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一

　

本
年
の
三
月
に
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
』
を
刊
行
し
た
。
こ
れ
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
の
残
し
た
ソ
ネ
ッ
ト
、
百
五
十
四
篇
の
翻
訳
で
あ
る
。
こ
の
翻
訳
を
最
初
に
思
い
立
っ
た

の
は
、
私
が
二
十
代
の
最
後
の
頃
だ
っ
た
。
今
に
し
て
思
え
ば
、
そ
れ
は
温
か
な
文
学
の
卵
殻

に
自
ら
閉
じ
こ
も
っ
て
い
た
よ
う
な
大
学
院
で
の
生
活
を
終
え
、
初
め
て
人
生
と
社
会
の
冷
た

く
荒
々
し
い
風
に
吹
き
さ
ら
さ
れ
た
時
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
外
界
の
脅
威
に
立
ち
向
か
う
た

め
に
私
が
盾
と
し
武
器
と
し
た
の
が
、
こ
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。

　

な
ぜ
、
そ
れ
が
、
私
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
以
上
に
親
し
ん
で
い
た
我
が
国
の
近
代
詩
人
た
ち

の
作
品
、
例
え
ば
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
私
に
と
っ
て
詩
の
規
範
で
あ
る
宮
澤
賢
治
や
中
原
中

也
の
作
品
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
問
わ
れ
れ
ば
、
当
時
は
お
そ
ら
く
私
自
身
で
も
明
確
に
答

え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
二
十
年
を
経
た
今
で
は
、
は
っ
き
り

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
に
は
、
揺
る
ぎ
な
い
詩
の
、
文
学
の

勝
利
が
歌
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
。
そ
れ
は
、
賢
治
や
中
也
が
文
学
の
勝
利
を
信
じ
な
か
っ

た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
彼
ら
も
自
ら
の
生
命
を
作
品
に
注
入
す
る
こ
と
が
唯
一
、
こ
の
世

の
無
常
に
抵
抗
し
、
永
遠
に
達
す
る
法
と
了
解
し
て
い
た
に
違
い
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
紡
ぎ

だ
さ
れ
た
歌
の
数
々
は
、
嘆
き
と
悲
し
み
に
貫
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
そ
れ
ら
近
代

詩
の
傑
作
は
い
ず
れ
も
、
苦
悩
の
讃
歌
で
あ
り
、
ま
た
結
果
的
に
は
敗
北
の
美
学
と
称
す
べ
き

も
の
で
あ
っ
た
。

　

実
人
生
の
苦
難
や
不
幸
を
言
葉
に
結
晶
さ
せ
る
こ
と
が
テ
ー
マ
で
あ
る
の
は
、何
も
我
が
国
、

近
代
の
文
学
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
を
凌
駕

し
征
服
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
作
品
を
至
高
の
遺
言
と
し
て
、
自
ら
は
敗
れ
去
り
消
え
行
く
こ

と
を
了
と
し
、
そ
れ
を
芸
術
家
に
課
せ
ら
れ
た
運
命
と
し
て
享
受
す
る
の
で
あ
る
。
如
何
な
る

天
才
と
い
え
ど
も
、
否
、
天
才
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
言
葉
の
真
実
と
力
を
信
仰
す
る
あ
ま
り
、

社
会
や
実
人
生
と
乖
離
し
た
地
点
に
、
と
言
っ
て
語
弊
が
あ
る
な
ら
、
社
会
や
実
人
生
を
超
越

し
た
地
点
に
作
品
世
界
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
英
国
で
、
座
付
き
作
者
と
し
て
劇
作
の
傍
ら
、
ソ
ネ
ッ
ト
を
記
し
続
け
て

い
た
こ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
天
才
詩
人
は
、
そ
の
詩
篇
の
中
で
、
現
実
に
対
す
る
言
葉
の
力
の

真
実
を
寸
分
も
疑
わ
ず
、
ま
た
、
社
会
に
お
け
る
芸
術
の
勝
利
を
高
ら
か
に
宣
言
し
て
些
か
も

怯
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
後
に
ソ
ネ
ッ
ト
論
の
白
眉
と
も
い
う
べ
き
「
Ｗ
・

Ｈ
氏
の
肖
像
」
を
書
い
た
世
紀
末
の
奇
才
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
の
唱
え
た
よ
う
な
芸
術
至

上
主
義
の
罠
に
も
落
ち
込
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

ロ
マ
ン
主
義
の
末
裔
で
あ
る
芸
術
至
上
主
義
は
、
ワ
イ
ル
ド
自
ら
も
そ
の
悲
惨
な
晩
年
で
示

さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
よ
う
に
、
芸
術
を
崇
拝
す
る
あ
ま
り
現
実
を
卑
下
す
る
こ
と
に
よ
っ
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て
、
現
実
か
ら
手
酷
い
し
っ
ぺ
返
し
を
被
る
運
命
を
辿
り
が
ち
で
あ
る
。
し
か
る
に
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
の
場
合
は
、
確
か
に
、
そ
の
生
涯
の
詳
細
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、

「
現
実
」
に
逆
恨
み
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
穏
や
か
な
晩
年
を
過
ご
し
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ

て
い
る
。
少
な
く
と
も
そ
の
死
に
際
し
て
、
ロ
マ
ン
的
な
悲
劇
の
訪
れ
る
余
地
の
な
か
っ
た
こ

と
だ
け
は
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
伝
記
的
史
実
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
何
よ
り
も
彼

の
ソ
ネ
ッ
ト
詩
篇
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
は
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
、
確
か
に
、
現
実
と
四
つ
に
組
み
合
い
、
現
実
や
実
人
生
を
卑
下

も
否
定
も
せ
ず
、
む
し
ろ
現
実
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
芸
術
を
生
み
出
し
、
芸
術
の
力
で

現
実
を
肯
定
す
べ
き
理
想
の
世
界
に
ま
で
高
め
て
い
く
よ
う
な
健
康
な
精
神
と
強
力
な
思
想
に

貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
そ
の
驚
嘆
す
べ
き
天
才
ぶ
り
か
ら
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
比
較
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
よ
う
だ
が
、
私
は
む
し
ろ
ソ
ネ
ッ
ト
集
に
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音
楽
を
感
じ
る
。

こ
の
よ
う
に
文
学
と
音
楽
を
一
緒
く
た
に
論
じ
る
こ
と
は
乱
暴
で
あ
り
、
ま
た
危
険
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
う
え
で
あ
え
て
、
音
楽
の
モ
チ
ー
フ
に
関
し
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
に
お
け
る
「
自
然
」

に
対
し
て
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
お
け
る
「
人
生
」
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
な
ら
ば
、
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
ま
さ
し
く
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
的
な
の
で
あ
る
。

　

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
運
命
の
荒
波
に
対
抗
し
て
芸
術
に
よ
る
闘
争
を
試
み
、
み
ご
と
勝
利
を

収
め
る
こ
と
で
運
命
を
覆
し
、
現
実
を
征
服
し
た
と
す
れ
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
も
ま
た
、
そ

の
名
だ
た
る
戯
曲
に
お
い
て
は
論
を
別
に
す
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
ソ
ネ
ッ
ト
に
お
い
て

は
、
言
葉
に
よ
っ
て
現
実
を
支
配
し
、
芸
術
に
よ
っ
て
実
人
生
を
破
綻
な
く
完
結
さ
せ
る
こ
と

に
成
功
し
て
い
る
、
と
私
に
は
見
え
る
。
か
つ
て
学
生
の
頃
に
は
、
お
よ
そ
芸
術
を
志
向
す
る

誰
も
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
芸
術
至
上
主
義
的
な
作
品
に
浸
り
き
り
、
実
生
活
の
無
意
味
と

無
価
値
を
信
奉
し
て
い
た
の
が
、遂
に
人
生
の
入
り
口
に
立
た
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
時
、シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
を
、
私
が
唯
一
の
心
の
支
え
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、
そ
の
よ
う
な
理

由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
、
二
十
年
余
の
歳
月
を
俯
瞰

し
て
初
め
て
言
い
得
る
と
い
う
こ
と
に
、
私
は
改
め
て
驚
く
。

　
　
　
　

二

　
「
愛
読
し
、
愛
読
す
る
だ
け
で
は
我
慢
が
な
ら
ぬ
か
ら
翻
訳
す
る
」
と
書
い
た
の
は
小
林
秀

雄
で
あ
っ
た
が
（「
翻
訳
」）、
そ
れ
は
外
国
語
で
読
む
こ
と
の
不
便
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
つ
ま
り
「
我
慢
が
な
ら
ぬ
」
の
は
、
言
語
の
問
題
で
は
な
く
、「
読
む
」
と
い
う
受
動

的
な
行
為
を
「
書
く
」
と
い
う
能
動
的
な
、
さ
ら
に
は
創
造
的
な
行
為
に
直
結
さ
せ
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
小
林
の
批
評
精
神
を
お
の
ず
と
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
簡
単
に
言
う
な

ら
ば
、
翻
訳
と
は
最
も
慎
ま
し
や
か
に
見
え
て
、
実
際
に
は
も
っ
と
も
大
胆
な
批
評
行
為
に
他

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
私
が
ソ
ネ
ッ
ト
を
翻
訳
し
よ
う
と
考
え
た
の
は
毫
も
批
評
の
た
め
で
は
な

か
っ
た
。
何
よ
り
も
翻
訳
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
純
粋
に
目
的
だ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
も
し

も
す
ぐ
れ
た
翻
訳
が
既
に
あ
っ
た
な
ら
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
翻
訳
す
る
必
要
は
な
く
、
そ
の
翻
訳
を

読
ん
で
満
足
し
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
当
時
の
私
の
眼
に
は
満
足
の
い
く
翻
訳

が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
む
し
ろ
翻
訳
が
全
く
な
け
れ
ば
、
英
語
の
原
詩
を
読
む
だ
け
で

満
足
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
と
さ
え
思
う
。

　

無
論
、
当
時
、
既
に
手
元
に
あ
っ
た
坪
内
逍
遥
を
初
め
と
す
る
数
々
の
歴
史
的
な
翻
訳
の
価

値
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、私
が
不
満
を
覚
え
た
の
は
、一
言
で
い
え
ば
そ
れ
ら
が
「
英

文
学
」
と
し
て
翻
訳
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
研
究
者
や
一
部
の
愛
好
家
に
読
ん
で

も
ら
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
、
ま
た
、
一
般
の
文
芸
と
し
て
間
口
を
広

げ
よ
う
と
す
る
意
識
が
希
薄
な
訳
法
に
ど
う
し
て
も
違
和
感
が
あ
り
、
ま
た
我
慢
が
な
ら
な

か
っ
た
。

　
「
つ
ま
り
訳
す
際
に
、
原
語
は
も
は
や
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
の
で
、
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
例
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え
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
も
し
日
本
人
で
あ
り
、
彼
が
日
本
語
を
使
っ
た
ら
こ
う
書
い
た
ろ

う
、
と
い
う
ふ
う
に
、
私
は
訳
し
た
い
の
だ
、
一
切
英
語
の
影
を
宿
さ
ぬ
、
初
め
か
ら
日
本
語

で
書
き
下
ろ
さ
れ
た
ソ
ネ
ッ
ト
と
し
て
、私
は
訳
す
つ
も
り
で
あ
る
。
が
、一
方
で
、翻
訳
と
は
、

訳
の
背
後
に
原
作
が
あ
り
あ
り
と
透
け
て
見
え
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
意
見
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
原
作
尊
重
と
も
言
え
る
こ
の
態
度
は
、
例
え

ば
原
作
が
英
語
な
ら
、
英
語
の
側
に
日
本
語
を
な
る
た
け
引
き
寄
せ
て
、
日
本
語
の
訳
を
読
み

な
が
ら
、
英
語
の
原
作
が
は
っ
き
り
と
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も

そ
れ
は
果
た
し
て
、
真
正
の
翻
訳
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
深
く
疑
う
。
そ
れ
は
い
わ
ば
注

釈
に
過
ぎ
な
く
て
、
翻
訳
と
は
別
の
種
類
の
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」

　

以
上
は
、
十
八
年
前
に
、
私
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
論
（
正
確
に
言
え
ば
ソ
ネ
ッ

ト
の
翻
訳
論
だ
が
）
を
書
き
始
め
た
時
、論
の
冒
頭
に
記
し
た
一
節
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
、

既
に
全
篇
を
一
通
り
訳
し
終
え
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
論
考
を
書
き
な
が
ら
、
再
度
、
訳
を
見

直
し
て
完
成
さ
せ
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
論
の
目
的
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
論
で
は
、
そ
れ
ま
で
に
発
刊
さ
れ
て
い
た
す
べ
て
の
翻
訳
を
参
考
し
、
対
照

し
な
が
ら
、
あ
わ
せ
て
、
我
が
国
の
近
代
詩
、
現
代
詩
に
お
け
る
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
の
作
品
を
比

較
文
学
的
に
読
み
比
べ
て
、
日
本
語
に
よ
る
ソ
ネ
ッ
ト
形
式
の
意
義
と
役
割
と
可
能
性
を
探
る

論
考
を
加
え
た
。

　

そ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
を
と
り
な
が
ら
、
ソ
ネ
ッ
ト
の
第
一
篇
か
ら
順
に
各
回
三
～
五
篇
を

検
証
す
る
ペ
ー
ス
で
書
き
進
め
、「
英
米
学
研
究
」（
文
教
大
学
女
子
短
期
大
学
部
英
語
英
文

科
）
に
八
回
連
載
、
そ
の
後
、「
秋
田
公
立
美
術
工
芸
短
期
大
学
紀
要
」
に
六
回
連
載
し
て
、

第
四
十
八
篇
ま
で
進
行
し
た
。
当
初
は
、
す
べ
て
の
論
考
が
終
了
し
た
時
点
で
、
ソ
ネ
ッ
ト
訳

を
完
成
し
、
そ
れ
を
訳
本
と
し
て
刊
行
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
ま
ま
の

ペ
ー
ス
で
進
め
て
い
け
ば
、
全
篇
の
論
考
が
完
了
す
る
の
は
三
十
年
後
に
な
る
こ
と
に
気
付
い

た
。
そ
れ
で
、先
に
翻
訳
の
方
を
刊
行
す
る
こ
と
に
踏
み
切
っ
た
。
連
載
し
た
「
ソ
ネ
ッ
ト
論
」

で
検
証
済
み
の
第
四
十
八
篇
以
降
の
ソ
ネ
ッ
ト
に
関
し
て
は
、
二
〇
一
二
年
の
ほ
ぼ
一
年
間
を

か
け
て
、
訳
の
見
直
し
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
う
し
て
論
考
に
つ
い
て
は
、
本
論
に
お
い
て
、
ソ

ネ
ッ
ト
訳
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
私
論
を
総
括
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

三

　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
既
訳
は
、
今
日
ま
で
に
次
の
十
点
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、

論
考
で
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
参
照
し
た
。

　
「
詩
篇
其
二
」
ソ
ネ
ッ
ト
集　

坪
内
逍
遙
・
訳

　
　
（『
新
修
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ヤ
全
集
』
第
三
十
九
巻　

昭
和
九
年
・
中
央
公
論
社
）

　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
詩
集　

吉
田
健
一
・
訳
（
昭
和
三
十
六
年
・
垂
水
書
房
）

　

ソ
ネ
ッ
ト
詩
集　

西
脇
順
三
郎
・
訳

　
　
（
西
脇
順
三
郎
全
集
第
三
巻　

昭
和
四
十
六
年
・
筑
摩
書
房
）

　

ソ
ネ
ッ
ト
集　

中
西
信
太
郎
・
訳
（
昭
和
五
十
一
年
・
英
宝
社
）

　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト　

田
村
一
郎　

他
・
訳
（
昭
和
五
十
二
年
・
文
理
）

　

ソ
ネ
ッ
ト
集　

高
松
雄
一
・
訳
（
昭
和
六
十
一
年
・
岩
波
書
店
）

　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
詩
集　

関
口
篤
・
訳
（
平
成
四
年
・
思
潮
社
）

　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト　

小
田
島
雄
志
・
訳
（
平
成
六
年
・
文
藝
春
秋
）

　

対
訳
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
詩
集　

柴
田
稔
彦
・
訳
（
平
成
十
六
年
・
岩
波
書
店
）

　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
集　

吉
田
秀
生
・
訳
（
平
成
二
十
年
・
南
雲
堂
）

　

尚
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
吉
田
訳
は
四
十
三
篇
、
関
口
訳
は
六
十
二
篇
、
柴
田
訳
は
六
十
五
篇

の
み
の
抄
訳
で
あ
る
。

　

ま
た
、
新
出
の
二
訳
、
即
ち
、
柴
田
訳
と
吉
田
秀
生
訳
に
つ
い
て
は
、
私
が
訳
稿
と
論
考
を
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書
き
始
め
た
時
点
で
は
ま
だ
発
刊
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
ま
で
の
部
分
に
関
し
て
は

参
考
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

私
が
最
初
に
訳
稿
を
作
っ
て
い
く
際
に
は
、
訳
し
な
が
ら
既
訳
に
目
を
通
す
こ
と
は
控
え
、

ま
ず
一
通
り
訳
を
完
成
さ
せ
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
既
訳
と
対
照
し
、
訳
の
誤
り
が
無
い
か
を
確

認
し
た
り
、
見
習
う
べ
き
訳
出
法
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
を
参
考
に
訳
を
書
き
直
し
た
り
す

る
方
法
を
と
っ
た
。そ
の
過
程
を
記
し
て
い
っ
た
論
考
が
、断
続
し
な
が
ら
計
十
四
回
に
わ
た
っ

た
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
」
の
連
載
で
あ
っ
た
。

　

以
下
、
既
訳
に
関
す
る
考
察
を
総
論
的
に
記
す
こ
と
に
す
る
。

　

坪
内
逍
遥
の
訳
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
全
集
に
含
ま
れ
る
一
巻
で
あ
り
、
戯
曲
訳
と
も
ど
も
、

我
が
国
に
お
け
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
翻
訳
の
嚆
矢
で
あ
る
。
も
と
よ
り
戯
曲
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
の
場
合
に
は
韻
文
で
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
戯
曲
の
訳
者
は
、
俳
優
が

語
る
台
詞
と
い
う
よ
り
も
、
俳
優
が
互
い
に
延
々
と
吟
ず
る
詩
を
訳
す
覚
悟
と
技
術
が
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
わ
け
だ
が
、
坪
内
訳
は
戯
曲
に
お
い
て
も
そ
の
特
質
を
十
分
に
伝
え
る
格
調
高
い
日

本
語
訳
と
な
っ
て
お
り
、
同
じ
く
ソ
ネ
ッ
ト
の
訳
も
、
典
雅
流
麗
で
、
大
変
に
誠
実
な
信
頼
の

お
け
る
名
訳
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
さ
す
が
に
言
葉
遣
い
に
雅
文
体
の
古
さ
が
伴
う
の
は
致
し

方
の
な
い
こ
と
で
、
そ
れ
は
読
ん
で
い
る
と
、
あ
た
か
も
ザ
ー
ザ
ー
と
ノ
イ
ズ
の
鳴
り
止
ま
ぬ

Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
に
耳
傾
け
て
い
る
よ
う
な
心
地
に
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、
し
か
し
、
端
正
な
リ

ズ
ム
と
豊
富
な
語
彙
の
品
格
の
高
さ
に
お
い
て
は
随
一
で
あ
り
、
か
つ
て
一
時
代
を
築
い
た
伝

説
の
名
演
奏
家
の
録
音
を
聞
く
が
如
し
で
あ
る
。

　

た
だ
、
残
念
な
こ
と
に
は
、
誠
実
さ
余
っ
て
、
い
さ
さ
か
注
釈
が
多
い
。
そ
れ
は
冒
頭
の
献

辞
に
関
す
る
一
ペ
ー
ジ
分
の
解
説
に
始
ま
り
、
計
五
十
五
篇
に
わ
た
っ
て
付
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
全
百
五
十
四
篇
の
三
分
の
一
以
上
に
、
短
い
も
の
で
は
一
行
、
長
い
場
合
に
は
二
ペ
ー
ジ

ほ
ど
の
（
本
篇
十
四
行
よ
り
も
分
量
の
多
い
）
注
釈
が
あ
る
の
だ
。
も
っ
と
も
、
注
釈
と
い
う

意
味
で
は
、
今
日
の
翻
訳
で
は
巻
末
に
そ
れ
を
付
す
こ
と
も
多
く
、
坪
内
訳
で
は
、
そ
の
注
釈

が
巻
末
で
は
な
く
本
篇
の
各
詩
の
直
後
に
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
注
釈
の
あ

る
こ
と
は
確
か
に
翻
訳
を
読
む
う
え
で
、
参
考
に
な
り
こ
そ
す
れ
、
邪
魔
な
わ
け
で
は
な
い
の

だ
が
、
巻
末
に
あ
れ
ば
読
ま
ず
に
済
ま
せ
ら
れ
る
注
釈
も
、
各
詩
篇
の
直
後
に
置
か
れ
る
と
、

本
篇
を
読
み
進
め
る
う
え
で
、（
読
者
に
原
詩
の
外
国
語
で
あ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
ま
い
と
す

る
よ
う
な
翻
訳
の
「
理
想
」
を
目
指
す
と
す
れ
ば
）
鑑
賞
の
障
害
と
な
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
点
を
差
し
引
い
て
も
坪
内
訳
は
、
そ
の
原
詩
解
釈
の
正
確
さ
と
訳
語

の
的
確
さ
に
お
い
て
最
も
優
れ
て
お
り
、
最
終
的
に
私
訳
を
検
討
す
る
際
の
リ
フ
ァ
レ
ン
ス
と

な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
最
も
古
い
翻
訳
と
し
て
そ
の
よ
う
な
水
準
の
高
さ
を
実
現
し
て

い
る
こ
と
は
驚
異
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
坪
内
逍
遥
が
い
か
に
卓
越
し
た
翻
訳
家
で
あ
っ
た
か
を

示
し
て
い
る
と
同
時
に
、
後
の
翻
訳
家
が
、
ど
う
し
て
も
坪
内
訳
を
参
考
に
せ
ず
に
は
済
ま
せ

ら
れ
な
い
と
い
う
現
状
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

坪
内
逍
遥
が
能
う
限
り
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
そ
ば
へ
近
づ
き
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
自
身
の
肉

声
を
伝
え
よ
う
と
す
る
こ
と
に
腐
心
し
た
と
す
れ
ば
、
吉
田
健
一
の
訳
は
、
逆
に
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
の
台
詞
を
自
ら
の
声
で
演
じ
て
見
せ
る
こ
と
の
方
に
興
味
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
幼
少
期

を
英
国
で
過
ご
し
、
長
じ
て
は
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
学
ん
だ
吉
田
は
、
い
わ
ゆ
る
バ
イ
リ
ン
ガ
ル

か
つ
帰
国
子
女
の
先
駆
け
で
あ
り
、
英
語
を
使
う
こ
と
は
母
国
語
と
同
じ
で
、
そ
こ
に
何
の
不

自
由
も
構
え
も
要
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
は
、
今
日
の
よ
う
に
「
グ
ロ
ー
バ

ル
」の
標
語
が
飛
び
交
う
時
代
で
は
、そ
の
正
確
な
語
感
を
伝
え
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
と
な
っ

た
「
外
国
か
ぶ
れ
」
と
い
う
西
洋
趣
味
に
陥
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
極
め
て
簡
単

自
然
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
読
み
味
わ
い
、
同
様
に
簡
単
自
然
な
日
本
語
に
訳
す
る
こ
と
の
で

き
る
文
士
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
訳
詩
に
は
、
ど
の
一
行
を
読
ん
で
も
即
座
に
吉
田
の
も
の

と
わ
か
る
、
彼
の
文
章
と
同
じ
リ
ズ
ム
と
旋
律
の
味
付
け
が
施
さ
れ
て
い
る
。

　

我
が
国
の
現
代
詩
に
『
六
十
二
の
ソ
ネ
ッ
ト
』
と
い
う
定
型
詩
の
金
字
塔
を
打
ち
立
て
、
そ

の
後
も
度
々
こ
の
十
四
行
の
ス
タ
イ
ル
を
詩
作
に
用
い
て
い
る
谷
川
俊
太
郎
は
、
吉
田
訳
の

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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「
翻
訳
詩
に
そ
れ
ほ
ど
強
く
と
ら
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
小
笠
原
豊
樹
の
プ
レ
ヴ
ェ
ー
ル
を
除

い
て
は
、
他
に
ほ
と
ん
ど
な
い
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
表
現
の
切
実
巧
緻
も
も
ち
ろ
ん
だ
が
、

私
は
吉
田
訳
の
日
本
語
の
語
り
口
の
メ
ロ
デ
ィ
に
、も
っ
と
深
く
魅
か
れ
た
。」（「
吉
田
健
一
」）

　

作
家
が
文
体
を
持
ち
、
詩
人
が
詩
体
を
持
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
は

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
詩
体
が
あ
り
、
吉
田
健
一
に
は
吉
田
健
一
の
文
体
が
あ
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
作
家
あ
る
い
は
詩
人
が
翻
訳
を
す
る
場
合
に
は
、
原
作
者
の
詩
体
に
倣
う
よ
う
努
め
る
も

の
だ
と
は
し
て
も
、
結
果
的
に
は
自
ら
の
詩
体
で
し
か
訳
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
原

作
者
と
翻
訳
家
の
文
体
あ
る
い
は
詩
体
が
本
来
ど
れ
ほ
ど
類
似
し
て
い
る
か
が
、
そ
の
翻
訳
の

成
功
に
最
も
影
響
し
て
い
る
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
声
優
に
外
国
人
俳
優
の
吹
き

替
え
を
さ
せ
る
際
に
は
、
当
の
俳
優
と
声
質
の
最
も
似
て
い
る
声
優
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
が
、
翻

訳
と
い
え
ど
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

　

無
論
、
役
柄
に
応
じ
て
七
色
の
声
を
使
い
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
声
優
が
い
る
よ
う
に
、
原

作
に
応
じ
て
文
体
を
変
え
る
と
い
う
妙
技
を
駆
使
で
き
る
翻
訳
家
が
い
な
い
わ
け
で
は
あ
る
ま

い
が
、
い
か
に
し
て
も
、
文
体
の
根
幹
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
人
の
作

家
が
翻
訳
の
対
象
と
す
る
原
作
者
は
お
の
ず
と
限
ら
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
何
よ
り
、
作
家
や

詩
人
は
自
ら
と
同
じ
よ
う
な
文
体
、
詩
体
を
持
っ
た
異
国
語
の
作
家
、
詩
人
を
嗅
ぎ
分
け
て
見

つ
け
出
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
定
義
付
け
に
収
ま
ら
な
い
作
家
も
無
論
存
在
す
る
わ
け
で
あ

り
、吉
田
健
一
は
、そ
の
一
人
で
あ
る
。
吉
田
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、日
本
語
も
英
語
も
（
加

え
て
フ
ラ
ン
ス
語
も
）
同
等
に
自
在
に
操
れ
た
の
で
、
翻
訳
は
相
当
数
の
も
の
を
残
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
本
当
に
自
ら
の
興
味
の
赴
く
ま
ま
と
い
っ
た
感
が
あ
り
、
ざ
っ
と
見
渡
し
た
だ
け

で
も
、
ポ
オ
、
ス
テ
ィ
ブ
ン
ソ
ン
、
ロ
レ
ン
ス
、
オ
ー
ウ
ェ
ル
、
ワ
イ
ル
ド
等
々
、
お
よ
そ
文

体
で
類
似
云
々
と
い
う
選
択
の
結
果
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
選
択
す
る
こ
と
を
一
切
放

棄
し
た
か
の
よ
う
に
手
当
た
り
次
第
、
訳
出
の
俎
上
に
載
せ
て
い
る
。
そ
れ
ら
、
文
体
に
お
い

て
は
銀
河
の
端
か
ら
端
ほ
ど
に
も
隔
絶
し
た
諸
作
家
を
、
自
身
の
滔
々
た
る
文
体
一
本
で
訳
し

通
し
て
は
ば
か
ら
な
い
の
が
吉
田
健
一
の
流
儀
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
原
作
の
文
体
が
、
吉
田

健
一
の
文
体
に
し
ば
し
ば
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
致
し
方
な
く
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

ソ
ネ
ッ
ト
と
て
そ
の
例
外
で
は
な
い
の
だ
が
、
先
に
引
用
し
た
谷
川
俊
太
郎
の
言
葉
は
、
む
し

ろ
そ
れ
を
擁
護
し
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
端
的
に
言
え
ば
、
谷
川
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

に
感
動
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
吉
田
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
翻
訳
に
示
し
た
「
日
本
語
の
語

り
口
の
メ
ロ
デ
ィ
」
に
強
い
印
象
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、一
行
分
の
息
の
長
さ
と
、

同
時
に
、
十
四
行
を
ま
と
め
て
一
文
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
（
詩
と
も
散
文
と
も
判
然
と
し
難
い

よ
う
な
）
文
体
こ
そ
が
、
吉
田
訳
の
魅
力
の
す
べ
て
な
の
で
あ
る
。

　

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
学
び
、
そ
の
詩
作
の
初
期
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
が
英
語
に
よ
る
詩

で
あ
っ
た
と
い
う
ほ
ど
に
、
吉
田
健
一
に
劣
ら
ず
英
語
に
堪
能
で
あ
っ
た
（
加
え
て
、
フ
ラ
ン

ス
語
と
ラ
テ
ン
語
に
も
）
西
脇
順
三
郎
は
、
ま
た
日
本
の
詩
人
と
し
て
今
日
ま
で
唯
一
、
ノ
ー

ベ
ル
賞
の
候
補
に
挙
げ
ら
れ
た
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
の
巨
匠
で
あ
る
が
、
こ
と
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
訳
に
関
し
て
は
、
し
ば
し
ば
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
訳
を
残
し

て
い
る
の
は
何
と
も
不
思
議
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

　

無
論
、
そ
れ
は
訳
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
詩
体
の
こ
と
に
つ
い
て
言
う
の
で
は
な
い
。
西

脇
順
三
郎
の
詩
体
は
、
言
葉
の
旋
律
や
リ
ズ
ム
へ
の
反
抗
、
と
い
う
よ
り
も
破
壊
を
指
向
す
る
、

無
調
性
と
不
協
和
音
で
構
成
さ
れ
た
現
代
音
楽
に
も
似
た
無
機
的
で
切
断
さ
れ
た
響
き
を
持
っ

て
お
り
、
一
読
、
連
綿
と
続
い
て
止
む
こ
と
の
な
い
長
さ
を
持
っ
て
、
詩
脈
の
途
切
れ
る
こ
と

の
な
い
吉
田
健
一
の
詩
体
に
比
べ
れ
は
、
一
般
に
は
如
何
に
も
馴
染
み
に
く
く
、
読
み
難
い
の

は
確
か
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
詩
体
が
、
元
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
安
定
し
た
リ

ズ
ム
を
刻
む
弱
強
五
歩
格
と
は
か
な
り
調
子
の
違
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
西
脇
訳
の
問
題
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
英
語
の
解
釈
自
体
に
、
誤

訳
と
も
曲
解
と
も
取
れ
る
箇
所
が
非
常
に
（
異
常
に
、
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
ほ
ど
に
）

多
い
こ
と
で
あ
る
。
坪
内
訳
が
、
時
に
、
自
ら
の
中
の
詩
人
の
部
分
を
抑
え
て
も
、
原
詩
に
忠
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実
に
、
訳
の
正
確
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
の
に
比
べ
て
、
西

脇
訳
で
は
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
詩
人
の
部
分
が
、
往
々
に
し
て
訳
者
を
拘
束
し
、
原
詩
を

無
視
し
て
自
身
の
「
詩
」
を
綴
ら
せ
る
こ
と
に
い
さ
さ
か
も
躊
躇
し
て
い
な
い
よ
う
に
も
見
え

る
の
で
あ
る
。
か
と
言
っ
て
、
そ
れ
は
、
西
脇
の
個
人
的
な
「
詩
」
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

原
詩
と
い
う
軛
か
ら
解
き
放
た
れ
て
、
天
空
に
飛
翔
す
る
が
ご
と
き
自
由
奔
放
な
展
開
を
見
せ

る
と
い
う
こ
と
で
も
決
し
て
な
い
。あ
く
ま
で
、原
詩
に
設
定
さ
れ
た
区
域
の
中
で
蠢
き
ま
わ
っ

て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
西
脇
訳
は
、
坪
内
、
吉
田

訳
と
並
び
、
そ
の
後
に
続
く
所
謂
研
究
者
に
よ
る
ソ
ネ
ッ
ト
訳
と
は
一
線
を
画
す
、
詩
人
、
文

人
と
し
て
一
家
を
な
し
た
先
達
の
訳
業
の
御
三
家
と
称
す
べ
き
も
の
の
一
翼
を
担
う
と
、
一
応

は
言
え
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
は
先
の
二
者
に
比
べ
て
見
劣
り
が
す
る
と
、
残
念
な
が
ら

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

中
西
信
太
郎
は
京
都
大
学
の
教
官
を
務
め
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
専
門
と
す
る
英
文
学
者
で

あ
る
が
、
そ
の
ソ
ネ
ッ
ト
訳
は
学
者
的
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
文
人
的
な
姿
勢
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
中
西
が
ソ
ネ
ッ
ト
を
含
む
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
詩
を
ま
と
め
て
訳
出
し
た

の
は
七
十
歳
の
時
で
あ
っ
た
。し
か
も
そ
の
時
点
で
は
ソ
ネ
ッ
ト
の
訳
は
五
十
篇
に
と
ど
ま
り
、

全
体
の
三
分
の
一
に
も
満
た
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
三
年
の
間
に
全
篇
を
訳
し
終
え
た
が
、
校

正
を
重
ね
て
い
る
最
中
に
病
死
し
て
し
ま
っ
た
。
従
っ
て
、
ソ
ネ
ッ
ト
完
訳
本
の
刊
行
は
、
訳

者
の
死
後
で
あ
り
、
前
書
き
も
後
書
き
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。
加
え
て
、
注
釈
の
類
も
一
切
な

い
の
は
、
学
者
の
訳
稿
と
し
て
は
異
例
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
中
西
が
急
逝
し
た
か
ら

で
は
必
ず
し
も
な
く
、
も
と
も
と
注
釈
を
付
け
る
つ
も
り
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、

研
究
者
対
象
で
は
な
く
、
一
般
読
者
を
想
定
し
た
翻
訳
の
み
の
ス
タ
イ
ル
を
志
向
し
た
の
で
あ

り
、
そ
の
翻
訳
は
確
か
に
、
正
確
な
解
釈
と
端
正
な
日
本
語
に
貫
か
れ
て
い
て
、
詩
体
の
「
個

性
」
と
い
う
点
で
は
い
さ
さ
か
不
足
が
あ
る
と
し
て
も
、
訳
出
の
態
度
の
誠
実
さ
に
お
い
て
は

坪
内
訳
に
比
肩
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
高
く
評
価
で
き
る
。

　

以
上
の
四
者
の
訳
を
、
ソ
ネ
ッ
ト
中
最
も
名
高
い
第
十
八
番
の
冒
頭
と
結
び
の
カ
プ
レ
ッ

ト
で
比
較
し
て
み
る
。
尚
、
こ
こ
に
挙
げ
る
原
詩
は
、
拙
訳
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
た	 The 

Sonnets （ed.	by	John	D
over	W

ilson,	Cam
bridge	U

niversity	Press,	1966

）	

に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

Shall	I	com
pare	thee	to	a	sum

m
er's	day?

T
hou	art	m

ore	lovely	and	m
ore	tem

perate:

　

So	long	as	m
en	can	breathe	or	eyes	can	see,

　

So	long	lives	this,	and	this	gives	life	to	thee.

わ
れ
君
を
初
夏
の
麗
か
な
る
日
に
比
べ
ん
歟
、

あ
ヽ
、
君
は
そ
れ
よ
り
も
う
る
は
し
く
て
長
閑
や
か
な
り
。

　

人
間
の
息
せ
む
限
り
、
眼
の
見
む
限
り
、

　

此
詩
は
遺
存
せ
む
、
而
う
し
て
君
に
生
を
與
へ
む
。（
坪
内
）

君
を
夏
の
一
日
に
喩
へ
よ
う
か
。

君
は
更
に
美
し
く
て
、
更
に
優
し
い
。

　

人
間
が
地
上
に
あ
つ
て
盲
に
な
ら
な
い
間
、

　

こ
の
数
行
は
読
ま
れ
て
、
君
に
生
命
を
与
へ
る
。（
吉
田
）

君
を
夏
の
日
に
た
と
え
て
も

君
は
も
っ
と
美
し
い
も
っ
と
お
だ
や
か
だ
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人
間
が
呼
吸
す
る
限
り
ま
た
眼
が
見
え
る
限
り

　

こ
の
詩
は
生
き
残
り
、
こ
れ
が
君
を
生
か
す
の
だ
。（
西
脇
）

君
を　

夏
の
日
に
た
と
え
よ
う
か

君
は　

も
っ
と
美
し
く　

も
っ
と
お
だ
や
か
だ

　

ひ
と
が
生
き
る
か
ぎ
り　

眼
が
見
え
る
か
ぎ
り　

長
く

　

こ
の
詩
は
生
き
て　

君
に
い
の
ち
を
与
え
る
の
だ
（
中
西
）

　

我
が
国
の
近
代
小
説
の
黎
明
期
を
創
出
し
た
坪
内
逍
遥
は
、
文
体
に
も
非
常
に
意
識
的
な
作

家
で
あ
っ
た
が
、
自
ら
提
唱
し
た
雅
文
体
を
詩
翻
訳
に
も
活
用
し
た
と
思
わ
れ
る
ソ
ネ
ッ
ト
訳

は
、
こ
う
し
て
み
る
と
、
一
読
、
詩
体
自
体
に
、
他
と
は
一
線
を
画
す
る
魅
力
の
秘
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
良
く
わ
か
る
。
対
し
て
、
中
西
訳
は
現
代
的
な
口
語
の
用
法
を
最
大
限
に
意
識
し

て
い
る
と
言
え
る
が
、
そ
の
平
易
な
言
葉
遣
い
の
中
に
常
に
音
楽
性
を
保
っ
て
い
る
点
も
見
事

で
、
も
っ
と
評
価
さ
れ
て
良
い
も
の
で
あ
り
、
訳
本
は
現
在
は
残
念
な
が
ら
絶
版
の
よ
う
で
は

あ
る
が
、
復
刊
を
願
う
一
冊
で
あ
る
。

　
　
　
　

四

　

田
村
一
郎
、
坂
本
公
延
、
六
反
田
収
、
田
淵
實
貴
男
の
四
者
共
著
に
よ
る
訳
は
『
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
―
愛
の
虚
構
―
』
と
題
さ
れ
た
研
究
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
各

詩
篇
ご
と
に
、
四
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
発
言
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
「
コ
メ
ン
タ
リ
ィ
」
が

付
さ
れ
て
い
る
。
専
門
的
、
学
術
的
な
内
容
で
あ
っ
て
も
、
会
話
形
式
の
「
コ
メ
ン
タ
リ
ィ
」

と
す
る
こ
と
で
、
一
般
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
と
言
う
意
味
で
は
ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
で
あ

り
、
面
白
い
形
態
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
の
反
面
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
が
自
由
に
交
わ

さ
れ
た
ま
ま
の
談
話
録
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
統
一
し
た
見
解
な
り
主
張
な
り
が
必
ず
し
も
明
確

に
記
さ
れ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
散
漫
な
印
象
を
与
え
る
の
は
致
し
方
な
い
。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
本
書
の
「
コ
メ
ン
タ
リ
ィ
」
は
、
研
究
、
批
評
と
い
う
よ
り
も
、
注
釈
の

一
形
態
な
の
で
あ
り
、
こ
の
書
の
重
心
自
体
も
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
こ
の
趣
向
を
凝
ら
し
た

「
コ
メ
ン
タ
リ
ィ
」
の
方
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
翻
訳
の
方
も
な
か
な
か
に
巧
み

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
に
は
、
新
し
い
訳
の
表
現
の
試
み
と
い
う
よ
り
も
、
坪
内
訳
を
は

じ
め
と
す
る
先
達
の
訳
の
優
れ
た
箇
所
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
言
葉
に

ま
と
め
上
げ
て
い
く
姿
勢
が
見
て
取
れ
、
い
わ
ば
ア
レ
ン
ジ
の
手
法
の
妙
味
が
感
じ
ら
れ
る
点

で
興
味
深
い
。

　

高
松
雄
一
の
訳
は
、
本
来
は
世
界
文
学
全
集
（
集
英
社
、
一
九
八
一
）
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

の
巻
の
た
め
に
訳
出
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
後
に
岩
波
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
、
文
庫
版
と
し
て
は

最
初
の
ソ
ネ
ッ
ト
全
訳
と
し
て
、
今
日
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
過
不
足
の
無
い

注
釈
も
含
め
て
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
翻
訳
と
言
え
る
が
、
訳
法
で
気
に
な
る
の
は
、
常
体
と

敬
体
の
混
在
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
、
相
手
に
向
か
っ
て
言
っ
て
い
る
詩
行
の
場
合
は
敬
体
、

そ
う
で
な
い
場
合
は
常
体
、と
使
い
分
け
に
規
則
を
設
け
て
い
る
こ
と
は
う
か
が
え
る
の
だ
が
、

た
と
え
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
十
四
行
の
中
に
「
だ
、
で
あ
る
」
と
「
で
す
、
ま
す
」
を
違
和

感
な
く
共
存
さ
せ
る
の
は
、
日
本
語
の
リ
ズ
ム
感
と
い
う
点
か
ら
も
至
難
の
技
で
あ
り
、
そ
れ

以
上
に
、
詩
を
通
読
し
て
、
混
在
の
必
要
性
が
必
ず
し
も
感
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
問
題

で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
と
え
、
原
詩
自
体
に
、
日
本
語
の
常
体
と
敬
体
の
使
い
分
け
を
意
識
さ

せ
る
よ
う
な
敬
語
表
現
が
あ
る
と
し
て
も
、
翻
訳
上
で
の
扱
い
は
ま
た
別
の
問
題
と
な
る
。

　

関
口
篤
の
訳
は
、
思
潮
社
の
海
外
詩
文
庫
の
第
一
巻
目
で
あ
る
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
詩
集
』

の
冒
頭
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
か
な
り
に
専
門
的
な
注
釈
が
付
さ
れ
て
い
る
上
に
、
一

部
は
原
詩
も
併
せ
て
掲
載
と
、
研
究
書
の
よ
う
な
構
成
で
あ
る
。
確
か
に
関
口
篤
は
、
大
学
で

教
鞭
を
と
っ
た
こ
と
も
あ
る
研
究
者
で
は
あ
る
が
、
本
来
は
現
代
詩
人
で
あ
り
、
訳
語
に
も
独

自
の
詩
体
が
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
こ
の
翻
訳
の
最
大
の
特
徴
は
、
各
詩
篇
に
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付
さ
れ
た
標
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
一
番
は
「
豊
穣
と
飢
饉
」、
第
二
番
は
「
四
十
回
の
冬
」

と
い
う
具
合
で
、
そ
れ
ぞ
れ
詩
の
テ
ー
マ
を
的
確
に
捉
え
た
標
題
は
、
と
り
わ
け
一
般
の
読
者

に
と
っ
て
は
詩
篇
を
読
み
進
め
る
上
で
大
き
な
助
け
と
な
る
。
無
論
、
原
詩
に
は
標
題
な
ど
な

い
わ
け
で
、
翻
訳
に
際
し
そ
れ
を
付
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
大
き
な
冒
険
で
あ
り
、
一
歩
間
違

え
ば
非
常
に
危
険
な
越
権
行
為
で
あ
っ
て
、
邪
道
と
も
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

こ
こ
で
は
そ
れ
が
あ
る
程
度
の
成
功
を
収
め
て
い
る
。
関
口
の
詩
人
と
し
て
の
創
作
本
能
が
、

単
な
る
翻
訳
作
業
を
超
え
て
発
露
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
独
創
性
は
大
い
に
評
価
さ
れ

て
よ
い
。

　

小
田
島
雄
志
訳
の
訳
は
、
全
篇
に
山
本
容
子
の
絵
（
銅
版
画
）
を
添
え
た
ス
タ
イ
ル
で
、
翻

訳
よ
り
も
絵
の
構
想
の
方
が
先
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
確
か
に
、
一
冊
の
本
と
し

て
は
絵
と
の
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
が
最
大
の
魅
力
な
の
で
あ
る
。
翻
訳
自
体
は
、
訳
者
も
述
べ
て
い

る
通
り
「
平
明
」
を
第
一
と
し
た
跡
が
見
ら
れ
る
。
現
代
語
的
な
「
平
明
」
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
全
集
で
も
示
し
た
、
こ
の
訳
者
ら
し
い
特
質
で
あ
り
、
そ
の
一
方
で
、
古
典
的
な
格
調
や

重
厚
な
趣
に
欠
け
る
と
の
誹
り
を
免
れ
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
た
だ
、
こ
の
ソ
ネ
ッ
ト

訳
の
場
合
は
、
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
、
高
松
訳
と
同
じ
く
、
常
体
と
敬
体
の
混
在
が
第
一
に
気
に

な
る
点
で
あ
る
。
前
述
し
た
こ
と
の
繰
り
返
し
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
常
体
と
敬
体
の
併
用
の
必

然
性
が
問
題
と
な
る
。
一
篇
の
中
で
の
併
用
は
も
と
よ
り
、
全
篇
を
通
し
て
も
、
併
用
は
不
自

然
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
が
否
定
で
き
な
い
。
比
率
的
に
も
、
高
松
訳
よ
り
、
小
田
島
訳
の
方

が
敬
体
の
割
合
が
多
く
、
本
来
、
敬
体
を
基
本
に
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
、
そ
れ
が
、
小
田
島

の
訳
出
上
の
工
夫
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
そ
の
効
果
に
関
し
て
は
疑
問
が
残

る
で
あ
ろ
う
。

　

評
論
の
分
野
で
か
つ
て
、
中
村
光
夫
が
敬
体
の
文
体
を
用
い
た
の
は
、
や
は
り
、
文
学
の
専

門
的
な
批
評
内
容
を
一
般
読
者
に
も
親
し
み
や
す
く
す
る
た
め
の
試
み
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
る
が
、
一
般
読
者
は
、
敬
体
の
文
章
に
よ
っ
て
ど
れ
ほ
ど
に
本
当
に
親
し
み
や
す
さ
を
抱
く

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
し
み
や
す
さ
や
平
明
さ
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
文
章
の
内
容
自
体
に

目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
文
末
の
表
現
形
式
の
よ
う
な
些
末
な
部
分
に
気
を
取
ら
れ
る
べ

き
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
、「
で
す
、
ま
す
」
調
の
た
め
に
、
文
章
の
簡
潔
さ
が
失
わ
れ
、

緊
張
度
と
密
度
が
低
下
す
る
こ
と
は
、
内
容
の
率
直
な
伝
達
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
な
の
で
は
な

い
か
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
平
明
で
あ
る
こ
と
を
一
般
読
者
が
求
め
て
い
る
と
い
う
の
は
、
文

学
者
の
驕
れ
る
誤
解
で
は
あ
る
ま
い
か
。
文
体
に
お
い
て
逆
説
と
省
略
の
修
辞
法
が
駆
使
さ
れ

て
い
る
小
林
秀
雄
の
文
章
は
、
難
解
で
あ
る
と
い
う
の
が
定
説
だ
が
、
実
際
は
、
一
般
の
読
者

に
と
っ
て
も
い
ま
だ
に
最
も
人
気
の
あ
る
批
評
文
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。

　

お
よ
そ
文
学
に
お
い
て
、
敬
体
を
用
い
て
十
分
な
効
果
を
収
め
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
書

簡
体
小
説
や
女
性
の
告
白
体
（
太
宰
治
が
好
例
で
あ
る
）、
そ
し
て
童
話
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず

れ
に
し
て
も
散
文
の
場
合
で
あ
っ
て
、そ
れ
が
、「
文
末
」
が
不
要
と
も
い
え
る
詩
歌
と
な
る
と
、

敬
体
の
必
要
性
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
中
村
光
夫
の
場
合
は
、
散
文

の
評
論
文
な
の
で
、
敬
体
で
統
一
す
る
こ
と
に
は
な
ん
の
不
自
由
も
な
い
が
、
詩
歌
で
は
、
高

松
訳
や
小
田
島
訳
を
見
て
も
わ
か
る
通
り
、
終
始
一
貫
し
て
敬
体
を
用
い
る
こ
と
は
非
常
に
困

難
で
、
不
自
然
で
も
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
詩
歌
に
お
い
て
敬
体
を
用
い
る
に
は
、
平
明
に
す

る
た
め
な
ど
と
い
う
安
易
な
目
的
を
超
え
た
、
表
現
効
果
上
の
徹
底
し
た
自
覚
と
覚
悟
が
な
け

れ
ば
為
し
え
な
い
も
の
と
い
う
認
識
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

柴
田
稔
彦
の
訳
は
、『
対
訳
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
詩
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
抄
訳
だ
が
、
タ

イ
ト
ル
が
示
す
通
り
、
ソ
ネ
ッ
ト
の
他
に
、「
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
ア
ド
ー
ニ
ス
」「
ル
ー
ク
リ
ー
ス

凌
辱
」
の
長
詩
二
篇
と
劇
中
詩
篇
を
加
え
、
英
語
の
原
詩
と
並
置
し
て
対
訳
と
し
て
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
対
訳
と
し
て
の
必
要
上
、
翻
訳
詩
が
横
書
き
で
記
さ
れ
て
い
る
唯
一
の
訳

で
あ
る
。
今
日
の
よ
う
に
、
特
に
英
語
が
専
門
で
な
く
と
も
一
通
り
の
英
文
な
ら
ば
読
み
こ
な

せ
る
読
者
が
増
え
た
時
代
で
は
、
た
と
え
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
英
語
で
も
、
対
訳
形
式
の
文
庫

本
を
編
集
、
出
版
し
て
一
般
の
読
者
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に

こ
れ
は
、
翻
訳
と
い
う
「
文
化
」
を
考
え
る
上
で
は
、
い
さ
さ
か
寂
し
く
ま
た
、
疑
問
を
呈
す
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べ
き
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
訳
は
あ
く
ま
で
も
原
詩
を
読
み
解
く
た
め

の
補
助
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
原
詩
を
理
解
す
る
の
が
最
終
的
な
目
標
で
あ
り
、
そ
れ
が

で
き
た
な
ら
ば
、
訳
は
も
は
や
不
要
に
な
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
な
る
ほ
ど
、

優
れ
た
翻
訳
で
あ
れ
ば
、
原
文
が
読
み
た
く
な
る
の
は
至
極
当
然
で
あ
り
、
ま
た
、
反
対
に
お

粗
末
な
訳
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
却
っ
て
原
文
を
覗
い
て
み
た
い
興
味
を
（
む
し
ろ
優
れ
た

訳
の
場
合
以
上
に
）
起
こ
す
こ
と
も
あ
っ
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
訳
は
原
文
へ
と
読
者
を
誘

う
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
一
方
で
、
訳
が
訳
と
し
て
自
立
し
、
た
と
え
原
文
を
読
ん
だ
読
者

で
あ
っ
て
も
、
最
終
的
に
訳
の
方
へ
回
帰
し
て
く
る
ほ
ど
に
優
れ
た
訳
を
目
指
す
訳
業
の
意
識

と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
言
で
い
う
な
ら
ば
、
究
極
の
翻
訳
と
は
、
原
作
の
他

言
語
に
よ
る
再
現
で
は
な
く
、
原
作
を
他
言
語
に
よ
っ
て
抹
消
し
、
原
作
を
超
え
る
こ
と
を
目

指
す
べ
き
も
の
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
原
作
以
上
の
翻
訳
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
真
に
文
芸
的

な
翻
訳
の
在
り
方
と
し
て
確
か
に
目
指
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
が
、
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中

で
次
第
に
薄
ら
い
で
し
ま
っ
た
意
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
翻
訳
の
理
想
は
グ
ロ
ー

バ
ル
化
と
対
立
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
、
異
文
化
の
最
高
の
摂
取
と
言
え
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

吉
田
秀
生
の
訳
は
、
最
も
新
し
い
も
の
だ
け
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
数
々
の
翻
訳
や
研
究
の

成
果
を
総
合
し
て
作
り
上
げ
た
跡
が
う
か
が
え
る
。
元
々
は
、
大
学
で
の
講
義
の
テ
キ
ス
ト
と

し
て
ソ
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
際
に
訳
を
作
成
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
由
来
で
あ
り
な

が
ら
、
あ
え
て
注
釈
を
付
さ
ず
、
い
わ
ば
訳
語
に
注
釈
を
す
べ
て
含
ま
せ
て
、
訳
の
み
で
読
ま

せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
評
価
で
き
る
。
た
だ
、
高
松
、
小
田
島
両
訳
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
敬
体

と
常
体
の
混
用
が
こ
こ
で
も
、
意
識
的
に
取
り
入
ら
れ
て
い
る
の
が
目
に
つ
き
、
ま
た
、
詩
体

の
点
で
も
個
性
的
な
ス
タ
イ
ル
と
い
う
べ
き
も
の
は
な
い
が
、
多
く
の
先
例
を
参
照
し
て
い
る

だ
け
あ
っ
て
、
整
っ
て
安
定
し
た
訳
と
感
じ
ら
れ
る
。

　

で
は
、
前
章
で
比
較
し
た
よ
う
に
、
ソ
ネ
ッ
ト
の
第
十
八
番
に
関
し
て
、
残
り
の
六
者
の
訳

を
挙
げ
て
お
こ
う
。

君
を
夏
の
一
日
に
た
と
え
よ
う
か
。

君
は
も
っ
と
美
し
く
、
も
っ
と
優
し
い
。

　

人
が
息
を
し
、
人
の
眼
が
見
え
る
か
ぎ
り
、

　

こ
の
詩
は
生
き
、
こ
れ
が
君
に
命
を
与
え
る
。（
田
村
）

き
み
を
夏
の
一
日
に
く
ら
べ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。

き
み
は
も
っ
と
美
し
く
て
、
も
っ
と
お
だ
や
か
だ
。

　

人
が
息
を
し
、
目
が
見
う
る
か
ぎ
り
、
こ
の
詩
は
生
き
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
詩
が
き
み
に
い
の
ち
を
あ
た
え
る
。（
高
松
）

き
み
を
夏
の
日
に
く
ら
べ
て
も

き
み
は
も
っ
と
美
し
く
も
っ
と
お
だ
や
か
だ

　

人
間
が
呼
吸
で
き
る
か
ぎ
り　

そ
の
眼
が
見
え
る
か
ぎ
り

　

こ
の
一
篇
の
詩
は
生
き
残
り　

き
み
に
生
命
を
与
え
つ
づ
け
る
（
関
口
）

あ
な
た
を
な
に
か
に
た
と
え
る
と
し
た
ら
夏
の
一
日
で
し
ょ
う
か
？

だ
が
あ
な
た
は
も
っ
と
美
し
く
、
も
っ
と
お
だ
や
か
で
す
。

　

人
々
が
息
を
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
目
が
見
う
る
か
ぎ
り
、

　

こ
の
詩
は
生
き
て
あ
な
た
に
い
の
ち
を
与
え
る
続
け
る
で
し
ょ
う
。（
小
田
島
）
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君
を
夏
の
一
日
と
比
べ
て
み
よ
う
か
？

だ
が
君
の
ほ
う
が
ず
っ
と
美
し
く
、
も
っ
と
温
和
だ
。

　

人
が
息
づ
き
、
目
が
見
え
て
い
る
か
ぎ
り
、

　

こ
の
詩
は
生
き
つ
づ
け
、
こ
の
詩
に
よ
っ
て
君
も
命
を
永
ら
え
る
。（
柴
田
・
原
著
横
書
）

あ
な
た
を
夏
の
一
日
に
譬
え
よ
う
か
。

あ
な
た
は
よ
り
美
し
く
、
よ
り
穏
や
か
だ
。

　

人
が
呼
吸
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
目
が
見
え
る
か
ぎ
り

　

こ
の
詩
は
生
き
て
あ
な
た
に
永
遠
の
命
を
与
え
る
。（
吉
田
秀
生
）

　

こ
の
よ
う
に
並
列
し
て
み
る
と
、
先
述
し
た
文
人
世
代
の
四
人
に
比
べ
て
、
こ
れ
ら
研
究
者

世
代
の
訳
が
む
し
ろ
一
般
向
け
で
平
易
に
思
わ
れ
る
の
は
、
意
外
で
あ
る
が
、
時
代
の
せ
い
な

の
で
も
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
傾
向
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
平
易
に
す
る
こ

と
が
詩
の
間
口
を
広
く
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
奥
行
き
を
失
く
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
よ

う
に
く
れ
ぐ
れ
も
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

例
示
し
た
詩
行
で
は
、
何
れ
の
訳
で
も
一
行
目
、
二
行
目
は
そ
こ
で
詩
行
が
完
結
し
、
原
詩

自
体
も
そ
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
だ
が
、
実
際
は
ピ
リ
オ
ド
で
は

な
く
、
コ
ロ
ン
に
よ
る
次
行
へ
の
移
行
な
の
で
、
翻
訳
で
も
、
こ
こ
で
句
点
で
は
区
切
ら
ず
に
、

三
行
目
へ
の
、あ
る
程
度
の
連
続
性
（
旋
律
的
な
意
味
で
の
）
は
保
た
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　

カ
プ
レ
ッ
ト
のbreathe

に
つ
い
て
は
「
呼
吸
を
す
る
」「
息
を
す
る
」
と
い
う
直
訳
に
安

住
す
る
こ
と
が
、
日
本
語
の
詩
と
し
て
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
。
そ
の
点
、「
人
間
が
地
上
に
あ

つ
て
」
と
跳
躍
的
な
意
訳
を
試
み
た
西
脇
訳
と
、「
生
き
る
か
ぎ
り
」
と
意
訳
で
も
的
確
に
収

め
た
中
西
訳
は
見
習
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
続
くeyes	can	see

に
つ
い
て
は
、

さ
す
が
の
こ
の
二
者
も
、「
眼
」
を
使
わ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
眼
の
見
る

も
の
が
、
こ
の
「
詩
」
の
言
葉
で
あ
る
と
解
釈
し
た
上
で
、「
言
葉
が
読
ま
れ
る
か
ぎ
り
」
と

訳
出
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
更
に
進
め
て
「
言
葉
が
生
き
る
か
ぎ
り
」
と
し
、

カ
プ
レ
ッ
ト
に
「
生
き
（
る
）」
を
三
度
反
復
す
る
リ
フ
レ
イ
ン
と
す
れ
ば
音
楽
的
な
効
果
は

増
大
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
以
上
の
よ
う
な
考
察
の
も
と
に
訳
出
し
た
拙
訳
を
最
後
に
示

し
て
、
本
論
の
結
び
と
し
た
い
。

君
を
夏
の
日
に
た
と
え
よ
う
か

君
の
方
が
も
っ
と
美
し
く
優
し
い
け
れ
ど

　

人
が
生
き　

言
葉
が
生
き
る
か
ぎ
り

　

こ
の
詩
は
生
き
て
君
に
生
命
を
与
え
続
け
る

（
尚
、『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
』（
大
八
木
敦
彦
・
訳
）
は
二
〇
一
三
年
三
月
二
〇
日
、

舷
燈
社
よ
り
刊
行
し
た
。）




