の
調
べ
に
乗
せ
て

　

愛
す
る
人
の
心
変
わ
り
に
苦
し
ん
だ
こ
と
が
あ
り
、

　

愛
を
失
う
者
が
経
験
す
る
あ
の
心
痛
を
知
っ
て
い
る
人
は
、

　
　

私
を
見
な
く
て
も
、
私
の
顔
が
描
け
よ
う
。

　
　

そ
し
て
、
悲
し
み
の
木
に
生
え
る
忌
ま
わ
し
い
蕾
、

　
　

私
の
諸
々
の
想
い
が
ど
ん
な
状
態
で
あ
る
か
書
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。　
　
　
　

 

五

　

し
か
し
、
風
聞
だ
け
で
語
り
、
心
を
溶
か
す
そ
の
心
痛
が
、

　

ど
ん
な
種
類
の
業
火
で
あ
る
か
、
充
分
わ
か
っ
て
い
な
い
人
は
、

　
　

何
が
不
機
嫌
の
も
と
か
を
推
測
す
る
が
、
誤
診
し
、

　
　

脈
を
と
っ
て
も
、
私
の
病
気
の
正
体
を
測
り
か
ね
る
。

　

お
お
、
そ
う
だ
、
そ
う
な
の
だ
、
体
験
だ
け
が
教
え
て
く
れ
る
、　　
　

  　
　

  　
一
〇

　

捨
て
ら
れ
た
悲
し
み
の
苦
汁
の
味
を
。

　
　

そ
こ
で
は
、
現
在
の
不
幸
が
、
か
つ
て
の
至
福
を
台
無
し
に
す
る
、

　
　

い
や
、
か
つ
て
の
至
福
が
現
在
の
苦
し
み
を
い
や
増
す
、

　
　

記
憶
の
中
に
、
両
者
が
一
緒
に
住
ま
っ
て
い
る
間
は
。

　

学
ぶ
者
た
ち
よ
、
私
の
も
と
に
来
る
が
よ
い
。
不
幸
の
見
本
の
私
、　　
　
　

  　

  

一
五

　

幸
運
の
女
神
の
膝
か
ら
滑
り
落
ち
、
絶
望
の
淵
に
沈
む
私
の
も
と
へ
。

　
　

そ
し
て
、
私
の
轍
を
踏
む
か
、
踏
ま
な
い
で
お
く
か
、

　

第
二
四
番

　
「
憂
鬱
の
煙 ‘The Sm

okes of M
elancholy’｣

の
歌
曲
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。

二
四
行  

鷲
の
眼  

中
世
の
動
物
寓
話
集
で
は
、
鷲

は
太
陽
を
直
視
し
う
る
唯
一
の
鳥
と
さ
れ
て
お

り
、
加
え
て
、
太
陽
の
炎
が
そ
の
視
力
と
翼
を
甦

ら
せ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

二
五
〜
二
七
行　

太
陽
が
愛
す
る
女
性
と
す
れ

ば
、
太
陽
の
炎
は
そ
の
女
性
の
眼
で
あ
り
、
そ
の

眼
が
彼
の
欲
望
を
燃
え
上
が
ら
せ
る
が
、
五
〇
〇

年
に
一
度
自
ら
の
燃
殻
の
灰
の
中
か
ら
蘇
る
と
さ

れ
る
不
死
鳥
の
よ
う
に
、
彼
の
愛
は
常
に
蘇
り
続

け
る
と
歌
う
。

（36）
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そ
の
心
は
、
そ
の
中
に
天
を
宿
す
。

　
　
　

だ
が
、
眼
は
美
質
の
美
を
見
な
い
し
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　

  　
二
五

　
　
　
　

感
覚
は
、
心
の
気
品
を
感
知
し
な
い
。

　
　
　
　

そ
れ
で
も
、
眼
は
奪
わ
れ
て
い
な
い

　
　
　
　

彼
女
の
美
し
い
眼
を
見
る
視
力
を
。

　
　
　

そ
れ
は
、
内
な
る
栄
光
を
表
わ
す

　
　
　
　

外
な
る
し
る
し
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
三
〇

　
　
　
　

そ
の
幸
せ
の
中
で
死
な
ぬ
者
は
、

　
　
　
　

常
に
悲
し
み
の
中
で
生
き
る
が
よ
い
。

　
　
　

だ
が
、
楽
し
い
景
色
と
い
う
果
実
で

　
　
　
　

自
分
の
思
い
を
満
た
し
た
人
は
、

　
　
　
　

こ
こ
で
、
そ
の
眼
を
上
に
上
げ
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　
　

  　
三
五

　
　
　
　

自
然
が
造
っ
た
最
も
美
し
い
光
を
見
よ
。

（35）
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そ
れ
は
分
か
れ
て
い
く
け
れ
ど
、                            　
　
　
　
　
　
　
　
　

       

五

　
　
　
　

眼
と
眼
と
を
結
び
つ
け
る
光
、

　
　
　
　

自
ら
は
決
し
て
死
ぬ
こ
と
は
な
い
が
、

　
　
　
　

見
る
者
が
死
ぬ
原
因
と
な
る
光
。

　
　
　

彼
女
は
決
し
て
死
ぬ
こ
と
は
な
く
、

　
　
　
　

恋
人
の
心
の
生
命
の
中
で
生
き
続
け
る
。                　
　
　
　
　
　

          

一
〇

　
　
　
　

恋
に
そ
の
最
も
大
切
な
部
分
を

　
　
　
　

消
耗
す
る
者
は
、
死
ぬ
の
が
常
で
あ
る
。

　
　
　

か
く
し
て
、
彼
女
の
生
命
は
常
に
守
ら
れ
て
い
る
、

　
　
　
　

決
し
て
死
ぬ
こ
と
の
な
い
愛
の
信
実
に
よ
っ
て
。

　
　
　
　

か
く
し
て
、
彼
の
死
は
報
い
ら
れ
る
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　

  

一
五

　
　
　
　

彼
の
死
に
よ
っ
て
彼
女
が
生
き
る
か
ら
。

　
　
　

だ
か
ら
、
見
て
、
死
ぬ
が
よ
い
。
そ
の
悦
び
は

　
　
　
　

苦
し
み
に
充
分
報
い
て
く
れ
る
。

　
　
　
　

永
遠
の
財
宝
を
得
ら
れ
る
者
に
は
、

　
　
　
　

こ
の
世
の
宝
を
失
っ
て
も
、
わ
ず
か
な
損
失
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
二
〇

　
　
　

彼
女
の
美
質
は
不
滅
、

　
　
　
　

彼
女
の
心
は
不
滅
。

　
　
　
　

そ
の
美
質
は
、
天
の
宮
居
に
ふ
さ
わ
し
く
、

「
ナ
ッ
ソ
ー
の
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム｣

の
曲
調
は
、元
々

フ
ラ
ン
ス
の
コ
ン
デ
家
の
祖
で
、
新
教
徒
と
し
て

ギ
ー
ズ
公
と
対
立
し
、
ユ
グ
ノ
ー
戦
争
で
新
教
徒

を
率
い
て
戦
い
、
捕
え
ら
れ
て
射
殺
さ
れ
た
ル

イ
・
ド
・
コ
ン
デ
王
子
を
蔑
ん
で
作
ら
れ
た
フ
ラ

ン
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
そ
れ
で
あ
っ
た
が
、

曲
調
は
そ
の
ま
ま
に
オ
ラ
ン
ダ
語
に
置
き
換
え
ら

れ
、
オ
ラ
ン
ダ
の
オ
レ
ン
ジ
王
家
の
歌
と
し
て
取

り
入
れ
ら
れ
て
、
現
在
の
オ
ラ
ン
ダ
の
国
歌
と
な

る
に
至
っ
た
。
シ
ド
ニ
ー
は
、
そ
の
歌
の
音
節
と

押
韻
を
忠
実
に
守
っ
て
お
り
、
詩
の
主
題
は
、
い

か
に
も
シ
ド
ニ
ー
ら
し
く
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的

で
あ
る
。
シ
ド
ニ
ー
は
、
一
五
七
七
年
オ
レ
ン
ジ

公
訪
問
の
際
に
こ
の
歌
を
耳
に
し
た
の
か
も
知
れ

な
い
。

九
行　

彼
女　

こ
こ
か
ら
、
愛
す
る
女
性
と
「
自

然
が
造
っ
た
最
も
美
し
い
光
」
と
を
同
一
視
し
、

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
思
想
に
則
っ
て
歌
う
。

一
一
行　

そ
の
最
も
大
切
な
部
分　

恋
す
る
者
の

心
の
こ
と
。

（34）
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こ
れ
ら
の
不
思
議
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
生
み
出
す
が
、
最
後
の
も
の
が
残
っ
て
い
る
。

　

一
人
の
貴
婦
人
で
、
女
性
の
性
に
も
拘
わ
ら
ず
、
貞
節
そ
の
も
の
。

　

彼
女
に
は
あ
ら
ゆ
る
愛
が
注
が
れ
る
が
、
内
に
は
何
の
愛
も
安
置
さ
れ
な
い
。

　

そ
こ
で
は
、
美
し
さ
が
知
性
の
引
き
締
め
た
手
綱
に
屈
従
し
て
い
る
。

つ
つ
ま
し
い
高
慢
、
好
意
を
汚
す
侮
辱
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　

   

六
五

　

女
の
形
を
し
て
い
る
が
、
天
使
の
よ
う
に
優
美
。

　

天
使
の
心
を
も
っ
て
い
る
が
、
女
の
姿
に
作
ら
れ
て
い
る
。

　

地
上
の
天
国
、
天
国
を
中
に
含
む
大
地
。

　
　

さ
て
、
今
や
、
私
自
身
に
は
、
こ
の
不
思
議
を
こ
し
ら
え
よ
う
―
―

　
　

彼
女
こ
そ
、
私
が
他
の
全
て
の
不
思
議
で
あ
る
原
因
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　

  

七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
三
番

　
　
　

「
ナ
ッ
ソ
ー
の
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
」
の
調
べ
に
乗
せ
て

　
　
　

楽
し
い
景
色
と
い
う
果
実
で

　
　
　
　

自
分
の
思
い
を
満
た
し
た
人
は
、

　
　
　
　

こ
こ
で
、
そ
の
眼
を
上
に
上
げ
、

　
　
　
　

自
然
が
造
っ
た
最
も
美
し
い
光
を
見
よ
。

五
四
行 

生
命
を
も
つ
鳥  

カ
オ
ジ
ロ
ガ
ン(bar-

nacle goose)

の
こ
と
。
中
世
以
来
こ
の
鳥
は
老

朽
船
に
つ
く
バ
ー
ナ
ク
ル(barnacle)

と
い
う
貝

か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
そ
れ
に
因

ん
で
鳥
自
体
も
同
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。こ
の
伝
説
は
、マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
か
ら
ロ
ー
リ
ー

に
至
る
旅
行
者
た
ち
に
よ
っ
て
一
つ
の
驚
異
と
し

て
評
判
に
な
っ
た
。

　

第
二
三
番

　

こ
の
二
三
番
か
ら
二
六
番
ま
で
の
四
つ
の
詩

は
、
前
の
二
二
番
の
五
九
行
目
に
あ
る
「
欲
望
の

死
か
ら
、
最
も
純
粋
な
愛
が
飛
び
立
つ｣ 

と
い
う

考
え
を
受
け
継
ぎ
、
そ
れ
を
展
開
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
愛
す
る
者
の
窮
状
を
解
決
し
よ
う
と
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（33）
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地
上
に
残
っ
た
木
は
、
や
が
て
消
滅
し
て
い
く
と
い
う
。

土
は
、
彼
女
の
耳
、
杭
は
、
私
の
願
い
ご
と
。　
　
　
　
　

   　
　
　
　

 　
　
　

  　
四
五

　

願
い
ご
と
の
う
ち
、
そ
の
美
し
い
御
座
に
ま
で
入
り
込
め
た
部
分
は
、

　

名
誉
に
変
わ
り
、
以
前
の
熱
は
消
え
失
せ
て
は
い
る
が
、

　

形
は
そ
の
ま
ま
で
、
名
誉
の
巣
の
中
に
住
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　
　

だ
が
、
恐
れ
の
た
め
願
い
出
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
部
分
は
、

　
　

自
ず
と
衰
え
、
意
識
が
薄
れ
て
、
死
ん
で
し
ま
う
。 　
　
　
　

   　
　
　
　
　

  

五
〇

難
破
し
て
、
ア
ル
ビ
オ
ン
の
海
岸
に
打
ち
上
げ
ら
れ
、

　

岩
の
上
で
腐
朽
し
、
死
滅
し
て
い
く
船
が
あ
る
。

　

そ
の
木
製
の
骨
と
、
ピ
ッ
チ
の
血
液
か
ら
、

　

船
が
失
っ
た
よ
り
も
、
よ
り
多
く
の
生
命
を
も
つ
鳥
が
飛
び
立
つ
。

私
の
船
は
欲
望
、
長
い
間
情
欲
の
風
に
翻
弄
さ
れ
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　

  　
五
五

　

変
わ
ら
な
い
貞
節
の
美
し
い
岩
礁
に
ぶ
ち
当
た
っ
て
、
砕
け
た
。

　

そ
こ
で
、
性
急
な
企
て
ゆ
え
に
災
い
を
受
け
、
息
絶
え
る
。

　

美
は
、
そ
れ
ほ
ど
深
く
、
美
徳
の
海
の
中
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。

　
　

だ
が
、
欲
望
の
死
か
ら
、
最
も
純
粋
な
愛
が
飛
び
立
つ
。

　
　

そ
れ
は
、
劣
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
よ
り
高
貴
な
生
命
を
動
か
す
。      

六
〇

る｣ 

と
あ
る
。

五
一
行　

ア
ル
ビ
オ
ン　
「
白
い
土
地
」
と
い
う

意
味
で
、
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
島
、
後
に
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
雅
称
。
南
部
南
岸
白
亜
質
の
絶

壁
に
因
む
名
称
。

（32）
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美
の
釣
り
針
に
か
か
り
、
夢
中
に
な
っ
て
、
私
は
、

　

自
分
自
身
を
、
望
ま
れ
る
ま
ま
、
解
剖
に
ゆ
だ
ね
た
け
れ
ど
。

　

胆
嚢
で
は
な
く
、
心
臓
を
彼
女
に
与
え
た
が
、

　
　

そ
れ
で
も
、
色
々
の
想
い
で
胸
蓋
が
れ
て
生
き
て
い
る
、
彼
女
が
、

　
　

解
剖
で
な
く
、
征
服
者
の
権
利
で
、
私
を
殺
そ
う
と
思
う
ま
で
。　
　
　
　
　

  

三
〇

ピ
ー
ク
地
方
に
洞
窟
が
あ
り
、
そ
の
狭
い
入
り
口
を
く
ぐ
る
と
、

　

中
に
は
大
き
な
空
洞
が
ひ
ら
け
、
滴
が
激
し
く
し
た
た
っ
て
い
る
。

　

滴
は
、
そ
こ
で
、
人
知
れ
ず
留
ま
っ
て
い
る
が
、
寒
さ
で
凍
結
し
、

　

そ
の
貧
相
な
場
所
を
、
雪
花
石
膏
の
内
張
り
を
し
て
飾
っ
て
い
る
。

私
の
眼
は
そ
の
狭
い
入
口
で
、
広
い
空
洞
は
私
の
心
で
あ
る
。　
　
　
　

   　
　
　

   

三
五

　

そ
の
曇
っ
た
様
々
な
想
い
は
、
内
な
る
雨
と
な
っ
て

　

悲
し
み
の
滴
を
し
た
た
ら
せ
る
。
す
る
と
、
そ
の
落
下
す
る
流
れ
を
、

　

よ
り
冷
た
い
理
性
が
ま
と
め
、
不
易
の
真
実
の
水
脈
に
入
れ
る
。

　
　

そ
れ
は
雪
花
石
膏
よ
り
も
は
る
か
に
純
粋
で
、

　
　

軽
蔑
さ
れ
て
も
、
い
つ
も
真
実
を
守
っ
て
い
る
。    　
　
　
　
　

   　
　
　
　

   

四
〇

野
原
が
あ
る
。
杭
を
そ
こ
の
土
の
中
に

　

深
く
打
ち
込
む
と
、
地
中
に
入
っ
た
部
分
が
、

　

固
く
、
冷
た
く
、
重
い
石
に
変
わ
る
。

 

三
一
行 

洞
窟  

ピ
ー
ク
地
方
に
あ
る
こ
の
洞
窟
は

奇
観
を
呈
す
る
鍾
乳
洞
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
不

思
議
の
一
つ
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
中
部
、
マ
ン
チ
ェ

ス
タ
ー
の
南
東
約
三
〇
キ
ロ
に
あ
る
高
台
の
保
養

地
で
温
泉
が
湧
出
す
る
町
バ
ク
ス
ト
ン
付
近
に
存

在
す
る
「
プ
ー
ル
石
灰
岩
洞
窟 Pool’s H

ole

」
を
、

シ
ド
ニ
ー
は
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
低
く
狭
い
入
口
は
、
白
い
鐘
乳
石
交
り
の
大

き
な
石
灰
岩
の
奇
怪
な
形
の
洞
窟
に
通
じ
て
い

る
。
シ
ド
ニ
ー
の
叔
父
レ
ス
タ
ー
伯
爵
は
、
温
泉

水
を
飲
み
に
し
ば
し
ば
バ
ク
ス
ト
ン
を
訪
れ
て
い

る
。
シ
ド
ニ
ー
は
叔
父
か
ら
そ
の
洞
窟
の
こ
と
を

聞
い
た
か
、
叔
父
に
同
行
し
て
実
見
し
た
か
も
知

れ
な
い
。

四
一
〜
四
四
行 

ホ
リ
ン
シ
ェ
ド
の
『
年
代
記
』

(H
olinnshed’s Chronicles

）
の
一
五
八
七
年
度
版

の
一
三
〇
頁
に
「
バ
ー
ス
市
の
近
郊
に
あ
る
ウ
ィ

ン
バ
ー
ン
修
道
院
の
近
く
に
美
し
い
木
が
立
っ
て

お
り
、
そ
の
木
片
を
辺
り
の
地
中
に
刺
す
か
、
水

中
に
投
ず
る
と
、
一
年
以
内
に
そ
れ
が
石
に
変
わ

（31）
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ま
た
、
そ
れ
が
私
の
中
で
大
き
く
な
る
と
、
ど
う
し
て
単
純
な
魂
が

　
　

こ
ん
な
複
雑
な
悩
み
を
生
み
出
す
の
か
、
ど
う
考
え
て
も
謎
だ 

。　
　

   　
　

  

一
〇

ブ
レ
レ
ト
ン
家
の
所
領
地
に
は
湖
が
あ
っ
て
、
太
陽
が
近
づ
き
、

　

そ
れ
を
暖
め
る
と
―
―
そ
の
と
き
に
限
っ
て
、
神
秘
の
深
み
か
ら

　

枯
れ
た
丸
太
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
そ
の
進
貢
の
儀
が
終
わ
る
と
、

　

そ
れ
は
、
屋
敷
の
当
主
の
最
後
の
命
の
糸
が
紡
が
れ
た
、
悲
し
い
し
る
し
。

感
覚
が
私
の
湖
、
そ
の
静
か
な
水
は
決
し
て
流
れ
な
い
。　
　

   　
　
　
　
　
　

 　

  

一
五

　

し
か
し
、
私
の
太
陽
が
、
そ
の
双
子
座
の
光
を
そ
こ
へ
向
け
る
と
、

　

彼
女
の
中
に
生
じ
た
力
に
よ
っ
て
、
そ
の
感
覚
の
深
み
か
ら
、

　

久
し
く
溺
れ
て
い
た
希
望
を
、
水
を
含
ん
だ
眼
へ
と
浮
上
さ
せ
る
。

　
　

だ
が
、
そ
れ
が
私
の
死
ん
だ
希
望
を
取
り
上
げ
る
の
に
失
敗
す
れ
ば
、

　
　

そ
の
主
人
は
遺
書
を
作
る
よ
う
警
告
さ
れ
て
も
当
然
で
あ
る
。　
　

    　
　
　

  

二
〇

わ
が
国
に
は
、
外
国
の
人
々
が
感
心
す
る
魚
が
い
る
。

　

捕
ま
え
て
、
そ
の
体
の
主
要
な
部
分
を
惨
酷
な
解
剖
に
ゆ
だ
ね
、

　

胆
嚢
を
切
り
取
り
、
ま
た
人
の
手
で
閉
じ
合
わ
せ
る
と
、

　

そ
れ
で
も
、
そ
の
生
命
が
改
め
て
要
求
さ
れ
る
と
き
ま
で
生
き
て
い
る
。

い
っ
そ
う
不
思
議
な
魚
で
あ
る
私
自
身
は
、
ま
だ
息
絶
え
て
い
な
い
、　　
　
　
　

    

二
五

期
）
の
間
に
何
回
か
に
わ
た
っ
て
建
造
さ
れ
た
と

推
測
さ
れ
、古
代
の
祭
祀
遺
跡
の
代
表
と
さ
れ
る
。

　

シ
ド
ニ
ー
は
、
実
妹
メ
ア
リ
の
嫁
ぎ
先
で
あ
る

ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
伯
爵
家
の
ウ
ィ
ル
ト
ン
屋
敷
に
寄

寓
し
た
と
き
、
こ
の
巨
大
石
列
柱
を
見
物
し
た
か

も
し
れ
な
い
。

一
一
〜
一
四
行 

チ
ェ
シ
ャ
ー
州
ブ
レ
レ
ト
ン

（B
rereton

）
に
所
領
地
と
屋
敷
を
構
え
た
ブ
レ
レ

ト
ン
家
に
纏
わ
る
こ
の
伝
説
は
一
九
世
紀
ま
で
伝

わ
っ
て
い
た
。英
国
の
考
古
歴
史
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

キ
ャ
ム
デ
ン
（
一
五
五
一
〜
一
六
二
三
）Britannia  

六
〇
九
頁
に
拠
れ
ば
、「
ブ
レ
レ
ト
ン
家
の
跡
目

（
当
主
）
が
身
罷
る
前
に
は
、
屋
敷
に
隣
接
す
る

湖
の
中
で
、
枯
木
の
塊
が
数
日
間
続
け
て
浮
か
ぶ

の
が
見
ら
れ
た
」
と
い
う
。
ブ
レ
レ
ト
ン
家
と
シ

ド
ニ
ー
と
の
個
人
的
接
点
は
知
ら
れ
て
い
な
い

が
、
シ
ュ
ロ
ー
ズ
ベ
リ
ー
の
グ
ラ
マ
ー
ス
ク
ー
ル

か
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
学
友
だ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。

一
六
行　

私
の
太
陽　

愛
す
る
女
性
を
さ
す
。
双

子
座
の
光
は
、
彼
女
の
両
眼
の
光
の
こ
と
。

二
一
行 

外
国
の
人
々
が
感
心
す
る
魚  

カ
ワ
カ
マ

ス(pike)

の
こ
と
。
ド
レ
イ
ト
ン
『
多
幸
の
国
』

（
一
六
一
三
年
）三
巻
、二
六
一
〜
七
二
行
を
参
照
。

（30）
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光
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
盲
目
と
な
り
、
そ
の
悲
し
み
に
疲
れ
は
て
、

　
　

私
は
、
そ
の
光
の
傍
に
い
た
く
て
、
よ
り
大
き
な
悲
し
み
に
帰
っ
て
い
く
。      

一
〇

　

ち
ょ
う
ど
、
自
分
の
小
さ
な
死
骸
を
焼
く
光
を
好
ん
で
、

　
　

炎
に
向
っ
て
飛
ん
で
行
く
夏
の
虫
の
よ
う
に
。　

　
　
　

私
は
公
平
な
選
択
が
で
き
る
、
盲
目
の
モ
グ
ラ
と
し
て
生
き
る
か
、

　
　
　

あ
る
い
は
、
焼
か
れ
た
虫
と
な
っ
て
死
ぬ
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
二
番

　
　
　
　
　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
七
不
思
議

麗
し
い
ウ
ィ
ル
ト
ン
の
近
く
に
、
巨
大
な
石
の
列
柱
が
見
ら
れ
る
が
、

　

ひ
ど
く
入
り
乱
れ
て
い
る
の
で
、
ど
ん
な
人
の
眼
も
、

　

そ
の
数
を
正
確
に
数
ら
れ
な
い
し
、
ど
ん
な
人
の
理
性
も
、

　

ど
ん
な
力
が
そ
れ
を
こ
ん
な
思
い
が
け
ぬ
所
に
運
ん
だ
の
か
説
明
で
き
な
い
。

私
の
心
の
荒
地
は
、
そ
の
石
列
以
上
に
不
思
議
な
重
荷
へ
と
縛
ら
れ
て
い
る
。　
　
　

 

五

　

そ
の
重
荷
は
、
空
想
の
大
地
か
ら
立
ち
上
が
り
、
理
性
の
天
空
を
摩
す
る  

　

情
欲
の
丘
の
群
れ
で
、
あ
ら
ゆ
る
数
量
の
限
界
を
超
え
、

　

何
処
か
ら
こ
ん
な
途
方
も
な
い
塊
が
私
の
中
に
飛
び
込
ん
で
く
る
の
か
、

　

第
二
二
番

　

本
詩
の
構
造
は
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
『
恋
愛
抒
情
詩

集
』
一
〇
五
番
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
、
そ
の
カ

ン
ツ
ォ
ー
ネ
の
中
で
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
「
新
奇
多
彩

な
六
つ
の
物
」
―
―
「
不
死
鳥
」、「
金
剛
石
」
な

ど
に
恋
す
る
自
分
を
な
ぞ
ら
え
る
。
シ
ド
ニ
ー
の

「
七
」
と
い
う
数
字
は
、お
決
ま
り
の
世
界
の
「
七
」

不
思
議
に
由
来
し
、
読
書
・
博
識
並
び
に
観
察
・

会
話
か
ら
仕
入
れ
た
も
の
ら
し
い
。

本
詩
で
は
、
奇
数
連
と
偶
数
連
と
が
対
に
な
っ
て

い
て
、
奇
数
連
で
紹
介
さ
れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

不
思
議
な
情
景
や
事
物
が
、
偶
数
連
で
恋
に
悩
む

詩
人
の
不
思
議
な
心
の
状
態
の
比
喩
に
な
っ
て
い

る
。

一
行 

巨
大
な
石
柱
の
群  

い
わ
ゆ
る
ス
ト
ー
ン
・

ヘ
ン
ジ
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
南
部
の
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ

平
原
に
立
っ
て
い
る
二
重
環
列
の
巨
大
石
柱
で
、

前
一
九
〇
〇
〜
前
一
五
〇
〇
年
（
新
石
器
時
代
後

（29）
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私
の
生
命
の
一
部
、
そ
れ
も
私
が
ひ
ど
く
嫌
っ
て
い
る
部
分
が
、

　
　

生
き
て
い
て
、
私
の
疲
れ
た
土
く
れ
の
肉
体
に
、
息
を
分
け
与
え
る
。   　

  　

 

一
〇

　

し
か
し
、
あ
の
善
き
部
分
、
全
て
の
慰
安
が
宿
る
部
分
は
、

　
　

今
は
死
ん
で
、
別
れ
は
す
な
わ
ち
死
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　

そ
う
だ
、
死
よ
り
も
悪
い
。
死
は
、
悲
・
喜
両
方
か
ら
の
別
れ
だ
が
、

　
　
　

私
は
、
喜
び
か
ら
別
れ
て
、
苦
悩
の
中
に
ず
っ
と
生
き
る
の
だ
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
一
番

　

私
が
い
つ
も
愛
さ
ず
に
は
お
れ
ぬ
あ
の
輝
く
光
が

　
　

私
の
心
を
傷
つ
け
、
そ
の
傷
を
見
て
喜
ぶ
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
、

　

少
し
の
間
、
そ
こ
か
ら
離
れ
て
い
る
の
が
一
番
よ
い
と
思
っ
た
、

　
　

遠
い
所
に
い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
私
の
気
が
楽
に
な
る
な
ら
ば
。

　

私
の
眼
は
、
そ
の
全
て
の
光
明
が
住
ん
で
い
る
所
か
ら
引
き
離
さ
れ
る
と
、　   　

    

五

　
　

た
ち
ま
ち
盲
目
と
な
り
、
暗
い
絶
望
の
中
に
横
た
わ
る
。

　

ち
ょ
う
ど
、
地
中
深
く
も
ぐ
り
、
空
が
見
え
な
く
な
り
、

　
　

自
分
を
導
い
て
く
れ
る
視
力
を
失
っ
た
モ
グ
ラ
の
よ
う
に
。

　

第
二
一
番

　

愛
す
る
彼
女
か
ら
遠
ざ
か
る
の
は
、
光
を
失
っ

た
モ
グ
ラ
に
な
る
こ
と
に
等
し
い
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
光
で
あ
る
彼
女
の
も
と
に
戻
る
の
は
、

飛
ん
で
火
に
入
る
夏
の
虫
の
よ
う
に
、
思
い
が
叶

え
ら
れ
ず
心
が
焼
か
れ
る
よ
う
な
状
況
に
晒
さ
れ

る
と
い
う
、
二
重
拘
束
の
恋
人
の
状
態
を
歌
う
。

（28）
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理
性
と
の
争
い
で
、
感
覚
に
打
ち
負
か
さ
れ
る
か
ら
、

　

あ
な
た
は
、
ま
す
ま
す
美
し
く
、
ま
す
ま
す
惨
酷
に
な
っ
て
い
く
。　

    　
　

  　
一
五

　

私
は
、
誰
を
も
愛
さ
な
い
愛
人
を
一
途
に
愛
し
続
け
、

　
　

屈
従
し
抗
い
、
苦
痛
に
口
付
け
し
、
そ
れ
を
呪
う
。

　
　

考
え
、
理
性
、
感
覚
、
時
、
あ
な
た
と
私
は
、
依
然
と
し
て
変
わ
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
〇
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　

告　

別

　

し
ば
し
ば
、
私
は
熟
考
し
た
が
、
今
や
っ
と
わ
か
っ
た
。

　
　

死
ぬ
人
々
が
「
去
っ
て
行
く
」
と
言
わ
れ
る
、
そ
の
訳
が
。

　
「
去
っ
て
行
く
」
と
い
う
の
は
、
私
の
耳
に
は
大
変
穏
や
か
な
言
葉
で
、

　
　

死
の
醜
い
投
げ
矢
を
描
く
に
は
、
弱
弱
し
い
と
思
え
た
の
で
あ
っ
た
。

　

だ
が
今
、
奇
妙
な
軌
道
を
辿
る
星
た
ち
が
、
私
を
拘
束
し
、　　

  　
　
　
　
　
　

 　
五

　
　

私
の
心
を
預
け
て
い
る
人
か
ら
の
別
離
を
申
し
渡
す
。

　

私
に
は
、
弱
っ
た
盲
目
の
魂
が
叫
ぶ
声
が
聞
こ
え
る
、

　
　

こ
の
別
れ
で
、
私
の
一
番
大
切
な
部
分
と
別
れ
る
の
だ
、
と
い
う
声
が
。

第
二
〇
番

　

原
文
で
は 

‘part

’ 

と
い
う
音
を
一
一
回
使
っ

て
、 ｢

部
分｣ 

、｢

別
れ
る｣ 

、｢

分
け
る｣ 

な
ど
の

色
々
な
意
味
に
用
い
、
ま
た ‘part’ 

を
含
む ‘de-

part’ (

去
っ
て
行
く
）や ‘im

part’ (

分
け
与
え
る) 

な
ど
の
語
を
利
用
し
て
、
愛
人
か
ら
の
別
離
の
悲

し
み
を
歌
う
。
こ
の
修
辞
的
技
法
は ‘paronom

a-
sia’ 

と
呼
ば
れ
る
「
掛
け
詞
、
地
口
、
語
呂
合
わ

せ
、
言
葉
の
し
ゃ
れ
」
で
、
特
に
、
同
音
異
義
語

を
、
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
に
利
用
す
る
。“H

ere 
lies one w

ho often lied before, B
ut now

 he lies 
here he lies no m

ore.”

（27）
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病
毒
に
汚
さ
れ
た
心
は
、
見
る
も
の
全
て
を
汚
し
て
し
ま
う
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
九
番

も
し
、
こ
ん
な
思
い
を
止
め
る
す
べ
を
考
え
つ
く
こ
と
が
で
き
た
ら
、

　

あ
る
い
は
考
え
続
け
て
、
私
の
考
え
が
よ
い
結
果
を
も
つ
な
ら
、　

　

も
し
、
反
逆
的
な
感
覚
が
、
理
性
の
法
を
受
け
入
れ
る
な
ら
、

　

あ
る
い
は
、
理
性
が
挫
か
れ
て
、
無
駄
な
争
い
を
し
な
い
の
な
ら
、

　
　

そ
れ
な
ら
、
ど
ん
な
考
え
が
、
考
え
る
の
に
一
番
よ
い
か
、
考
え
ら
れ
よ
う
。 　
五

　
　

そ
れ
な
ら
、
巧
み
に
泳
ぐ
こ
と
、
あ
る
い
は
喜
ん
で
沈
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。

も
し
、
あ
な
た
が
そ
の
惨
酷
な
心
を
変
え
て
く
れ
た
ら
、

　

あ
る
い
は
、
常
に
惨
酷
な
時
が
あ
な
た
の
美
し
さ
を
汚
し
て
く
れ
た
ら
、

　

も
し
、
こ
の
愛
が
私
の
魂
か
ら
一
度
で
も
出
て
行
く
こ
と
が
あ
る
な
ら
、

　

あ
る
い
は
、
私
の
愛
人
に
代
わ
る
、
別
な
愛
人
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、　　

    

一
〇

　
　

そ
れ
な
ら
、
あ
な
た
の
助
け
に
よ
り
、
あ
る
い
は
私
自
身
の
中
で
、

　
　

心
の
変
化
、
あ
る
い
は
慰
め
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
私
の
考
え
は
、
い
つ
も
考
え
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
、

第
一
九
番

第
一
八
番
と
同
じ
く
、
こ
れ
も
相
関
詩
で
、
最
後

の
行
で
要
約
さ
れ
る
。

（26）
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黒
胆
汁
質
は
、
女
性
に
喜
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
を
。

　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
八
番

い
つ
も
の
散
歩
道
な
の
に
、
い
つ
も
の
印
象
が
変
わ
る
の
は
、

　

不
思
議
な
原
因
か
ら
生
じ
る
、
何
ら
か
の
原
因
が
あ
る
の
だ
。

私
が
眼
を
向
け
る
も
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
、

　

私
の
苦
痛
の
一
部
が
、
彫
り
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
。

　
　岩

は
、
節
操
の
固
い
心
の
し
る
し
で
あ
っ
た
の
に
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　

 

五

　

今
で
は
、
険
し
く
聳
え
立
ち
、
厳
し
い
拒
絶
を
示
し
て
い
る
。

木
陰
な
す
森
は
、
今
で
は
、
私
の
太
陽
を
暗
く
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
、

　

堂
々
た
る
岡
は
、
元
気
な
く
低
く
見
え
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
い
。

落
ち
着
い
た
洞
穴
は
、
今
は
、
落
ち
着
き
の
な
い
幻
影
を
も
た
ら
し
、

　

谷
は
、
ど
ち
ら
を
見
て
も
、
険
し
い
上
り
坂
ば
か
り
。　
　
　
　
　
　
　

   　

  　

 

一
〇

刈
ら
れ
た
ば
か
り
の
牧
草
地
の
よ
う
に
、
私
は
喜
び
を
絶
た
れ
て
生
き
て
い
る
。

　

あ
あ
、
美
し
い
小
川
も
、
私
の
涙
で
水
か
さ
を
増
し
て
い
る
。

　
　

岩
、
森
、
岡
、
洞
穴
、
谷
、
牧
草
地
、
小
川
は
、
私
に
答
え
て
言
う
、

　

第
一
八
番

　

自
然
の
風
景
と
恋
す
る
者
の
心
的
状
況
の
相
関

を
軸
に
し
た
詩
。『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』

の
四
三
番
と
一
〇
〇
番
も
こ
の
よ
う 

な
相
関
を

軸
に
し
た
詩
。本
詩
で
は
、「
岩
」、「
森
」、「
岡
」、「
洞

穴
」、「
谷
」、「
牧
草
地
」、「
小
川
」
と
い
う
自
然

の
要
素
が
次
々
に
繰
り
出
さ
れ
、
心
的
状
況
と
の

相
関
関
係
が
最
後
の
二
行
で
要
約
さ
れ
る
と
い
う

構
造
に
な
っ
て
い
る
。

（25）
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蘇
え
ら
せ
、
あ
な
た
を
た
だ
物
語
の
材
料
に
使
う
だ
け
で
、

　
　

自
分
た
ち
は
充
分
幸
せ
者
だ
と
思
っ
て
い
る
の
に
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

三
五

　
　
　
　

　

そ
れ
で
は
、
ア
ポ
ロ
の
善
き
神
よ
、
そ
の
弓
を
片
付
け
よ
。

　
　

今
は
詩
作
の
と
き
だ
か
ら
、
竪
琴
を
手
に
取
り
、
歌
い
た
ま
え
。

　
　

私
の
頭
の
中
に
、
何
か
神
聖
な
気
分
を
溢
れ
さ
せ
よ
、

　
　

世
の
人
々
が
皆
、
私
の
悲
し
み
、
溜
め
息
、
涙
を
知
る
た
め
に
。

　
　

ほ
れ
、
今
私
が
詩
作
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
見
え
な
い
か
。　
　
　

  　
四
〇

　

私
は
陽
気
だ
っ
た
―
―
そ
う
だ
、
ど
う
し
て
喜
ば
ず
に
お
れ
た
だ
ろ
う
、

　
　

た
だ
私
だ
け
が
、
無
比
の
恋
人
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
、

　
　

自
慢
し
て
当
然
と
思
え
た
、
そ
の
と
き
に
。

　
　

だ
が
、
今
、
私
の
顔
が
喜
び
で
覆
わ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

　
　

カ
ル
タ
ゴ
陥
落
の
と
き
、
ハ
ン
ニ
バ
ル
が
笑
っ
た
こ
と
を
思
い
た
ま
え
。　
　

  

四
五

美
し
い
女
よ
、
暗
い
表
情
を
し
た
者
た
ち
を

　

私
と
較
べ
る
と
、
私
が
い
か
に
も
軽
薄
な
人
間
だ
と
思
わ
れ
た
。

　

冴
え
な
い
顔
色
を
し
て
、
禁
欲
主
義
者
の
よ
う
に
見
え
る
者
、

　

自
分
の
言
葉
に
重
み
を
つ
け
る
た
め
、
無
理
に
沈
黙
す
る
者
、

　

地
面
を
見
て
い
る
た
め
、
そ
の
眼
が
清
ら
か
に
見
え
る
者
、　　
　
　
　
　

 　
　

   

五
〇

　
　

そ
ん
な
者
た
ち
を
信
じ
て
は
い
け
な
い
。
真
の
医
学
は
知
っ
て
い
る
、

四
五
行 

ハ
ン
ニ
バ
ル  H

annibal(247-183 B
.C

.)  

カ
ル
タ
ゴ
の
名
将
。生
涯
ロ
ー
マ
と
戦
い
続
け
た
。

第
二
ポ
エ
ニ
戦
争
（
前
二
一
八
〜
二
〇
一
）
で
、

敵
の
意
表
を
突
き
、
ピ
レ
ネ
ー
か
ら
冬
の
ア
ル
プ

ス
越
え
を
敢
行
し
て
イ
タ
リ
ア
に
侵
入
し
、
ロ
ー

マ
軍
を
壊
滅
さ
せ
た
。「
ハ
ン
ニ
バ
ル
来
る
」
の

言
葉
は
、
ロ
ー
マ
人
の
心
胆
を
寒
か
ら
し
め
、
長

く
諺
と
し
て
残
っ
た
。
し
か
し
、
後
に
ロ
ー
マ
の

名
将
ス
キ
ピ
オ
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
に
ザ
マ
の
戦
い

で
打
ち
破
ら
れ
、
小
ア
ジ
ア
方
面
に
亡
命
し
、
自

ら
毒
を
仰
い
て
絶
命
、
カ
ル
タ
ゴ
も
滅
亡
し
た
。

ペ
ト
ラ
ル
カ
『
恋
愛
抒
情
詩
集
』
一
〇
二
番
、
五

〜
八
行
に
「
ハ
ン
ニ
バ
ル
も
ま
た
、
運
命
に
見
放

さ
れ
／
玉
座
か
ら
、
ロ
ー
マ
打
倒
の
目
論
見
か
ら

き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
足
を
洗
っ
た
と
き
／
悲
し
み
に

呻
い
て
い
る
人
々
に
向
か
っ
て
笑
い
か
け
た
／
彼

の
残
酷
な
恨
み
を
吐
き
出
し
放
棄
す
る
た
め
に
」

と
あ
る
の
を
参
照
。

四
八
行　
「
冴
え
な
い
顔
を
し
て
」‘in  cloudy 

hue

’
は
、「
暗
い
服
を
着
て
」
と
も
解
せ
る
。

五
二
行　

黒
胆
汁
の
性
質
の
者
は
、
暗
い
顔
と
陰

鬱
な
性
格
を
特
徴
と
す
る
と
さ
れ
た
。『
オ
ー
ル

ド
・
ア
ー
ケ
イ
デ
ィ
ア
』
一
一
番
ド
ロ
ス
の
歌
七

〜
一
〇
行
に
、「「
吐
ぬ
か
す
な
」
と
応
じ
て
〈
自

然
〉、「
こ
れ
は
全
く
些
細
な
こ
と
／
運
、
不
運
を

く
れ
る
は
人
間
そ
の
人
、
心
の
操
り
方
次
第
。
／

此
奴
の
気
質
を
陰
鬱
な
黒
胆
汁
を
熱
し
て
作
る
は

私
。
／
人
生
の
悦
び
も
此
奴
に
は
悲
哀
と
な
る
」

と
あ
る
の
を
参
照
。

（24）
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お
お
、
そ
れ
は
こ
う
な
の
だ
―
―
優
し
い
心
の
中
で
も
、

　
　

節
の
あ
る
藁
が
見
つ
か
り
、
些
細
な
こ
と
が
憎
し
み
を
生
み
出
す
。

　
　

た
っ
た
一
頭
の
馬
が
、
ト
ロ
イ
の
地
を
荒
廃
さ
せ
、

　
　

ギ
リ
シ
ャ
の
三
脚
台
が
、
開
戦
の
ラ
ッ
パ
を
鳴
り
響
か
せ
、

　
　

ロ
バ
一
頭
の
影
が
、
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
も
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　

  

二
〇

　

も
し
、
ギ
リ
シ
ャ
人
た
ち
が
、
そ
ん
な
小
さ
な
原
因
に
心
を
動
か
さ
れ
、

　
　

そ
れ
ら
の
騒
ぎ
を
縺
れ
さ
せ
、
元
に
戻
す
の
に
難
儀
し
た
と
し
て
も
、

　
　

美
し
い
婦
人
方
が
、
そ
ん
な
厳
し
い
慣
習
を
守
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
　

そ
し
て
、
不
機
嫌
の
中
に
、
い
つ
ま
で
も
留
ま
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
　

私
は
そ
れ
を
願
わ
な
い
。
御
婦
人
方
の
気
性
は
繊
細
極
ま
り
な
い
か
ら
。　

  　
二
五

　

彼
女
は
言
う
、
私
の
手
が
、
私
の
心
の
証
し
を
立
て
て
い
な
い
、

　
　

私
が
私
の
生
け
る
死
と
、
果
て
し
な
い
苦
痛
を
描
く
、

　
　

悲
し
い
歌
を
作
ら
な
い
か
ら
だ
、
と
。

　
　

愛
神
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
の
矢
の
傷
み
を
味
わ
っ
て
い
る
者
に
し
て
は
、

　
　

私
が
あ
ま
り
に
陽
気
な
日
々
を
送
っ
て
い
る
と
、
彼
女
は
考
え
る
の
だ
。　

  　
三
〇

　

す
る
と
、
詩
人
た
ち
だ
け
が
、
唯
一
真
実
の
恋
人
と
い
う
わ
け
か
、

　
　

彼
ら
は
、
そ
の
心
を
詩
の
韻
律
に
注
い
で
い
て
、

　
　

チ
ョ
ー
サ
ー
の
愛
人
も
知
っ
て
い
た
、
古
い
立
派
な
も
の
悲
し
い
歌
を

い
た
ギ
リ
シ
ャ
兵
た
ち
が
忍
び
出
て
場
内
か
ら
ト

ロ
イ
の
門
を
開
き
、
味
方
の
軍
勢
を
引
き
入
れ
て

ト
ロ
イ
の
城
内
を
略
奪
・
占
領
し
、
た
め
に
ト
ロ

イ
は
落
城
し
て
焼
け
野
原
と
な
っ
た
。

一
九
行 

ギ
リ
シ
ャ
の
三
脚
台  

戦
争
に
取
り
掛
か

る
前
に
、
そ
の
道
行
を
占
う
こ
と
を
託
さ
れ
て
、

デ
ル
ポ
イ
の
神
殿
の
巫
女
が
そ
こ
か
ら
ア
ポ
ロ
の

神
託
を
述
べ
た
祭
壇
。

二
〇
行 

ロ
バ
一
頭
の
影  

ロ
バ
を
雇
っ
て
旅
を
し

て
い
た
男
が
、
強
い
日
差
し
を
ロ
バ
の
影
で
避
け

よ
う
と
し
た
。
す
る
と
御
者
は
、
ロ
バ
の
影
ま
で

貸
し
た
覚
え
は
な
い
と
言
っ
た
、
と
い
う
デ
モ
ス

テ
ネ
ス(D

em
osthenes, 384?-322 B

.C
.)

の
寓
話

へ
の
言
及
。
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
こ
の
寓
話
を
、
ア

テ
ネ
の
人
々
が
彼
の
演
説
を
聞
い
て
抱
い
た
関
心

の
平
凡
さ
を
証
明
す
る
た
め
に
語
っ
た
と
さ
れ

る
。
プ
ル
タ
ル
コ
ス
『
モ
ラ
リ
ア
』
八
四
八
Ａ
を

参
照
。

（23）
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第
一
七
番

　

私
の
恋
人
は
、
顔
を
し
か
め
て
、
私
が
愛
し
て
な
い
と
言
う
。

　
　

私
は
異
議
を
申
し
立
て
、
し
か
る
べ
き
奉
仕
を
行
い
、

　
　

遜
っ
て
、
一
途
な
誠
実
の
証
を
立
て
よ
う
と
す
る
。

　
　

し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
彼
女
か
ら
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
、

　
　

私
が
不
実
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
、
根
拠
の
な
い
深
い
疑
い
を
。　
　
　
　
　
　

 　
五

　

も
し
、
宣
誓
が
役
に
立
つ
の
な
ら
、
詩
人
た
ち
の
言
う

　
　

神
々
も
恐
れ
る
ス
テ
ィ
ク
ス
の
川
に
か
け
て
、
誓
言
す
る
、

　
　

私
は
愛
の
誓
い
を
、
決
し
て
捨
て
は
し
な
か
っ
た
と
。

　
　

自
か
ら
選
ん
で
奴
隷
に
な
っ
た
私
が
、
ど
う
し
て

　
　

心
に
思
う
以
外
の
こ
と
を
、
顔
に
表
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。　
　
　
　

  

一
〇

　

だ
か
ら
、
私
の
詩
神
よ
、
知
っ
て
い
る
の
は
そ
な
た
だ
け
だ
か
ら
、

　
　

教
え
て
お
く
れ
、
謂
れ
の
な
い
悲
し
み
の
原
因
を
、

　
　

教
え
て
お
く
れ
、
ど
ん
な
悪
意
が
、
私
の
善
行
を
辱
め
た
か
を
、

　
　

教
え
て
お
く
れ
、
私
の
喜
び
と
希
望
と
が
、
い
つ
も
満
ち
て
い
た
の
に
、

　
　

ど
う
し
て
、
こ
ん
な
に
減
退
し
、
ひ
ど
い
引
き
潮
に
な
っ
た
か
を
。　
　
　

  　
一
五

　

第
一
七
番

　

あ
な
た
は
私
を
愛
し
て
い
な
い
と
い
う
愛
人
に

対
し
て
、
そ
れ
が
不
当
な
言
い
掛
か
り
で
あ
る
と

抗
議
す
る
恋
人
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
。
詩
作
に
関
し
て

素
人
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
四
〇
行
目
）
恋
す
る

男
が
書
い
た
ぎ
こ
ち
な
い
旧
式
の
詩
を
装
っ
て
い

る
。

七
行  

ス
テ
ュ
ク
ス
の
川(the Styx)  

冥
界
を
七

巻
す
る
三
途
の
川
。
死
者
は
渡
し
守
カ
ロ
ン
の
船

に
乗
せ
ら
れ
て
、
こ
の
川
を
渡
り
死
者
の
国
に

入
っ
た
と
さ
れ
る
。
神
々
は
こ
の
川
に
か
け
て
誓

い
を
立
て
る
。
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
の
神
々
と
テ
ィ
タ

ン
た
ち
と
の
戦
い
が
始
ま
る
と
、
前
者
の
主
神
ゼ

ウ
ス
の
呼
び
か
け
に
真
っ
先
に
応
じ
て
、
子
ど
も

た
ち
と
も
ど
も
味
方
し
た
の
で
、
ゼ
ウ
ス
は
そ
の

報
酬
と
し
て
、
神
々
が
ス
テ
ュ
ク
ス
の
水
に
か
け

て
建
て
た
誓
い
は
、
決
し
て
破
る
こ
と
が
出
来
な

い
よ
う
に
取
り
計
ら
っ
た
と
い
う
。

一
七
行  

節
の
あ
る
藁  

ラ
テ
ン
語
の ‘nodum

 in 
scirpo quaerere’

「
灯
心
草
に
節
を
探
す
」(

欠
点

の
な
い
も
の
に
欠
点
を
探
す) 

と
い
う
諺
に
ひ
っ

か
け
た
も
の
。

一
八
行 

一
頭
の
馬  

ギ
リ
シ
ャ
軍
が
敵
を
欺
い
て

ト
ロ
イ
の
城
内
に
入
る
の
に
用
い
た
空
洞
の
大
き

な
木
馬
。
知
将
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
神
へ
の
捧
げ

物
と
見
せ
か
け
て
ギ
リ
シ
ャ
兵
を
中
に
詰
め
込
ん

だ
木
馬
を
ト
ロ
イ
に
入
場
さ
せ
る
こ
と
を
思
い
つ

き
、
エ
ビ
イ
オ
ス
が
ア
テ
ナ
女
神
の
助
け
を
得
て

建
造
し
た
木
馬
の
中
か
ら
、
夜
に
な
る
と
隠
れ
て

（22）
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第
一
六
番

か
つ
て
、
あ
る
サ
テ
ュ
ロ
ス
が
、
逃
げ
出
し
た
、

　

自
分
が
吹
き
鳴
ら
し
た
、
角
笛
の
音
が
恐
ろ
し
く
な
っ
て
。

恐
れ
、
恐
れ
ら
れ
て
、
彼
は
彼
自
身
か
ら
逃
げ
た
の
だ
、

　

自
分
が
知
ら
な
い
も
の
の
中
に
、
不
思
議
な
災
い
が
あ
る
と
思
っ
て
。

そ
う
い
う
謂
れ
の
な
い
恐
怖
心
を
、
臆
病
な
者
た
ち
が
抱
く
と
、

　

自
分
が
ほ
し
い
と
望
む
も
の
を
避
け
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
理
由
を
問
わ
ず
、
ど
う
し
た
ら
自
分
を
救
え
る
か
だ
け
を
考
え
て
。

　

落
ち
着
き
を
捨
て
た
、
こ
の
哀
れ
な
獣
の
よ
う
に
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
、
私
も
、
己
の
言
葉
に
つ
い
て

　

己
が
抱
く
疑
い
の
た
め
、
己
の
幸
運
を
捨
て
る
か
も
し
れ
な
い
。

起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
へ
の
恐
れ
か
ら
、

　

己
が
望
む
獲
物
を
追
跡
す
る
楽
し
み
を
や
め
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　

親
愛
な
る
ダ
イ
ア
ー
よ
、
私
は
君
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
の
方
が
好
き
だ
、

　
　

美
し
く
輝
く
火
に
口
付
け
を
し
て
、
唇
に
火
傷
を
し
た
奴
の
方
が
。

寓
話
。
サ
テ
ュ
ロ
ス
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
出
て
く

る
森
の
神
で
、
酒
神
バ
ッ
カ
ス
の
従
者
。
半
人
半

馬
（
時
に
、
山
羊
）
の
姿
で
描
か
れ
、
酒
飲
み
騒

ぎ
と
好
色
で
知
ら
れ
る
。
ロ
ー
マ
神
話
の
フ
ァ
ゥ

ヌ
ス
と
同
一
視
さ
れ
る
。

（21）
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第
一
六
番
（
ａ
）

　
　
　
　
　

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ダ
イ
ア
ー
作

プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
が
、
初
め
て
高
い
天
か
ら
、

　

以
前
は
地
上
で
見
た
こ
と
の
な
い
、
火
を
持
っ
て
降
り
た
と
き
、

そ
ば
に
立
っ
て
い
た
サ
テ
ュ
ロ
ス
が
、
喜
び
の
余
り
た
わ
い
な
く
、

　

そ
の
火
に
口
付
け
し
た
、
美
味
し
い
も
の
の
よ
う
だ
っ
た
の
で
。

た
ち
ま
ち
、
異
様
な
焼
き
焦
が
す
力
を
感
じ
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　
五

　

そ
の
痛
み
に
気
が
狂
い
、
叫
び
声
や
、
金
切
り
声
の
悲
鳴
を
あ
げ
、

川
や
野
原
、
ま
た
木
陰
の
中
に
、
安
ら
ぎ
を
求
め
た
。

　

だ
が
、
当
分
の
間
、
彼
の
苦
痛
は
彼
か
ら
離
れ
ず
、
ず
っ
と
つ
い
て
回
っ
た
。

そ
れ
と
同
じ
く
、
私
も
愚
か
者
、
天
上
か
ら
来
た
天
使
の
、

　

人
間
の
形
を
し
た
見
慣
れ
ぬ
姿
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   　
　

  　

 

一
〇

眼
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
と
、
そ
の
印
象
が
眼
に
焼
き
つ
い
た
。

　

そ
れ
以
来
、
私
は
、
愛
の
意
の
ま
ま
に
、
走
っ
た
り
、
止
ま
っ
た
り
。

　
　

違
い
は
、
サ
テ
ュ
ロ
ス
は
唇
に
、
私
は
心
に
、

　
　

彼
は
し
ば
し
の
間
、
私
は
永
久
に
、
傷
の
痛
み
を
も
つ
と
い
う
こ
と
。

（20）

ば
、『
ニ
ュ
ー
・
ア
ー
ケ
イ
デ
ィ
ア
』
第
一
巻
に
、「
瞼

を
縫
い
閉
じ
ら
れ
た
鳩
は
、
盲
目
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
い
や
増
し
に
高
く
飛
ぼ
う
と
す
る
」、
フ
ラ
ン

シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
『
随
想
録
』
の
「
野
心
に
つ
い
て
」

に
、「
ど
ん
な
人
で
も
、
そ
う
い
う
役
割
を
演
じ
る

た
め
に
は
、
瞼
を
縫
い
閉
じ
ら
れ
た
鳩
み
た
い
に
な

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
辺
り
を
見
回
す
こ
と
が
で
き
な

い
た
め
に
、
ど
ん
ど
ん
高
く
舞
い
上
が
る
よ
う
に
な

る
わ
け
で
あ
る
」
を
参
照
。

　

第
一
六
番
（
ａ
）

　

シ
ド
ニ
ー
の
友
人
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ダ
イ
ア
ー
に
よ

る
ソ
ネ
ッ
ト
。
次
の
一
六
番
は
そ
れ
に
対
す
る
シ
ド

ニ
ー
の
返
し
歌
。

　

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ダ
イ
ア
ー
（Sir Edw

ard D
yer, 

1543-1607)

は
、
シ
ド
ニ
ー
と
と
も
に
エ
リ
ザ
ベ
ス

一
世
の
宮
廷
の
華
で
あ
り
、 

当
時
の
人
々
か
ら
詩
人

と
し
て
の
評
価
を
受
け
て
い
た
が
、
し
か
し
、
作
品

は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。シ
ド
ニ
ー
の
遺
書
に
、

彼
の
蔵
書
を
フ
ル
ク
・
グ
レ
ヴ
ィ
ル
（Sir Fulke 

G
reville 1554-1628

）
と
ダ
イ
ア
ー
と
で
分
け
て
欲

し
い
と
書
か
れ
て
い
る
。
外
交
使
節
と
し
て
、
オ
ラ

ン
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
へ
赴
く
。
彼
の
現
存
す
る
数
少

な
い
詩
の
中
で
、‘M

y M
ind to M

e a K
ingdom

 is’ 

で
始
ま
る
詩
が
最
も
有
名
。

一
〜
八
行 

プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
が
も
た
ら
し
た
火
に
口

づ
け
を
し
た
サ
テ
ュ
ロ
ス
の
話
は
、
一
六
世
紀
に
出

版
さ
れ
た
『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
に
出
て
く
る
有
名
な
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第
一
五
番

　
　
　

Non m
i vuol e non m

i trahe d’Im
paccio 

と
い
う
ペ
ト
ラ
ル
カ
の

　
　
　
　

言
葉
を
金
言
と
す
る
、
瞼
を
縫
い
閉
じ
ら
れ
た
鳩
の
紋
章
に
つ
い
て

瞼
を
縫
い
閉
じ
ら
れ
、
飛
び
上
が
る
鳩
は
、

　

自
由
に
な
っ
た
の
で
も
な
く
、
忠
義
に
縛
ら
れ
る
の
で
も
な
い
。

高
く
昇
れ
ば
、
何
か
救
い
が
得
ら
れ
る
の
で
は
と
期
待
は
し
た
が
、

　

や
が
て
、
力
不
足
の
た
め
、
地
面
に
落
ち
て
来
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
の
よ
う
に
、
私
の
心
は
愛
神
の
導
き
の
眼
に
捉
え
ら
れ
、　　
　
　
　
　
　
　
　

  　

 

五

　

心
地
よ
い
傷
を
受
け
た
と
思
っ
た
そ
の
場
所
か
ら
解
き
放
た
れ
た
が
、

生
き
る
許
し
を
与
え
ら
れ
ず
、
死
ぬ
定
め
で
も
な
く
、

　

病
気
の
ま
ま
で
い
る
の
で
も
な
く
、
健
康
に
な
れ
る
の
で
も
な
い
。

し
か
し
、
私
の
心
は
そ
の
空
想
の
翼
で
、
翔
け
上
が
り
、

　

高
い
奇
想
を
求
め
る
が
、
し
ば
し
ば
そ
の
成
果
は
ほ
ん
の
僅
か
。　
　
　
　
　

  　
一
〇

や
が
て
、
心
は
、
傷
つ
き
、
盲
い
と
な
り
、
疲
れ
果
て
、

　

飛
ぶ
力
を
失
い
、
ど
こ
に
落
ち
る
か
も
解
か
ら
な
く
な
る
。

　
　

お
お
、
幸
せ
だ
ろ
う
に
、
鳩
は
、
捕
わ
れ
の
身
と
な
ら
な
け
れ
ば
。

　
　

も
っ
と
幸
せ
だ
ろ
う
に
、
私
は
、
捕
わ
れ
の
身
の
ま
ま
で
居
ら
れ
れ
ば
。

　

第
一
五
番

　

本
詩
は
、
馬
上
槍
試
合
で
使
わ
れ
る
楯
に
描

か
れ
た
白
と
黒
の
素
朴
な
図
案
に
標
語
が
添
え

ら
れ
た im

presa

（
紋
章
）
に
関
す
る
歌
で
あ
る
。

im
presa

製
作
の
規
則
は
、
図
案
と
標
語
の
両
方

を
考
慮
し
て
初
め
て
そ
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
紋
章
に
描
か
れ
た
瞼
を
縫

い
綴
じ
ら
れ
た
鳩
の
絵
と
そ
れ
に
添
え
ら
れ
た
標

語
を
見
て
、
詩
人
は
、
そ
の
鳩
と
同
様
に
生
か
し

て
も
も
ら
え
ず
、
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
で
も
な
い
、

恋
の
傷
を
負
っ
た
自
分
の
状
態
を
歌
っ
て
い
る
。

‘N
on m

i vuol e non m
i trahe d’Im

paccio’ 

は
、

ペ
ト
ラ
ル
カ
の
『
恋
愛
抒
情
詩
集
』
一
三
四
番
の

翻
案
で
、「
彼
」（
愛
神
）
が
暴
君
で
あ
る
と
言
う
。

英
語
で
は ‘H

e does not w
ant m

e and does not 
deliver m

e from
 trouble’ 

（
彼
は
私
を
欲
し
が
る

の
で
も
な
く
、
ま
た
私
を
骨
折
り
苦
労
か
ら
解
放

し
て
く
れ
る
の
で
も
な
い
）
の
意
。

　

ペ
ト
ラ
ル
カ
（Francesco Petraca 1304-

1374

）
は
、
イ
タ
リ
ア
の
詩
人
・
人
文
主
義
者
で
、

永
遠
の
恋
人
ラ
ウ
ラ
へ
の
一
途
な
愛
を
綴
っ
た 

Canzoniere (1360) 

三
六
〇
篇
は
、
と
り
わ
け
、

シ
ド
ニ
ー
や
ス
ペ
ン
サ
ー
を
筆
頭
と
す
る
一
六
世

紀
後
半
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
詩
人
た
ち
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。

一
行 

瞼
を
縫
い
と
じ
ら
れ
た  

瞼
を
縫
い
綴
じ
る

の
は
、
鷹
の
訓
練
法
の
一
部
で
、
瞼
を
糸
で
縫
い

綴
じ
ら
れ
た
鳥
は
、
方
向
感
覚
を
な
く
し
て
、
疲

れ
き
る
ま
で
上
方
に
舞
い
上
が
っ
て
い
く
。
例
え

（19）
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第
一
三
番

　
　
　

カ
ト
ゥ
ル
ス
よ
り

誰
に
と
も
な
く
、
私
の
女
は
言
う
、「
あ
な
た
以
外
の
、
誰
の
妻
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

　

た
と
え
、
ジ
ュ
ピ
タ
ー
に
求
愛
さ
れ
よ
う
と
も
、
い
や
で
す
」
と
。

こ
の
よ
う
に
女
は
言
う
が
、
熱
烈
な
恋
人
へ
の
女
の
言
葉
は
、

　

風
か
、
水
の
流
れ
の
中
に
、
書
き
留
め
る
の
が
必
然
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　

第
一
四
番

美
し
い
人
よ
、僕
た
ち
に
恐
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
、こ
よ
な
く
愛
さ
れ
る
よ
う
に
な
さ
い
、

多
く
の
人
に
恐
れ
ら
れ
る
者
は
、
ま
た
多
く
の
人
を
恐
れ
る
、
そ
れ
は
真
実
だ
か
ら
。

　

第
一
三
番

　

カ
ト
ゥ
ル
ス(Jaius Valerius C

atullus, 84?-
54 B

.C
.) 

は
ロ
ー
マ
の
叙
情
詩
人
で
、
恋
愛
短
詩

や
風
刺
詩
な
ど
を
得
意
と
す
る
。
彼
の
現
存
す
る

一
一
六
篇
の
詩
の
う
ち
、
二
五
篇
が
人
妻
（
ク
ロ

デ
ィ
ア
。
詩
の
中
の
名
前
で
は
、
レ
ズ
ピ
ア
）
と

の
激
し
く
か
つ
不
幸
な
恋
愛
を
描
い
て
い
る
。
エ

レ
ゲ
イ
ア
（
哀
歌
）
体
の
音
量
詩
で
あ
る
本
詩
は
、

カ
ト
ゥ
ル
ス
七
〇
番
を
英
語
に
移
し
た
初
め
て
の

試
み
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
移
り
気
な
女
の
愛

を
風
刺
し
て
い
る
。『
オ
ー
ル
ド
・
ア
ー
ケ
イ
デ
ィ

ア
』一
一
歌
、ド
ロ
ス
の
歌「〈
運
命
〉〈
自
然
〉〈
愛
〉

が
私
を
め
ぐ
り
長
い
こ
と
争
っ
た
／
虫
け
ら
の
私

に
最
高
の
不
幸
を
与
え
る
の
は
何
れ
か
と
」
も
参

照
。

　

第
一
四
番

　

セ
ネ
カ(L.A

.Seneca, 4? B
.C

.-A
.D

.65)

の

悲
劇
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』（O

edipus) 

の
七
五
ー

七
六
行
の
英
語
訳
で
、
原
文
の
一
二
音
節
を
エ
レ

ゲ
イ
ア
体
の
音
量
詩
二
行
連
句
に
直
し
て
い
る
。

（18）



熊 本 県 立 大 学 文 学 部 紀 要 　　第 20巻　　　201494

　

シ
タ
ー
ン
の
楽
器
で
目
覚
め
さ
せ
、
弓
を
用
い
な
い
こ
と
も
あ
る
。　
　
　
　

  　
一
五

厳
し
い
状
況
で
は
、
毅
然
と
し
て
、
勇
気
を
振
る
え
、

　

叡
智
に
満
ち
た
、
落
ち
着
い
た
人
よ
。

　

だ
が
、
風
が
強
す
ぎ
る
と
き
は
、
ふ
く
ら
ん
だ
帆
を
た
た
む
の
だ
。

一
五
行　

シ
タ
ー
ン　

一
六
〜
七
世
紀
に
、
特
に

英
国
で
流
行
し
た
リ
ュ
ー
ト
、あ
る
い
は
、ギ
タ
ー

に
似
た
弦
楽
器
の
こ
と
。

（17）
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第
一
二
番

　
　

Rectius viues 

で
始
ま
る
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
詩
よ
り
の
翻
訳 

あ
な
た
は
、
き
っ
と
、
も
っ
と
安
全
に
生
き
ら
れ
よ
う
、
も
し
、
い
つ
も

　

荒
海
に
乗
り
出
し
た
り
せ
ず
、
海
の
嵐
を
避
け
る
と
き
も
、

　

備
え
の
悪
い
海
岸
に
、
向
こ
う
見
ず
に
迫
り
寄
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
。

中
庸
を
愛
す
る
人
は
、
恙
な
く
平
安
に
暮
ら
す
、

　

廃
れ
た
家
の
不
潔
さ
か
ら
免
れ
て
。
ま
た
、
静
か
に
暮
ら
す
、　　
　
　

  　
　

 　
　
五

　

妬
み
が
つ
き
も
の
の
宮
廷
か
ら
開
放
さ
れ
て
。

風
が
最
も
害
を
加
え
る
の
は
、
し
ば
し
ば
、
最
も
巨
大
な
松
の
木
で
あ
る
。

　

堂
々
た
る
塔
は
、
壊
れ
る
と
き
、
よ
り
激
し
く
倒
壊
し
、

　

最
も
高
い
岡
を
こ
そ
、
稲
妻
は
引
き
裂
く
。

不
幸
な
出
来
事
は
希
望
で
満
た
し
、
幸
運
な
出
来
事
は　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
一
〇

　

変
化
へ
の
不
安
で
、
充
分
覚
悟
の
で
き
た
勇
気
で
も
ひ
る
ま
せ
る
。

　

険
悪
な
冬
も
、
来
た
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
去
っ
て
行
く
で
あ
ろ
う
。

現
在
と
過
去
が
、
災
い
の
罠
に
か
か
っ
て
も
、

　

災
い
は
長
続
き
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
ポ
ロ
は
、
眠
れ
る
詩
神
を

　

第
一
二
番

　

本
詩
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
詩
人
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス

(H
orace, 65--8 B

.C
.) 

の
『
歌
謡
』(Carm

ina ) II. 
X

の
忠
実
な
英
語
訳
。
原
詩
の
サ
ッ
フ
ォ
ー
詩
体

の
各
連
を
、
三
韻
句
法
〈
ダ
ン
テ
が
『
神
曲
』
に

用
い
た
詩
型terza rim

a. 

英
詩
で
は
、
通
例
、
弱

強
五
歩
格
で
、aba, bcb, cdc 

… 

の
脚
韻
構
造
〉

の
三
行
各
連
に
転
換
し
て
い
る
。

‘R
ectius viues’ 

は
ラ
テ
ン
語
で
、英
語
で
は ‘You 

shall live better’ 

の
意
。

（16）
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第
一
一
番

彼
女
が
「
お
お
、
惨
酷
な
苦
痛
よ
」
と
言
う
の
を
聞
い
た
が
、

　

彼
女
は
、
自
分
の
美
し
さ
が
ど
ん
な
姿
を
し
て
い
る
か
、
知
っ
て
い
る
の
か
。

彼
女
は
本
当
に
嘆
い
て
い
て
、
他
人
は
偽
っ
て
嘆
く
と
思
っ
て
い
る
の
か
。

　

彼
女
は
感
じ
る
こ
と
を
恐
れ
る
が
、
他
人
の
恐
れ
は
感
じ
取
れ
な
い
の
か
。

そ
れ
と
も
、
心
は
全
て
の
苦
痛
に
耐
え
う
る
と
思
っ
て
い
る
の
か
。　
　
　
　
　
　
　

 

五

　

重
い
大
地
は
嘆
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
燃
え
る
心
は
そ
れ
が
で
き
な
い
と
、

眼
は
、
血
の
涙
を
流
し
て
、
心
よ
り
も
、
ひ
ど
く
泣
け
る
と
、

　

感
覚
は
、
感
覚
を
包
ん
で
い
る
も
の
以
上
に
、
感
じ
う
る
と
思
っ
て
い
る
の
か
。

い
や
、
い
や
、
彼
女
は
賢
く
て
、
よ
く
知
っ
て
い
る
、
自
分
の
顔
は

　

そ
れ
が
他
人
に
与
え
て
い
る
ほ
ど
の
苦
痛
を
も
た
な
い
こ
と
を
。　
　
　
　
　

      

一
〇

彼
女
は
知
っ
て
い
る
、
そ
の
完
全
な
場
所
の
病
気
は
、

　

そ
れ
で
も
、
私
の
生
命
を
救
え
る
ほ
ど
の
健
全
さ
を
も
つ
こ
と
を
。

　
　

だ
が
彼
女
は
こ
う
考
え
る
、
我
々
の
苦
痛
は
高
貴
な
理
由
が
正
当
化
す
る
が
、

　
　

苦
痛
を
支
配
す
べ
き
彼
女
を
、
偽
り
の
苦
痛
が
辱
め
て
い
る
、
と
。

　

第
一
一
番

　
「
苦
痛
」
を
主
題
と
す
る
四
篇
の
連
結
ソ
ネ
ッ

ト
の
最
後
。

一
三
行  

我
々
の
苦
痛
は
‥
‥
正
当
化
す
る  

我
々

が
味
わ
う
苦
痛
は
、
君
の
美
し
さ
を
愛
す
る
ゆ
え

と
い
う
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

（15）
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第
一
〇
番

な
ん
じ
苦
痛
よ
、
忌
み
嫌
わ
れ
る
監
禁
へ
の
唯
一
の
訪
問
客
、

　

呪
い
の
子
供
、
人
間
の
弱
さ
の
預
か
り
子
、

悲
哀
の
兄
弟
、
苦
情
の
父
親
よ
。

　

な
ん
じ
苦
痛
よ
、
天
国
か
ら
追
放
さ
れ
た
、
憎
ま
れ
者
の
苦
痛
よ
、

ど
う
し
て
、
お
前
は
彼
女
を
離
さ
ぬ
の
か
。〈
監
禁
〉
も
そ
の
眼
を
恐
れ
、　　
　
　
　

 

五

　

災
い
も
祝
福
し
、
そ
の
弱
さ
を
美
徳
の
甲
冑
で
固
め
、

他
人
の
悲
し
み
や
嘆
き
を
、
貞
淑
に
支
え
る
こ
と
が
出
来
、

　

そ
の
美
し
い
天
空
に
は
、
高
貴
な
思
想
の
天
使
が
群
が
っ
て
い
る
彼
女
な
の
に
。

ど
ん
な
不
思
議
な
勇
気
が
、
お
前
の
卑
劣
な
心
を
捉
え
た
の
か
。

　

し
ば
し
ば
全
て
の
人
の
心
を
貪
り
食
ら
う
顔
を
恐
れ
ぬ
と
は
。　
　
　
　
　
　
　

  

一
〇

そ
れ
と
も
、
天
か
ら
の
命
令
で
、
こ
の
役
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
の
か
。

　

だ
か
ら
、
そ
の
神
々
の
嫉
妬
に
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う
の
か
。

　
　

も
し
そ
う
な
ら
、
あ
あ
、
あ
の
部
分
が
災
い
を
受
け
て
い
る
間
は
、

　
　

彼
女
の
舌
を
と
め
て
く
れ
、
こ
れ
以
上
「
い
や
」
と
言
わ
な
い
よ
う
に
。

　

第
一
〇
番

　
「
苦
痛
」
の
主
題
を
歌
う
ソ
ネ
ッ
ト
の
続
き
。

五
行　

監
禁  

擬
人
法
。

（14）
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第
九
番

あ
あ
、
私
に
災
い
あ
れ
、
私
に
心
痛
を
返
し
て
く
れ
。

　

私
の
燃
え
る
舌
が
、
私
の
愛
人
に
苦
痛
を
与
え
た
の
だ
。

私
の
苦
し
む
心
は
、
苦
し
み
の
余
り
、
苦
し
み
に
対
し
て
、

　

彼
女
を
正
当
に
称
賛
し
な
が
ら
、
私
の
苦
境
を
訴
え
た
か
ら
。

私
は
称
え
た
、
決
し
て
運
不
運
に
動
か
さ
れ
ぬ
彼
女
の
眼
を
、　　
　
　
　
　

  　
　

 　
五

　

苦
い
返
事
も
甘
美
に
す
る
彼
女
の
息
を

　

子
供
の
よ
う
な
愛
を
育
て
る
、
彼
女
の
乳
白
色
の
胸
を
。

彼
女
の
脚
を
（
お
お
、
脚
を
）、
い
つ
も
美
し
い
足
取
り
の
脚
を
。

苦
痛
は
彼
女
へ
の
称
賛
を
聞
き
、
内
な
る
炎
で
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
、

　
（
ま
ず
私
の
胸
を
彼
の
生
け
贄
と
し
て
封
じ
込
め
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
一
〇

彼
女
の
も
と
に
飛
ん
で
行
く
。
そ
し
て
、
欲
望
で
大
胆
に
な
り
、

　

そ
の
盗
賊
は
、（
当
代
称
賛
の
的
で
あ
る
）
彼
女
の
顔
に
口
付
け
す
る
。

　
　

お
お
、
苦
痛
よ
、
私
は
与
え
た
称
賛
を
取
り
消
す
。

　
　

そ
し
て
、
誓
っ
て
言
う
、
彼
女
は
お
前
を
受
け
る
に
値
し
な
い
と
。

　

第
九
番

　
「
苦
痛
」
の
主
題
を
歌
う
ソ
ネ
ッ
ト
の
続
き
。

七
行 

子
供
の
よ
う
な
愛  

六
番
一
行
の
「
わ
が
子
、

欲
望
よ
」
を
参
照
。

（13）
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第
八
番

　

次
の
四
篇
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
、
私
の
愛
す
る
貴
婦
人
が

　

顔
に
痛
み
を
も
っ
た
と
き
に
作
ら
れ
た
も
の

生
へ
の
崇
り
、
死
の
は
な
は
だ
し
き
汚
名
、

　

地
獄
の
煙
、〈
苦
痛
〉
と
呼
ば
れ
る
怪
物
が
、

長
い
間
、
彼
の
無
作
法
な
来
訪
に
不
満
を
持
つ
人
々
に
、

　

至
る
所
で
の
の
し
ら
れ
て
い
る
の
を
恥
じ
て
、

ち
ょ
う
ど
、
自
分
の
醜
い
悪
を
、
他
人
の
善
の
中
に
隠
す
こ
と
を　
　
　
　
　
　
　

 　
五

　

時
と
旅
か
ら
学
ん
だ
悪
賢
い
卑
劣
漢
の
よ
う
に
、

近
ご
ろ
、
自
然
が
そ
の
最
高
の
贈
り
物
を
し
ま
っ
て
お
く

　

宝
庫
と
し
て
造
っ
た
、
彼
女
の
顔
の
中
に
隠
れ
た
。

怪
物
は
、
美
が
輝
き
、
徳
が
君
臨
す
る
聖
な
る
御
座
の
特
権
で
、

　

彼
女
が
大
き
な
称
賛
を
え
て
い
る
の
で
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
　

  　
一
〇

　

自
分
も
、
僅
か
で
も
、
幾
分
か
の
称
賛
に
与
る
こ
と
を
期
待
す
る
、

自
分
の
惨
酷
な
汚
れ
を
、
彼
女
の
輝
き
の
中
に
包
み
込
ん
で
。

　
　

あ
あ
、
図
々
し
い
苦
痛
め
、
い
つ
ま
で
も
過
ち
を
続
け
る
で
な
い
。

　
　

彼
女
は
更
に
愛
す
る
人
の
目
を
惹
き
、
お
前
は
更
に
憎
し
み
を
買
お
う
。

　

第
八
番

　

こ
の
八
番
か
ら
一
一
番
ま
で
の
四
つ
の
ソ
ネ
ッ

ト
は
、
い
わ
ゆ
る
「
連
結
さ
れ
た
ソ
ネ
ッ
ト
群
」

（linked sonnets) 

で
、
愛
す
る
貴
婦
人
の
顔
を

襲
っ
た
「
苦
痛
」(pain)

を
主
題
に
し
て
い
る
。

二
行   

苦
痛  

「
歯
痛
」
と
す
る
説
も
あ
る
が
、

一
二
行
目
の
「
残
酷
な
汚
れ
」、
そ
し
て
一
〇
番

一
行
目
の
「
忌
み
嫌
わ
れ
る
監
禁
」
か
ら
す
る
と
、

「
天
然
痘
」
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。

（12）
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あ
な
た
の
中
で
は
、
全
て
の
喜
び
が
、
実
に
よ
く
調
和
し
て
い
る
の
で
、

私
の
中
で
、
心
と
魂
が
歌
い
出
す
。

　

天
国
を
知
っ
た
人
た
ち
は
言
う
、

　

そ
こ
に
ど
ん
な
美
し
い
光
景
が
広
が
っ
て
い
る
か
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

二
五

　

そ
れ
を
見
る
恩
寵
を
え
た
人
は
だ
れ
で
も
、

　

い
つ
も
歌
い
だ
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
。

　
　

私
に
は
、
ま
だ
そ
の
天
国
が
、

　
　

あ
な
た
の
顔
に
残
っ
て
い
る
の
が
、
は
っ
き
り
見
え
る
。

　
　

だ
か
ら
、
私
の
中
で
、
心
と
魂
が
歌
い
出
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
三
〇

お
お
、
美
し
く
、
優
し
い
御
方
、
あ
な
た
を
見
て
い
る
と
、

あ
な
た
の
中
で
は
、
全
て
の
喜
び
が
、
実
に
よ
く
調
和
し
て
い
る
の
で
、

私
の
中
で
、
心
と
魂
が
歌
い
出
す
。

　

優
し
い
人
よ
、
私
が
心
安
ら
か
だ
と
思
っ
て
は
い
け
な
い
、

　

私
の
大
切
な
部
分
が
歌
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
三
五

　

こ
の
歌
は
、
死
の
悲
し
み
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
、

　

ち
ょ
う
ど
瀕
死
の
病
に
あ
る
白
鳥
の
よ
う
に
。

　
　

沈
黙
も
、
死
も
、

　
　

真
実
の
愛
の
音
楽
を
休
止
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　

だ
か
ら
、
私
の
中
で
、
心
と
魂
が
歌
い
出
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
四
〇

三
七
行　

白
鳥
は
臨
終
の
間
際
に
美
し
い
歌
を
歌

う
と
い
う
伝
説
に
言
及
し
て
い
る
。

（11）
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私
の
中
で
、
心
と
魂
が
歌
い
出
す
。

　

あ
な
た
が
聞
く
こ
れ
は
、
私
の
舌
で
は
な
い
。

　

舌
は
、
か
つ
て
、
私
の
思
い
を
語
っ
た
が
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

  

五

　

残
酷
で
き
つ
い
返
事
に
突
き
刺
さ
れ
、

　

そ
の
働
き
を
奪
わ
れ
た
。

　
　

そ
う
だ
、
舌
は
懲
ら
さ
れ
る
の
を
恐
れ
、

　
　

上
あ
ご
に
く
っ
つ
い
て
い
る
け
れ
ど
、

　
　

私
の
中
で
、
心
と
魂
が
歌
い
出
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
　
一
〇

お
お
、
美
し
く
、
優
し
い
御
方
、
あ
な
た
を
見
て
い
る
と
、

あ
な
た
の
中
で
は
、
全
て
の
喜
び
が
、
実
に
よ
く
調
和
し
て
い
る
の
で
、

私
の
中
で
、
心
と
魂
が
歌
い
出
す
。

　

正
し
い
調
和
は
全
て
を
音
楽
に
す
る
が
、

　

あ
な
た
の
中
で
の
正
し
い
調
和
は
他
に
勝
り
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

   

一
五

　

各
部
分
が
、
互
い
に
仲
良
く
お
さ
ま
り
、

　

一
が
他
か
ら
、
互
い
に
、
美
し
さ
を
受
け
と
っ
て
い
る
。

　
　

あ
な
た
の
中
に
和
合
が
住
ん
で
い
る
と
、

　
　

真
実
が
、
全
て
の
人
々
に
告
げ
る
の
で
、

　
　

私
の
中
で
、
心
と
魂
が
歌
い
出
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  　
二
〇

お
お
、
美
し
く
、
優
し
い
御
方
、
あ
な
た
を
見
て
い
る
と
、

（10）

最
後
の
一
行
が
リ
フ
レ
イ
ン
さ
れ
、
原
文
で
は
、

そ
の
躍
る
よ
う
な
心
情
に
相
応
す
る
よ
う
に
、
強

弱
格
で
書
か
れ
て
い
る
。

‘Se tu senora no dueles de m
i’ 

は
ス
ペ
イ
ン
語

で ‘If you, M
adam

e, do not grieve for m
e’, ‘If 

you, lady, have no pity on m
e’ 

の
意
。　
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第
六
番

　
　

Basciam
i vita m

ia  

の
調
べ
に
乗
せ
て

眠
れ
、
わ
が
子
よ
、〈
欲
望
〉
よ
、
乳
母
の
〈
美
〉
が
歌
っ
て
い
る
。

お
お
、
赤
ん
坊
よ
、
お
前
の
泣
き
声
が
、
私
の
頭
を
痛
ま
せ
る
。

赤
ん
坊
は
泣
き
叫
ぶ
、「
あ
あ
、
あ
な
た
の
愛
が
ぼ
く
を
眠
ら
せ
な
い
。」

　
　眠

れ
、
眠
れ
、
わ
が
子
よ
、〈
希
望
〉
の
揺
り
か
ご
は
、

子
供
た
ち
に
、
い
つ
も
充
分
な
睡
眠
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

赤
ん
坊
は
泣
き
叫
ぶ
、「
あ
あ
、
あ
な
た
の
愛
が
ぼ
く
を
眠
ら
せ
な
い
。」

私
の
赤
ん
坊
よ
、
お
前
が
眠
れ
な
い
の
は
、
私
の
せ
い
だ
か
ら
、

し
ば
ら
く
眠
れ
、〈
満
足
〉
の
パ
ン
粥
を
今
作
っ
て
い
る
。

赤
ん
坊
は
泣
き
叫
ぶ
、「
い
や
、
そ
れ
が
欲
し
く
て
、
ぼ
く
は
眠
ら
な
い
の
だ
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　

第
七
番

　
　

ス
ペ
イ
ン
の
歌 Se tu señora no dueles de m

i 

の
調
べ
に
乗
せ
て

お
お
、
美
し
く
、
優
し
い
御
方
、
あ
な
た
を
見
て
い
る
と
、

あ
な
た
の
中
で
は
、
全
て
の
喜
び
が
、
実
に
よ
く
調
和
し
て
い
る
の
で
、

　

第
六
番

　
〈
欲
望
〉(desire)

と
い
う
赤
ん
坊
を
寝
か
し
つ

け
る
子
守
歌
の
体
裁
を
取
る
歌
。同
じ
趣
向
を「
雑

歌
」
四
番
二
〇
一
〜
四
行
「
嬉
し
そ
う
な
欲
望
よ
、

最
近
心
に
抱
か
れ
た
客
よ
／
ま
だ
赤
子
の
彼
は
、

眼
差
し
と
い
う
乳
で
育
て
ら
れ
／
吸
え
ば
吸
う
ほ

ど
ま
す
ま
す
乳
房
を
求
め
る
／
飽
く
な
く
渇
い
た

人
々
が
常
に
飲
ん
で
常
に
渇
く
よ
う
に
」、
あ
る

い
は
、『
ア
ス
ト
ロ
フ
ェ
ル
と
ス
テ
ラ
』
七
一
番

一
四
行
「
だ
が
、
あ
あ
、
欲
望
は
い
つ
も
叫
ん
で

い
る
、『
何
か
食
べ
る
も
の
が
欲
し
い
』
と
」
で

用
い
て
い
る
。

　

‘B
asciam

i vita m
ia’ 

は
、
イ
タ
リ
ア
語
で
、

‘K
iss m

e m
y life’ 

の
意
。

九
行   

そ
れ
が
欲
し
く
て　

｢

そ
れ｣ 

は
欲
望
の
満

足
と
い
う
食
べ
物
の
こ
と
。

　

第
七
番

　

私
に
対
し
て
残
酷
な
返
事
を
与
え
、
私
の
口
を

封
じ
た
あ
な
た
で
は
あ
る
が
、
あ
な
た
の
美
し
く

調
和
の
と
れ
た
姿
を
見
る
と
、
私
の
心
と
魂
が
歌

い
出
す
、
と
語
る
愛
人
賛
歌
。
各
連
一
〇
行
で
、

四
連
四
〇
行
か
ら
な
り
、
各
連
の
最
初
の
三
行
と

（9）
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だ
が
、
も
う
こ
れ
以
上
言
葉
は
要
ら
ぬ
、
た
と
え
言
葉
が
語
ら
れ
て
も
、

　

私
を
破
滅
さ
せ
る
よ
う
な
言
葉
で
語
ら
な
い
で
も
ら
い
た
い
。

忠
誠
の
義
務
よ
、
静
か
に
。
義
務
は
破
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
し
義
務
が
私
を
殺
す
な
ら
。　
　
　
　
　
　

  

二
〇

だ
か
ら
、
お
お
、
お
出
で
な
さ
い
、
私
も
参
り
ま
す
。
私
を
受
け
入
れ
て
。

　

留
ま
る
こ
と
で
私
を
殺
さ
な
い
で
。
あ
な
た
の
至
福
を
隠
さ
な
い
で
。

そ
の
両
腕
の
あ
い
だ
以
外
の
と
こ
ろ
に
、
私
を
放
っ
て
置
か
な
い
で
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
に
私
の
口
付
け
を
く
だ
さ
い
。

お
お
、
私
の
想
い
を
養
う
美
味
し
い
糧
、
私
の
唯
一
の
所
有
者
、　　
　
　
　
　

  　

  

二
五

　

お
お
、
天
国
の
よ
う
な
喜
び
を
味
わ
わ
せ
て
く
れ
る
、
私
の
天
国
。

お
お
、
御
婦
人
方
の
名
誉
と
な
る
た
め
に
生
ま
れ
た
美
し
い
ニ
ン
フ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
の
宝
物
で
あ
る
貴
婦
人
よ
。

（8）
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第
五
番

お
お
、
私
の
想
い
を
養
う
美
味
し
い
糧
、
私
の
唯
一
の
所
有
者
、

　

お
お
、
天
国
の
喜
び
を
味
わ
わ
せ
て
く
れ
る
、
私
の
天
国
、

　

お
お
、
御
婦
人
方
の
名
誉
と
な
る
た
め
に
生
ま
れ
た
美
し
い
ニ
ン
フ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

私
の
宝
物
で
あ
る
貴
婦
人
よ
。

私
が
先
頃
ま
で
に
味
わ
っ
た
、
あ
の
喜
び
は
今
ど
こ
に
あ
る
、　　
　
　
　
　
　
　
　

   

五

　

い
つ
も
心
の
中
に
突
き
刺
さ
る
、
あ
の
眼
差
し
は
今
ど
こ
に
あ
る
、

決
し
て
浪
費
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
、
あ
の
言
葉
は
今
ど
こ
に
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

復
唱
す
る
人
を
傷
つ
け
る
あ
の
言
葉
は
。

あ
あ
、
太
陽
を
も
醜
い
と
思
わ
せ
る
、
あ
の
顔
は
ど
こ
に
あ
る
、

　

ど
ん
な
価
値
あ
る
も
の
も
及
ば
ぬ
、
あ
の
歓
待
は
ど
こ
に
あ
る
。　
　
　
　
　
　

  

一
〇

あ
の
物
腰
、
歓
喜
、
優
雅
さ
は
ど
こ
に
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ど
う
し
て
私
た
ち
は
道
を
そ
れ
た
の
か
。

お
お
、
忌
ま
わ
し
い
離
在
よ
、
私
は
お
前
の
虜
に
な
っ
た
。

　

お
お
、
私
の
言
葉
は
空
し
く
消
え
去
り
、
私
の
栄
光
は
滅
び
た
。

お
お
、
忠
誠
の
義
務
よ
、
お
前
に
私
は
命
じ
ら
れ
て
い
る
、　　
　
　
　
　
　
　
　

    

一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
つ
も
悲
し
ん
で
お
れ
と
。

詭
弁
。
た
と
え
、
凌
辱
で
あ
れ
、
愛
を
持
つ
方
が
、

全
く
愛
に
恵
ま
れ
な
い
よ
り
は
、
ま
だ
ま
し
と
述

べ
る
。

　

第
五
番

　

本
詩
は
、
サ
ッ
フ
ォ
ー
風
詩
体
（Sapphics

）

―
―
レ
ス
ボ
ス
島
に
生
ま
れ
た
前
六
〇
〇
年
頃

の
ギ
リ
シ
ャ
の
女
流
詩
人
サ
ッ
フ
ォ
ー (Sappho) 

が
用
い
た
詩
形
―
―
で
書
か
れ
て
い
る
。
シ
ド

ニ
ー
が
書
い
た
数
少
な
い
脚
韻
を
踏
む
音
量
詩
の

一
つ
で
あ
る
。
こ
の
詩
で
は
、
愛
人
か
ら
離
在
の

の
ち
、再
び
彼
女
を
心
の
糧
と
し
て
呼
び
求
め
る
。

（7）
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こ
こ
に
、
嘆
き
悲
し
み
の
、
も
っ
と
正
当
な
理
由
が
あ
る
こ
と
を
。　
　
　

      

一
〇

　
　

お
前
の
大
地
は
い
ま
芽
ぐ
み
、
私
の
大
地
は
色
褪
せ
、

　
　

お
前
の
棘
は
外
側
に
あ
る
が
、
私
の
棘
は
心
臓
に
刺
さ
っ
て
い
る
。

あ
あ
、
彼
女
が
持
つ
苦
悩
の
原
因
は
、
他
で
も
な
い
、

テ
レ
ウ
ス
の
愛
が
、
力
強
い
手
で
、
彼
女
に
無
理
強
い
さ
れ
た
こ
と
。

そ
の
た
め
、
彼
女
は
、
心
の
力
が
全
く
萎
え
衰
え
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
一
五

い
か
に
も
女
ら
し
く
、
自
分
の
意
志
が
犯
さ
れ
た
と
訴
え
る
。

　

だ
が
、
私
は
、
毎
日
懇
願
し
て
い
る
の
に
、

　

満
足
す
る
も
の
は
、
与
え
ら
れ
ず
、

　

与
え
ら
れ
る
の
は
、
更
に
私
を
嘆
か
せ
る
種
だ
け
。

　

持
た
ぬ
こ
と
は
、
持
ち
過
ぎ
て
い
る
よ
り
、
よ
り
大
き
な
悲
し
み
。　

 　
　
　

     

二
〇

　
　

お
お
、
美
し
い
フ
ィ
ロ
メ
ラ
よ
、
少
し
は
喜
ぶ
が
よ
い
、

　
　

こ
こ
に
、
嘆
き
悲
し
み
の
、
も
っ
と
正
当
な
理
由
が
あ
る
こ
と
を
。

　
　

お
前
の
大
地
は
今
芽
ぐ
み
、
私
の
大
地
は
色
褪
せ
、

　
　

お
前
の
棘
は
外
側
に
あ
る
が
、
私
の
棘
は
心
臓
に
刺
さ
っ
て
い
る
。

神
と
さ
れ
る
）
ア
レ
ス
の
息
子
。、
ア
テ
ナ
イ
の

王
パ
ン
デ
ィ
オ
ン
が
テ
ー
バ
イ
の
王
ラ
ブ
ダ
コ
ス

と
戦
っ
た
と
き
、
パ
ン
デ
ィ
オ
ン
を
助
け
た
の
が

縁
で
、長
女
の
プ
ロ
ク
ネ
と
結
婚
し
、長
男
イ
テ
ュ

ス
を
設
け
た
が
、
ト
ラ
キ
ア
を
訪
ね
て
き
た
義
妹

フ
ィ
ロ
メ
ラ
に
横
恋
慕
し
て
彼
女
を
森
の
中
の
砦

で
凌
辱
し
、
丸
一
年
の
間
幽
閉
し
た
。
フ
ィ
ロ
メ

ラ
は
自
分
が
受
け
た
非
道
を
つ
づ
れ
織
り
に
織
り

込
ん
で
姉
プ
ロ
ク
ネ
に
送
る
こ
と
を
思
い
つ
き
、

全
て
を
知
っ
た
彼
女
は
妹
を
救
出
し
て
復
讐
を
誓

い
、
息
子
を
刺
殺
し
て
テ
レ
ウ
ス
か
ら
後
継
ぎ
を

奪
い
、
二
人
し
て
息
子
の
死
体
を
切
り
刻
み
、
そ

の
肉
を
調
理
し
て
テ
レ
ウ
ス
の
食
事
と
し
て
差
し

出
し
た
。
食
事
後
、フ
ィ
ロ
メ
ラ
が
入
っ
て
来
て
、

テ
レ
ウ
ス
に
、
血
塗
れ
の
子
供
の
首
を
突
き
つ
け

た
の
で
、
事
情
を
悟
っ
た
テ
レ
ウ
ス
は
、
二
人
の

姉
妹
を
殺
そ
う
と
追
い
掛
け
る
が
、
プ
ロ
ク
ネ
は

燕
に
、
フ
ィ
ロ
メ
ラ
は
夜
啼
鶯
に
（
こ
の
逆
も
あ

る
）
変
身
し
て
逃
げ
よ
う
と
し
た
と
き
、
彼
は
や

つ
が
し
ら(hoopoe)

に
変
身
し
て
、
こ
れ
を
追

い
掛
け
た
と
い
う
。

九
行 

フ
ィ
ロ
メ
ラ  

テ
レ
ウ
ス
の
妻
プ
ロ
ク
ネ

(Procne)

の
妹
。
テ
レ
ウ
ス
に
凌
辱
さ
れ
、
そ
の

と
き
口
封
じ
の
た
め
舌
を
切
ら
れ
た
。
の
ち
ナ
イ

チ
ン
ゲ
ー
ル
に
変
身
し
て
、
夜
通
し
嘆
き
の
歌
を

美
し
く
囀
る
と
い
う
。

二
〇
行 

持
ち
過
ぎ
て
い
る  

フ
ィ
ロ
メ
ラ
が
テ
レ

ウ
ス
に
よ
っ
て
凌
辱
さ
れ
た
こ
と
を
、「
過
度
の

愛
情
を
受
け
た
も
の
」
と
見
な
す
シ
ド
ニ
ー
流
の

（6）
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時
間
よ
、
私
の
死
ぬ
時
を
早
め
よ
。

　
　

空
間
よ
、
私
の
墓
を
根
こ
そ
ぎ
破
壊
せ
よ
。

　
　

火
、
空
気
、
海
、
地
、
風
聞
、
時
間
、
空
間
よ
、
お
前
た
ち
の
膂
力
を
示
せ
。  

二
〇

　
　

あ
あ
、
私
は
、
彼
ら
の
全
て
の
援
助
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
る
。

　
　

私
は
彼
女
の
も
の
、
そ
し
て
死
は
彼
女
の
不
機
嫌
を
怖
が
る
。

　
　

死
よ
、
み
っ
と
も
な
い
ぞ
、
お
前
は
欺
か
れ
て
い
る
の
だ
、

　
　

私
は
彼
女
の
も
の
で
も
、
彼
女
は
私
を
大
切
な
宝
と
思
っ
て
は
く
れ
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　

第
四
番

　
　
　
　
　

同
じ
調
べ
に
乗
せ
て

ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は
、
四
月
の
訪
れ
に
よ
っ
て
、

眠
っ
て
い
た
感
覚
を
完
全
に
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
、

先
頃
ま
で
裸
で
あ
っ
た
大
地
が
、
新
し
い
装
い
も
誇
ら
し
く
芽
ぐ
む
と
き
、

い
ち
早
く
、
棘
を
歌
の
本
に
し
て
、
彼
女
の
悲
し
み
を
歌
い
だ
す
。

　

そ
し
て
、
愁
嘆
に
か
き
暮
れ
て
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

　

彼
女
の
喉
は
、
歌
の
調
べ
で
訴
え
る
、

　

ど
ん
な
悲
嘆
が
彼
女
の
胸
を
圧
し
ひ
さ
ぐ
か
を
。

　

テ
レ
ウ
ス
の
暴
力
に
純
潔
を
守
ろ
う
と
す
る
意
志
を
踏
み
に
じ
ら
れ
た
の
だ
。

　
　

お
お
、
美
し
い
フ
ィ
ロ
メ
ラ
よ
、
少
し
は
喜
ぶ
が
よ
い
、

　

第
四
番

　

義
理
の
兄
テ
レ
ウ
ス
に
凌
辱
さ
れ
、
そ
の
事
実

を
彼
の
妻
で
彼
女
の
実
姉
プ
ロ
ク
ネ
に
告
げ
る
こ

と
が
出
来
な
い
よ
う
に
舌
を
切
ら
れ
て
隔
離
さ
れ

た
ア
テ
ネ
の
王
女
フ
ィ
ロ
メ
ラ
が
、
や
が
て
事
実

を
知
っ
た
姉
と
画
策
し
て
そ
の
息
子
を
殺
害
し
、

そ
の
肉
を
テ
レ
ウ
ス
に
食
わ
せ
て
、
凌
辱
の
復
讐

を
果
た
し
た
後
に
変
身
し
た
と
い
わ
れ
る
ナ
イ
チ

ン
ゲ
ー
ル
（
夜
啼
鶯
）
が
本
詩
の
主
題
。
次
の
注

も
参
照
。
こ
の
物
語
に
関
し
て
は
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ

ウ
ス
『
変
身
物
語
』
巻
六
、四
二
四
行
以
下
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

　

古
典
詩
人
た
ち
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
詩
人
た
ち

は
し
ば
し
ば
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
物
悲
し
い
歌

声
に
言
及
す
る
が
、
シ
ド
ニ
ー
の
一
例
と
し
て

は
、『
オ
ー
ル
ド
・
ア
ー
ケ
イ
デ
ィ
ア
』
七
五
番
、

六
一
行
以
下
「
お
お
、
ピ
ロ
メ
ー
ラ
、
恥
辱
と
悲

嘆
に
打
ち
ひ
し
が
れ
し
胸
で
／
助
け
て
、
わ
た
し

が
慟
哭
す
る
の
を
助
け
て
欲
し
い
／
決
し
て
癒
さ

れ
ぬ
呪
わ
れ
し
危
難
を
。
／
お
ま
え
の
悲
痛
の
旋

律
が
全
く
絶
え
た
の
な
ら
ば
／
わ
た
し
の
嘆
き
に

静
か
に
耳
を
傾
け
る
の
だ
／
世
の
人
々
に
愁
訴
を

教
え
た
い
気
分
だ
か
ら
」
を
参
照
。

　

四
行 

刺
を
歌
の
本
に
し
て  

定
旋
律
（plain-

song

）に
対
す
る
随
唱（
対
位
法
）旋
律（prick-song) 

を
さ
し
て
い
る
。
同
時
に
、
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
は

夜
眠
ら
な
い
よ
う
に
胸
に
刺
を
当
て
て
鳴
く
と
い

う
言
い
伝
え
に
も
関
連
さ
せ
て
い
る
。

八
行 

テ
レ
ウ
ス(Tereus)  

ト
ラ
キ
ア
の
王
で（
軍

（5）
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第
三
番

　
Non credo gia che piu infelice am

ante 

の
調
べ
に
乗
せ
て

火
は
、
私
の
受
け
た
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
見
て
、
怒
り
に
燃
え
、

　

空
気
は
、
私
の
苦
悩
ゆ
え
に
、
雨
と
な
っ
て
涙
を
流
し
、

　

海
は
、
深
い
悲
し
み
ゆ
え
に
、
上
げ
潮
を
引
き
潮
に
変
え
、

　

地
は
、
憐
憫
の
情
で
、
も
の
憂
く
、
宇
宙
の
中
心
に
閉
じ
こ
も
る
。

　
　

風
聞
は
、
驚
異
を
伴
っ
て
、
触
れ
広
め
ら
れ
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

五

　
　

時
間
は
、
悲
し
み
の
ゆ
え
に
、
走
り
去
り
、

　
　

空
間
は
、
仰
天
し
て
、
じ
っ
と
動
か
な
い
、

　
　

明
日
の
な
い
、
不
幸
に
満
ち
た
、
私
の
夜
を
見
て
。

　
　
　

あ
あ
、
彼
女
だ
け
が
、
私
の
惨
め
な
有
り
様
を
知
っ
て
も
、

　
　
　

何
の
憐
情
も
抱
か
ず
、
純
潔
で
、
し
か
も
残
酷
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

一
〇

　
　
　

私
の
破
滅
が
彼
女
の
栄
誉
。

　
　
　

だ
が
、
い
つ
も
、
彼
女
の
眼
は
、
私
の
炎
に
燃
料
を
降
り
注
ぐ
。

　

火
よ
、
私
を
焼
き
尽
く
せ
、
焼
け
つ
く
感
覚
が
消
え
る
ま
で
。

　

空
気
よ
、
も
う
、
私
に
、
苦
し
み
の
息
を
吸
わ
せ
る
な
。

　

海
よ
、
お
前
の
中
に
溺
れ
さ
せ
、
私
か
ら
退
屈
な
生
命
を
奪
い
取
れ
。　
　
　
　

  

一
五

　

地
よ
、
こ
の
土
塊
を
取
り
去
れ
、
そ
の
中
で
私
の
魂
が
思
い
や
つ
れ
て
い
る
。

　
　

風
聞
よ
、
私
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
言
え
。

　

第
三
番

　

シ
ド
ニ
ー
は
こ
の
詩
を
『
ニ
ュ
ー
・
ア
ー
ケ
イ

デ
ィ
ア
』
第
三
巻
一
五
章
で
用
い
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
王
位
簒
奪
を
企
む
野
心
家
の
母
に
唆
さ
れ

て
反
乱
軍
を
統
率
す
る
ア
ム
フ
ィ
ア
ロ
ス
王
子
が

誘
拐
・
幽
閉
し
て
い
る
フ
ィ
ロ
ク
レ
ア
姫
（
ア
ル

カ
デ
ィ
ア
国
王
バ
シ
リ
オ
ス
の
次
女
）
へ
の
恋
慕

を
歌
い
、「
五
器
の
ヴ
ィ
オ
ル
と
同
じ
数
の
歌
声
」

の
合
奏
で
演
奏
さ
れ
た
。
本
詩
の
イ
タ
リ
ア
風
の

詩
情
は
人
気
を
博
し
た
。

N
on cdedo gia che infelice am

ante  

は
イ
タ
リ

ア
語
で
あ
り
、
英
語
で
言
え
ば‘I do not believe 

a m
ore unhappy lover..’

「
こ
れ
以
上
に
不
幸
せ

な
恋
す
る
者
は
い
な
い
」
の
意
。

一
〜
四
行　

万
物
を
構
成
す
る
四
大
元
素
、「
火
、

大
気
、
水
、
土
」
は
、
詩
創
作
の
着
想
を
生
み
出

す
素
材
と
し
て
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
。
本
詩
は
、

第
一
連
、
第
二
連
共
に
相
関
的
構
造
で
作
ら
れ
、

二
〇
行
目
で
総
括
さ
れ
る
。

四
行　

土 (earth)　

鈍
く
乾
い
た
「
土
」
は
四

大
元
素
の
中
で
最
も
重
く
、
中
世
医
学
で
は
四
体

液
の
う
ち
で
、「
憂
鬱
・
陰
気
・
物
思
い
」
を
誘

発
す
る
黒
胆
汁
質
（m

elncholy hum
our)

に
対

応
す
る
。

（4）



熊 本 県 立 大 学 文 学 部 紀 要 　　第 20巻　　　2014108

　
　
　
　
　
　
　
　

第
二
番

愛キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
神
が
、
高
飛
車
な
態
度
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
、
奢
り
た
か
ぶ
り
、

私
を
、
彼
の
膂
力
の
見
せ
し
め
に
せ
ん
と
の
覚
悟
を
決
め
た
と
き
、

例
え
ば
、
敵
が
、
そ
の
知
力
を
恐
ろ
し
い
意
地
悪
に
ひ
た
す
ら
傾
注
し
、

し
ば
し
ば
、
よ
り
身
に
沁
み
る
苦
痛
を
感
じ
る
よ
う
な
殺
し
方
を
す
る
よ
う
に
、

彼
は
、
美
で
武
装
し
て
、
眼
に
映
る
外
観
に
容
易
に
屈
服
す
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

五

そ
の
よ
う
な
感
情
を
た
だ
単
に
支
配
し
よ
う
と
す
る
だ
け
で
は
な
い
。

美
徳
を
高
く
掲
げ
る
の
で
、
理
性
の
光
も
、

ど
れ
ほ
ど
も
が
こ
う
と
、
捕
わ
れ
の
身
と
な
る
ほ
か
な
い
。

た
め
に
私
は
、
体
の
主
要
な
部
分
が
全
て
病
み
、
ひ
ど
く
麻
痺
し
、

死
ぬ
た
め
の
手
数
料
を
払
う
た
め
に
、
生
き
て
い
る
よ
う
な
も
の
。　
　
　
　
　
　

  

一
〇

夢
に
醜
い
怪
物
を
見
せ
ら
れ
、
呻
き
声
や

恐
怖
の
発
作
で
し
か
、
助
け
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ぬ
人
に
似
て
い
る
。

　

手
に
し
た
い
と
望
み
な
が
ら
、
欲
す
る
だ
け
の
才
覚
を
も
た
な
い
、

　

飢
え
た
心
に
与
え
る
、
愛
神
の
ご
馳
走
と
は
、
そ
ん
な
も
の
。

　

第
二
番

　

愛
神
に
屈
服
し
た
語
り
手
／
詩
人
が
愛
ゆ
え
の

懊
悩
を
訴
え
る
ソ
ネ
ッ
ト
。

（3）
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第
一
番

苦
痛
を
避
け
て
も
、
安
楽
を
決
し
て
見
出
せ
ぬ
か
ら
、

内
気
な
畏
怖
心
が
、
私
が
傷
つ
く
の
を
知
り
つ
つ
、
そ
の
場
所
を
求
め
る
か
ら
、

意
志
は
征
服
さ
れ
、
ふ
さ
が
れ
た
耳
も
魅
せ
ら
れ
る
か
ら
、

力
は
力
を
失
い
、
見
る
こ
と
で
盲
目
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、

長
く
緩
め
ば
緩
む
ほ
ど
、
い
っ
そ
う
き
つ
く
縛
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、　　
　
　
　
　

   

五

裸
の
感
覚
が
、
武
装
し
た
理
性
に
打
ち
勝
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、

恐
怖
で
凍
え
て
い
る
心
臓
が
、
氷
で
暖
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、

詰
ま
る
所
、
相
争
う
想
い
が
、
心
を
傷
つ
け
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、

お
お
、
愛
神
よ
、
ひ
ど
く
嫌
い
な
そ
な
た
の
軛
に
、
私
は
屈
す
る
、

だ
が
、
そ
れ
も
、
武
勇
の
掟
を
頼
ん
で
の
こ
と
。
そ
の
掟
は
教
え
て
い
る
、　  　
　

  

一
〇

手
荒
な
仕
打
ち
を
受
け
、
そ
れ
で
牢
を
破
っ
た
者
は
、

正
当
に
放
免
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
名
誉
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
。

　

だ
が
、
私
の
看
守
が
好
ま
し
い
看
守
な
ら
、

　

私
は
そ
な
た
を
主
君
と
し
、
誓
っ
て
そ
な
た
の
奴
隷
と
な
ろ
う
。

　

第
一
番

　

こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
、
次
の
二
番
の
ソ
ネ
ッ
ト
と

と
も
に
、
詩
人
が
愛
神
の
力
に
屈
服
し
て
い
く
次

第
を
描
き
、
こ
の
詩
集
の
序
論
的
役
割
を
果
た
し

て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

と
対
応
す
る
よ
う
に
、
愛
か
ら
の
別
離
を
歌
う

三
一
番
と
三
二
番
の
ソ
ネ
ッ
ト
が
お
か
れ
て
い
る

こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

一
〜
七
行 

こ
れ
ら
の
矛オ
ク
シ
モ
ロ
ン

盾
語
法
の
言
葉
は
ペ
ト

ラ
ル
カ
以
来
恋
愛
詩
の
伝
統
的
修
辞
法
で
、
愛
の

相
反
す
る
二
つ
の
性
質
を
描
い
て
い
る
。
例
え

ば
、『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
で
も
、「
鉛
の

羽
根
、
明
る
い
煙
、
冷
た
い
炎
、
病
ん
で
い
る
健

康
』(

一
幕
一
場
一
八
六
行)

な
ど
の
同
種
の
表

現
が
あ
る
。

三
行　

オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
部
下
た
ち
が
耳
穴
を

蠟
で
塞
い
で
セ
イ
レ
ン
た
ち
（
ギ
リ
シ
ア
神
話
に

登
場
す
る
上
半
身
は
人
間
の
女
、
下
半
身
は
鳥
の

形
を
し
た
怪
物
。
南
イ
タ
リ
ア
の
ソ
レ
ン
ト
か
ら

遠
く
な
い
島
に
住
み
、
妙
な
る
歌
声
に
よ
っ
て
、

付
近
を
通
る
船
人
た
ち
を
暗
礁
に
引
寄
せ
て
は
難

破
さ
せ
、
え
じ
き
に
し
た
）
の
誘
惑
的
な
美
し
い

歌
声
を
聞
か
な
い
よ
う
に
し
た
こ
と
に
な
ぞ
ら
え

て
い
る
。

（2）
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サ
ー
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
シ
ド
ニ
ー
作

　
　
　

『
短サ

ー

テ

ゥ

ン

・

ソ

ネ

ッ

ツ

詩
選
集
』

村
里
好
俊
・
大
塚
定
徳
＊　

　
　

訳
・
注
解
・
解
説
論
文

＊　

鹿
児
島
大
学
名
誉
教
授

（1）


