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れ
に
発
語
へ
と
う
な
が
し
、
ま
た
作
者
自
身
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
し
、
呼
応

し
、
あ
る
い
は
反
発
し
た
、
そ
の
ひ
と
つ
の
情
況
を
え
が
き
た
い
の
だ
。

　
情
況
は
さ
ま
ざ
ま
な
表
出
の
レ
ベ
ル
を
画
す
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
三

つ
の
詩
は
、
そ
の
つ
ど
の
表
出
レ
ベ
ル
を
か
な
り
高
度
に
達
成
し
、
と
き

に
は
そ
れ
を
こ
え
で
て
も
い
る
。
ひ
と
つ
の
レ
ベ
ル
か
ら
つ
ぎ
の
レ
ベ
ル

ヘ
、
飛
躍
の
お
こ
な
わ
れ
る
と
き
の
空
白
と
さ
け
目
を
通
し
て
、
情
況
の

全
体
性
を
予
感
の
う
ち
に
と
ら
え
ら
れ
れ
ば
、
と
思
う
。

　
詩
を
三
つ
、
な
ら
べ
て
読
ん
で
み
よ
う
。

　
三
つ
の
詩
は
十
八
世
紀
な
か
ば
か
ら
、
十
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
ほ

ぼ
等
し
い
間
を
お
い
て
書
か
れ
た
。
書
い
た
の
は
三
人
の
詩
人
。
三
つ
の

詩
は
モ
チ
ー
フ
と
い
い
、
主
題
と
い
い
、
リ
ズ
ム
と
い
い
、
そ
れ
ぞ
れ
か

な
り
違
っ
て
い
る
。
共
通
す
る
の
は
、
湖
上
、
あ
る
い
は
そ
の
ほ
と
り
、

と
い
う
情
景
設
定
だ
け
で
あ
る
。
と
は
い
え
湖
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
分
析

を
や
ろ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
わ
た
し
の
と
る
方
法
は
、
そ
れ

と
は
別
だ
。
ま
た
三
つ
の
詩
を
、
三
人
の
作
者
の
伝
記
的
事
実
の
な
か
に

お
し
も
ど
し
て
、
そ
こ
か
ら
解
釈
を
は
じ
め
る
、
と
い
う
の
で
も
な
い
。

む
し
ろ
、
逆
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
え
が
き
た
い
の
は
ひ
と
つ
の
情
況
。
複
数
の
作
者
を
、
そ
れ
ぞ

　
三
つ
の
詩
の
書
か
れ
た
時
期
は
、
啓
書
下
王
義
の
展
開
に
よ
り
危
機
に
お

ち
い
っ
た
神
学
が
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
を
せ
ま
ら
れ
た
時
期
を
う
け
て
、
ド

イ
ツ
哲
学
と
ド
イ
ツ
文
学
が
、
神
学
の
新
た
な
う
ご
き
を
背
景
に
、
そ
れ

に
た
い
す
る
共
感
と
反
発
を
こ
め
な
が
ら
、
同
時
に
お
互
い
同
士
ひ
き
あ

い
、
ふ
れ
あ
い
、
あ
る
い
は
拒
絶
を
く
り
か
え
し
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
に
成

立
し
、
ひ
と
つ
の
頂
点
を
か
た
ち
づ
く
り
さ
え
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
哲

学
と
文
学
、
両
者
と
も
神
学
の
新
た
な
う
ご
き
と
い
か
に
し
て
、
ま
た
ど

の
程
度
、
距
離
を
た
も
つ
か
が
、
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
一

見
そ
う
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
も
、
意
味
内
容
に
ま
で
外
化
さ
れ
て
は
い

な
い
な
が
ら
、
構
成
自
体
に
神
学
の
枠
ぐ
み
を
ひ
そ
ま
せ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
う
ち
文
学
は
、
神
学
の
議
論
に
よ
っ
て
は
も
は
や
と
ら
え
ら
れ



ず
、
し
か
も
哲
学
か
ら
は
排
除
さ
れ
た
領
域
に
自
ら
の
足
場
を
し
め
て
行

く
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
神
学
を
背
景
と
す
る
点
で
は
哲
学
に
対
応
し
、

同
時
に
そ
れ
か
ら
は
拒
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
生
成
し
、
変
化
し
、
流
動
し

つ
つ
あ
り
、
飛
躍
と
混
乱
と
屈
折
と
を
も
つ
展
開
の
様
相
を
少
し
で
も
は

っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、
比
較
上
の
定
点
を
設
定
し
よ
う
。
そ
れ
は
『
純
粋

理
性
批
判
』
で
あ
る
。

　
こ
の
浩
瀚
な
書
物
の
う
ち
、
こ
こ
で
と
く
に
関
係
が
あ
る
の
は
、
物
自

体
と
現
象
界
、
さ
ら
に
は
純
粋
理
性
概
念
（
イ
デ
ー
）
と
純
粋
悟
性
概
念

（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
と
い
う
二
分
法
に
よ
る
峻
別
で
あ
る
。
こ
の
峻
別
は
近

代
詩
の
奥
深
く
に
ま
で
到
達
し
、
特
有
の
擬
制
を
う
み
だ
し
た
。
ひ
と
つ

は
主
観
性
の
展
開
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
死
を
排
除
し
て
、
生
を
そ
れ

自
身
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
衝
動
で
あ
る
。
両
者
は
表
裏
の
関
係
に
あ

り
、
と
も
に
世
界
を
、
死
の
共
同
性
に
お
い
て
よ
り
、
生
の
個
別
性
に
お

い
て
と
ら
え
る
う
ご
き
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
（
死
）
か
ら

他
方
（
生
）
へ
の
直
線
的
な
展
開
を
近
代
詩
に
読
み
と
ろ
う
と
す
れ
ば
困

惑
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
あ
ま
り
に
も
屈
折
や
撤
回
や
く
ぐ
ま
り
が
多
す
ぎ

る
の
だ
。
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
こ
と
ば
そ
の
も
の
に
ふ
り
か
え
っ
て

関
係
せ
ざ
る
を
え
な
い
詩
（
文
学
）
は
、
自
ら
の
う
ち
に
擬
制
を
は
ら
み

な
が
ら
も
、
同
時
に
た
え
ず
そ
の
擬
制
の
展
開
に
異
議
を
さ
し
は
さ
み
、

　
　
！
1
三
つ
の
詩
一

そ
の
う
ご
き
を
反
転
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
こ
う
し
て
ひ
と
た
び
言
わ

れ
た
こ
と
が
す
ぐ
留
保
さ
れ
、
す
で
に
無
効
を
宣
告
さ
れ
た
も
の
が
よ
び

た
て
ら
れ
、
現
在
と
過
去
が
浸
透
し
あ
い
、
あ
る
い
は
反
発
し
、
打
消
し

あ
う
。
こ
の
ぎ
く
し
ゃ
く
と
し
た
様
相
の
一
端
を
、
三
つ
の
詩
の
配
列
そ

の
も
の
に
よ
っ
て
示
そ
う
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
ら
の
詩
は
、
　
『
批
判
』
の
問
題
圏
の
周
縁
に
お

い
て
ふ
る
ま
う
。
ひ
と
つ
は
そ
の
背
景
に
、
ひ
と
つ
は
そ
の
前
提
に
、
ひ

と
つ
は
そ
の
臨
界
に
、
そ
れ
ぞ
れ
応
答
す
る
。

　
こ
こ
で
え
が
き
た
い
の
は
ひ
と
つ
の
情
況
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

三
つ
の
詩
の
作
者
は
、
む
し
ろ
情
況
で
あ
る
。

1

　
最
初
の
詩
は
十
九
節
に
も
お
よ
ぶ
長
大
な
も
の
だ
。
こ
こ
で
は
そ
の
う

ち
五
節
を
省
略
し
、
再
構
成
し
た
も
の
を
示
そ
う
。
他
意
は
な
い
。
た
だ

こ
の
詩
の
も
つ
構
成
力
を
、
よ
り
明
確
に
し
た
い
だ
け
だ
。

　
全
体
は
四
部
に
わ
け
ら
れ
る
。
そ
の
構
成
は
並
列
で
は
な
く
、
の
ち
に

明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
奥
へ
奥
へ
と
く
ぐ
ま
っ
て
行
く
入
子
式
に
な
っ

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九



　
一
説
　
　
　
　
苑
1

ま
づ
前
半
の
七
節
か
ら
。

　
　
チ
ュ
ー
リ
ヒ
湖

す
ば
ら
し
い
の
は
　
母
な
る
自
然
よ
　
御
身
の
創
意
の
壮
麗
さ

そ
れ
が
野
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
さ
ま
。
さ
ら
に
す
ば
ら
し
い
の
は

　
喜
び
あ
ふ
れ
る
ひ
と
の
顔
。

御
身
の
創
造
の
偉
大
な
お
も
い
を

ふ
た
た
び
お
も
い
め
ぐ
ら
す
ひ
と
の
顔
。

き
ら
め
く
湖
水
の
　
ぶ
ど
う
の
実
る
岸
辺
か
ら

ま
た
す
で
に
天
に
さ
り
　
も
は
や
御
身
は
い
な
い
の
な
ら
ば

赤
み
を
お
び
た
光
の
な
か

夕
べ
の
大
気
の
翼
に
の
り
　
や
っ
て
来
た
ま
え

や
っ
て
来
て
　
わ
が
歌
を
み
ち
び
き
た
ま
え
　
わ
が
歌
の
青
春
に
ふ
さ

　
わ
し
く
晴
れ
や
か
に

う
ま
し
喜
び
　
御
身
そ
の
ま
ま
で
あ
る
よ
う
に
！
　
喜
々
と
し
て

す
ば
や
く
あ
が
る
若
者
の
歓
呼
の
ご
と
く
で
あ
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
〇

ま
た
も
の
お
も
う
フ
7
ニ
イ
に
似
て
　
や
さ
し
く
心
に
ふ
れ
る
よ
う

　
に
。

い
ま
雲
は
き
れ
　
か
な
た
に
ア
ル
プ
ス
の
銀
嶺
が
の
ぞ
く
。

若
者
ら
は
心
た
か
な
り
　
は
や
予
感
に
胸
を
ふ
る
わ
せ
た
。

は
や
心
は
無
言
の
う
ち
に
も
雄
弁
に

佳
き
ひ
と
に
多
感
な
お
も
い
を
つ
げ
て
い
た
。

『
ハ
ラ
ー
の
ド
リ
ス
』
　
歌
う
は
自
ら
歌
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い

ヒ
ル
ツ
ェ
ル
の
ダ
フ
ネ
　
グ
ラ
イ
ム
同
様
心
か
ら
ク
ラ
イ
ス
ト
の
愛
し

　
た
男
の
ダ
フ
ネ
。

わ
れ
ら
若
者
も
ハ
ー
ゲ
ド
ル
ン
に
な
ら
い

歌
い
　
感
受
し
　
心
か
よ
わ
せ
た
。

い
ま
入
江
は
わ
れ
ら
を
む
か
え
　
影
ふ
か
き

す
ず
し
い
森
の
腕
の
な
か
　
小
島
を
か
ざ
る
森
の
な
か
に
抱
き
入
れ

　
た
。

そ
こ
　
そ
こ
に
御
身
は
や
っ
て
来
た
　
喜
び
よ
！

み
ち
あ
ふ
れ
　
わ
れ
ら
の
頭
上
に
舞
い
お
り
た
！



女
神
喜
び
よ
　
御
身
自
ら
！
　
御
身
を
わ
れ
ら
は
感
受
し
た
！

し
か
り
　
御
身
そ
の
も
の
　
人
間
性
の
姉
妹
よ

お
の
れ
の
無
垢
と
た
わ
む
れ
る
も
の
よ

わ
れ
ら
に
そ
そ
が
れ
　
あ
ふ
れ
で
祀
の
は
御
身
そ
の
も
の
！

（
原
詩
1
）

　
ま
づ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
。
全
節
、
同
じ
律
の
図
式
を
も
ち
い
て
い
る
。

ア
ス
ク
レ
ピ
ア
デ
ス
調
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
　
（
図
式
1
）
古
代
ギ

リ
シ
ア
語
で
長
音
節
、
短
音
節
に
あ
た
る
も
の
を
、
ド
イ
ツ
語
で
は
ア
ク

セ
ン
ト
を
も
つ
強
音
節
、
も
た
な
い
弱
音
節
で
、
そ
れ
ぞ
れ
代
替
す
る
。

こ
の
強
弱
に
も
う
い
ち
ど
音
節
の
長
短
、
し
か
も
辞
書
に
の
っ
て
い
る
そ

れ
と
い
う
よ
り
、
表
現
と
し
て
仮
構
さ
れ
る
そ
れ
を
重
ね
あ
わ
す
と
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
　
（
図
式
2
）

　
ア
ス
ク
レ
ピ
ア
デ
ス
詩
節
の
前
半
二
行
は
、
古
典
詩
に
よ
れ
ば
左
右
相

称
、
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
に
う
つ
し
入
れ
た
さ
い
、
こ

れ
は
く
ず
れ
た
が
、
二
部
構
成
の
本
質
は
う
し
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
構

成
の
本
質
は
、
上
昇
と
下
降
、
高
揚
と
沈
静
、
い
づ
れ
に
せ
よ
ひ
と
つ
の

　
　
一
三
つ
の
詩
1

う
．
こ
き
が
開
始
さ
れ
、
頂
点
に
た
ち
、
や
が
て
お
も
む
ろ
に
終
結
を
む
か

え
、
し
ず
ま
る
と
い
う
、
全
体
が
ゆ
る
や
か
に
弧
を
え
が
く
と
こ
ろ
に
あ

る
。　

そ
れ
に
た
い
し
後
半
二
行
に
は
矛
盾
し
た
力
動
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
づ
そ
れ
は
前
半
二
行
に
潜
勢
し
て
い
た
、
無
限
に
う
ご
き
つ
づ
け
よ
う

と
す
る
衝
動
を
と
き
は
な
つ
。
こ
れ
は
後
半
の
二
行
が
、
前
半
二
行
の

二
部
構
成
の
う
ち
、
そ
の
前
半
分
の
部
分
（
つ
ま
り
六
音
節
）
を
、
一
音

節
、
ま
た
一
音
節
と
い
う
具
合
に
拡
大
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

る
。
上
昇
す
る
う
ご
き
だ
け
を
ひ
き
う
け
た
の
だ
。
あ
た
か
も
う
ご
き
は

無
限
の
虚
空
に
ほ
う
り
あ
げ
ら
れ
る
。
だ
が
同
時
に
最
終
行
は
、
こ
の
衝

動
を
つ
な
ぎ
と
め
る
。
う
ご
き
は
力
感
を
と
ど
め
な
が
ら
も
終
息
す
る
。

最
終
行
は
四
つ
の
強
音
節
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
た
え
ず
こ
ろ
が
り
行

き
、
さ
き
へ
す
す
も
う
と
す
る
三
強
音
節
の
構
成
に
比
し
て
、
四
強
音
節

の
構
成
は
格
段
に
安
定
す
る
。

　
さ
て
、
前
半
二
行
に
ひ
そ
ん
で
い
た
う
ご
き
を
、
後
半
の
二
行
が
と
き

は
な
ち
、
同
時
に
終
止
さ
せ
る
と
い
う
、
こ
の
詩
節
の
基
本
的
な
性
格

を
、
流
動
性
と
よ
ん
で
お
こ
う
。

　
だ
が
前
半
二
行
の
中
央
に
お
か
れ
た
休
止
の
も
つ
可
能
性
を
最
大
限
に

ひ
き
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
詩
節
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
展
開
を
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一



DER　Z亡rRCHERSEE

Sch6n　ist，Mutter　Natur，deiner　Erfindung　Pracht

Auf　die　Flure且verstreut，sch6ner　ein　froh　Gesicht，

Das　den　groBen　Gedanken

Deiner　Sch6pfung　poch　Einmal　denkt．

Von　des　schimmemden　Sees　Traubengestade　her，

Oder，flohest　du　schon　wieder　zum　Himmel　auf，

Kom　in　r6thendem　Strale

Auf　dem　F1廿gel　der　Abendluft，
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Kom，und　lehre　mein　Lied　jugendlich　heiter　seyn，

S廿Be　Freude，wie　du！gleich　dem　beseelteren

Schnellen　Jauchzen　des　J廿nglings，

Sanft，der　f廿hlenden　Fanny　gleich．

Jetzt　entw61kte　sich　fem　silbemer　Alpen　H6h，

U皿d　der　J西nglinge　Herz　schlug　schon　empfindender，
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Sich（1er　sch6nen　Begleiterin．
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Und　wir　J荘nglinge　sangen豊

Und　empfanden，wie　Hagedorn．

Jetzo　nahm　uns　die　Au　in　die　beschattende∬

K廿hlen　Arme　des　Walds，welcher　die　Insel　kr6nt；

Da，da　kamest　du，Freude！

Volles　MaBes　auf　uns　herab！

G6ttin　Freude，du　selbst！dich，wir　empfanden　dich！

Ja｝du　warest　es　selbst，Schwester　der　Menschlichkeit，

Deiner　Unschuld　Gespielin，

Die　sich6ber　uns　ganz　ergoB！
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原　詩　　1
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（一は長音節，）は短音節を示す）

　図式　
1

文XI文uuIX－1文uul文X1文一

文XI文UU］文一「文uul文Xl文一

文Xl文uu1文Xl

文X1文uu『文XI文一1

（Xニ1，u＝％，

一は1に相当する休止

文は強音節を示す）

図　式　　2

　
　
　
　
一
　
一

る
。
前
半
の
二
行
は
、
詩
行
と
し
て
は
一
貫
し
た
な
め
ら
か
な
流
れ
を
保

証
す
る
。
と
こ
ろ
が
文
構
成
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
中
央
の
休
止
が
こ
の

流
れ
を
切
断
し
て
し
ま
う
。
流
動
に
か
わ
っ
て
、
き
れ
つ
と
部
分
の
自
立

が
あ
ら
わ
れ
る
。

　
ま
づ
こ
の
詩
の
冒
頭
。
8
ま
p
「
す
ば
ら
し
く
も
」
と
い
う
強
調
さ
れ

た
副
詞
で
は
じ
ま
っ
た
文
一
詩
行
構
成
は
、
蜜
5
一
霞
Z
偶
9
『
「
母
な
る

自
然
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
る
。
・
島
3
は
述
部
を

修
飾
す
る
副
詞
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
蜜
9
け
R
2
暮
舞
を
形
容
す
る
も

の
と
な
る
。
ω
9
酵
一
雪
目
呉
汁
R
2
の
ε
5
「
す
ば
ら
し
い
も
の
　
母
な

　
　
一
三
つ
の
詩
1

る
自
然
は
」
I
l
こ
の
呼
格
の
わ
り
こ
み
の
た
め
、
文
構
成
は
詩
行
構
成

を
と
び
こ
え
、
次
行
に
ま
で
流
れ
こ
み
、
こ
の
行
を
も
分
断
し
て
し
ま

う
。
二
行
目
の
後
半
部
は
鴇
ま
ロ
ー
昌
3
R
の
対
応
を
う
け
て
自
立

す
る
。
ω
9
曾
R
（
一
曾
）
o
ぎ
矯
呂
O
o
巴
9
“
「
さ
ら
に
す
ば
ら
し
い
の

は
喜
び
あ
ふ
れ
る
ひ
と
の
顔
」

　
冒
頭
二
行
に
わ
た
る
こ
の
呼
応
が
、
長
大
な
詩
の
展
開
の
た
め
に
、
上

昇
し
、
の
び
ひ
ろ
が
る
空
間
を
き
り
ひ
ら
く
。
こ
れ
は
序
と
し
て
の
き
り

ひ
ら
き
な
の
だ
。
こ
の
ひ
ろ
が
り
に
二
節
目
は
流
動
を
か
よ
わ
せ
る
。

　
二
節
目
は
ア
ス
ク
レ
ピ
ア
デ
ス
詩
節
の
基
本
的
な
性
格
を
示
し
て
い

る
。
前
半
二
行
は
そ
れ
ぞ
れ
、
休
止
を
ふ
く
み
な
が
ら
も
な
め
ら
か
に
継

起
し
、
一
詩
行
が
そ
の
ま
ま
文
構
成
の
ま
と
ま
り
を
な
す
一
部
分
を
形
成

す
る
。
詩
行
の
は
じ
ま
り
と
と
も
に
う
．
こ
き
が
開
始
さ
れ
、
詩
行
の
終
り

と
と
も
に
い
っ
た
ん
は
休
止
す
る
。
＜
8
α
＄
鴇
三
ヨ
ヨ
R
註
睾
ω
8
ω

↓
冨
ロ
げ
8
菌
。
曾
区
。
ザ
0
5
＼
O
α
R
」
一
〇
暮
雪
α
¢
ω
3
0
コ
惹
。
ユ
輿
弩
ヨ

田
ヨ
ヨ
。
目
窪
ひ
＼
「
き
ら
め
く
湖
水
の
　
ぶ
ど
う
の
実
る
岸
辺
か
ら
／
ま

た
す
で
に
天
に
さ
り
　
も
は
や
御
身
は
い
な
い
の
な
ら
ば
」
1
後
半
は

二
行
で
文
構
成
の
ひ
と
ま
と
ま
り
を
な
し
、
最
後
の
い
さ
さ
か
厚
ぼ
っ
た

い
合
成
語
＞
σ
。
温
言
津
「
夕
べ
の
大
気
」
が
、
詩
節
全
体
の
う
。
こ
き
を
抱

き
と
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三



　
　
－
1
説
　
　
　
　
苑
一

　
三
節
目
は
、
二
節
目
の
命
令
形
ざ
B
「
や
っ
て
来
た
ま
え
」
を
ま
づ

ひ
き
う
け
る
。
ぎ
P
β
註
一
魯
希
「
や
っ
て
来
て
　
お
し
え
み
ち
び
き

た
ま
え
」
命
令
形
の
連
続
に
ひ
そ
ん
で
い
た
緊
張
は
、
急
留
写
窪
号

「
う
ま
し
喜
び
よ
」
と
い
う
呼
格
に
い
た
っ
て
ひ
と
つ
の
頂
点
を
形
成
す

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
ア
ス
ク
レ
ピ
ア
デ
ス
詩
節
の
も
つ
双
極
性
、
流
動
と
切
断
を
け
ん
め
い

やに
実
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
冒
頭
三
節
は
、
き
り
ひ
ら
き
1
流
動
－

頂
点
形
成
と
い
う
構
成
を
と
る
。
そ
し
て
こ
の
頂
点
は
詩
全
体
の
一
頂
点

の
さ
き
ど
り
、
そ
の
予
感
で
も
あ
る
。

　
た
だ
こ
の
三
節
が
な
に
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
か
、
と
い
う
段
に
な
る

と
、
い
ま
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。
と
く
に
第
一
節
に
そ
の
感
が
ふ
か

い
。
開
始
の
文
、
「
す
ば
ら
し
い
の
は
　
母
な
る
自
然
よ
　
御
身
の
創
意

の
壮
麗
さ
／
そ
れ
が
野
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
さ
ま
。
」
（
こ
れ
は
ほ
と

　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

ん
ど
ポ
ウ
訳
だ
）
一
こ
れ
は
ど
う
い
う
さ
ま
だ
ろ
う
。
陽
の
光
を
う

け
、
自
然
は
壮
麗
に
か
が
や
い
て
い
る
が
、
そ
の
美
し
さ
は
自
然
み
ず
か

ら
が
創
意
し
、
う
み
だ
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
　
「
野
に

ち
り
ば
め
ら
れ
て
」
と
は
、
た
と
え
ば
露
の
し
ず
く
が
、
陽
に
き
ら
め
い

て
い
る
様
子
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
て
み
る
と
こ
の
文
は
、
光
と
、
ひ
か
り

か
が
や
く
四
囲
の
様
子
を
、
ま
た
そ
の
美
し
さ
を
自
ら
う
み
だ
し
た
自
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四

を
、
た
た
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
、
し
か
し
そ
れ
を
言
う
た
め

に
、
こ
の
文
で
充
分
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
つ
ぎ
の
文
、
「
さ
ら
に
す
ば
ら
し
い
の
は
喜
び
あ
ふ
れ
る
ひ
と
の
顔
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
や

と
い
う
の
も
、
い
か
に
も
唐
突
だ
。
ど
う
し
て
母
な
る
自
然
の
さ
ま
と
、

ひ
と
の
顔
が
比
較
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
単
純
に
自
然
の
美
し
さ
よ
り
、
ひ

と
の
美
し
さ
の
ほ
う
が
、
ま
さ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
た
だ

こ
の
顔
は
、
母
な
る
自
然
の
こ
と
を
お
も
い
め
ぐ
ら
す
顔
ら
し
い
。
し
か

し
「
御
身
の
創
造
の
偉
大
な
お
も
い
」
と
は
な
ん
だ
ろ
う
。
「
創
造
」
と

は
天
地
創
造
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
の
偉
大
な
意
図
を
、
こ
の
顔
は
お
も

っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
。
あ
る
い
は
こ
の
「
創
造
の
お
も
い
」
と
は

一
行
目
の
「
創
意
」
を
う
け
、
自
然
の
目
ざ
し
、
創
意
し
、
成
就
し
た
こ

と
、
こ
こ
で
は
陽
の
光
を
う
け
て
、
一
切
の
か
が
や
き
わ
た
る
こ
と
を
さ

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
然
の
あ
ら
わ
す
、
あ
る
い
は
か
っ
て
一
日
あ

ら
わ
し
た
、
そ
の
美
し
さ
の
こ
と
を
、
こ
の
顔
は
お
も
っ
て
い
る
の
か
。

そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
か
な
り
解
釈
の
余
地
を
の
こ
し
た
言
葉
づ
か
い
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
さ
て
了
解
で
き
た
部
分
だ
け
で
も
つ
な
い
で
い
っ
て
み
よ
う
。
ま
づ
自

ら
の
美
し
さ
を
う
み
だ
し
、
か
が
や
き
わ
た
る
母
な
る
自
然
が
呼
び
か
け

ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
比
較
と
否
定
が
は
い
っ
て
く
る
が
、
そ
の
自



然
よ
り
も
、
自
然
の
こ
と
を
お
も
い
め
ぐ
ら
す
ひ
と
の
顔
の
ほ
う
が
す
ば

ら
し
い
と
い
う
の
だ
。
O
o
ω
一
〇
算
と
は
、
と
り
あ
え
ず
「
顔
」
と
訳
し
た

が
「
視
」
で
も
あ
る
。
顔
の
う
ち
、
な
に
よ
り
も
眼
ざ
し
を
さ
す
の
だ
ろ

う
。
目
の
ま
え
に
あ
ら
わ
れ
る
自
然
の
か
が
や
き
は
す
ば
ら
し
い
。
し
か

し
お
も
い
の
め
ぐ
ら
し
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
回
想
と
反
省
の
う
ち
に
、
目

を
見
ひ
ら
き
、
眼
ざ
し
を
そ
そ
い
で
こ
そ
、
さ
ら
に
す
ば
ら
し
い
も
の
が

あ
ら
わ
れ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
よ
う
や
く
第
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

節
の
核
心
に
到
達
し
た
。
比
較
と
否
定
を
通
し
て
．
前
言
に
無
を
浸
透
さ

せ
、
稀
薄
化
し
、
透
明
化
す
る
う
．
こ
き
が
、
こ
の
節
の
核
心
に
あ
る
の

だ
。
そ
し
て
ま
た
こ
れ
は
、
こ
の
長
大
な
詩
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
う
ご
き
と

も
な
る
だ
ろ
う
。
で
は
第
一
節
の
も
つ
理
解
し
が
た
さ
、
不
安
定
さ
は
、

そ
こ
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
稀
薄
化
と
透
明
化
の
う
ご
き
を
核
心
に

ひ
そ
ま
せ
る
以
上
、
こ
の
節
は
不
安
定
に
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
目
ざ
し
た

も
の
と
、
実
現
し
た
も
の
と
の
あ
い
だ
に
は
、
つ
い
に
ず
れ
が
っ
き
ま
と

う
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
一

　
そ
う
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
の
感
じ
る
違
和
感
は
つ
ぎ
の
対
立
と
落
差
に

単
純
化
で
き
る
。
ω
9
3
韓
竃
暮
一
霞
Z
舞
q
一
「
す
ば
ら
し
い
も
の

母
な
る
自
然
は
」
一
ω
o
ま
ロ
一
豊
国
5
什
R
2
餌
9
5
驚
β
R
国
益
〒

身
5
国
ギ
碧
鐸
＼
＞
鼠
色
。
国
言
『
8
語
話
窪
窪
“
：
。
：
　
「
す
ば
ら
し
い

　
　
一
三
つ
の
詩
1

の
は
　
母
な
る
自
然
よ
　
御
身
の
創
意
の
壮
麗
さ
／
そ
れ
が
野
に
ち
り
ば

め
ら
れ
て
い
る
さ
ま
」
前
者
の
予
感
さ
せ
る
リ
ズ
ム
の
直
裁
さ
と
あ
ざ
や

か
さ
、
そ
れ
に
た
い
し
後
者
の
言
い
回
し
の
た
ど
た
ど
し
さ
。
さ
き
に
わ

た
し
は
ア
ス
ク
レ
ピ
ア
デ
ス
調
の
可
能
性
、
そ
の
双
極
性
を
指
摘
し
た
。

こ
の
詩
の
作
者
は
可
能
性
の
限
界
で
発
語
し
ょ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
の

限
界
と
は
、
律
図
式
の
可
能
性
の
も
つ
限
界
で
は
な
く
、
作
者
自
身
の
限

界
で
あ
り
、
い
や
む
し
ろ
、
そ
の
時
点
の
表
出
全
体
の
レ
ベ
ル
の
も
つ
限

界
で
あ
っ
た
。
作
者
は
け
ん
め
い
に
ア
ス
ク
レ
ピ
ア
デ
ス
調
の
ひ
ろ
が
り

を
わ
が
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
定
型
詩
は
自
ら
定
型
た
ら
ん
と
背

の
び
す
る
。
無
を
浸
透
さ
せ
、
透
明
化
す
る
う
．
こ
き
を
定
型
に
ま
で
か
た

ど
ろ
う
と
す
る
の
が
作
者
の
意
図
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
定
型
の
達
し
が
た

さ
は
、
あ
た
か
も
作
品
の
無
意
識
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
、
の
び
あ
が
ろ
う

と
す
る
た
び
に
、
表
現
を
不
徹
底
と
た
ど
た
ど
し
さ
へ
と
ひ
き
も
ど
す
こ

と
に
な
る
。

　
第
四
節
（
「
い
ま
雲
は
き
れ
…
…
」
）
か
ら
回
想
が
は
じ
ま
る
。
作
者
は

一
日
、
友
人
、
知
人
と
い
っ
し
ょ
に
舟
に
の
り
、
湖
の
な
か
、
あ
る
い
は

別
の
岸
辺
に
あ
る
島
に
遊
山
に
で
か
け
た
ら
し
い
。
第
四
節
か
ら
前
半
七

節
の
お
わ
り
ま
で
の
主
題
を
要
約
す
る
こ
と
ば
は
、
　
「
喜
び
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五



　
　
1
説
　
　
　
　
苑
i

「
喜
び
」
は
「
天
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
地
上
に
舞
い
お

り
た
。
い
ま
ふ
た
た
び
「
天
」
に
さ
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
不
在
と
否
定

が
こ
と
ば
を
、
呼
び
か
け
を
、
呼
び
だ
す
。
呼
び
か
け
の
う
ち
に
、
さ
ら

に
凝
縮
さ
れ
て
、
そ
れ
は
姿
を
あ
ら
わ
す
、
と
い
う
の
だ
。

　
第
六
節
の
後
半
（
「
そ
こ
　
そ
こ
に
御
身
は
や
っ
て
来
た
…
…
」
）
か
ら

第
七
節
に
か
け
て
が
、
こ
れ
ま
で
の
全
七
笛
の
頂
点
を
な
す
。
構
成
の
う

え
か
ら
い
え
ば
、
序
の
三
節
に
お
い
て
予
感
さ
れ
、
さ
き
ど
り
さ
れ
た

も
の
の
実
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
見
ら
れ
る
も
の
は
、

本
質
的
に
は
、
序
に
お
い
て
す
で
に
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
つ
ど
い
の
「
喜

び
」
を
、
回
想
と
反
省
の
う
ち
に
、
凝
縮
し
て
と
ら
え
さ
せ
る
の
は
、
呼

び
か
け
の
カ
で
あ
る
。
頂
点
部
分
に
く
り
か
え
さ
れ
る
四
つ
の
呼
び
か
け

が
、
ア
ス
ク
レ
ピ
ア
デ
ス
調
の
基
本
性
格
で
あ
る
流
動
性
を
切
断
し
、
つ

ぎ
つ
ぎ
に
各
部
分
を
自
立
さ
せ
る
。
「
喜
び
よ
」
1
「
女
神
喜
び
よ
し

一
「
人
間
性
の
姉
妹
よ
」
1
「
お
の
れ
の
無
垢
と
た
わ
む
れ
る
も
の

よ
」
一

つ
づ
い
て
後
半
の
七
節
。

甘
美
な
ま
、
の
は
　
喜
悦
の
春
よ
　
御
身
の
息
吹
き
の
陶
然
た
る
さ
ま

そ
れ
は
御
身
が
野
に
う
ま
れ

若
者
の
心
の
な
か
に

少
女
の
心
に
吹
き
こ
む
と
き
。

柔
和
な
吐
息
を

一
五
六

心
そ
そ
る
は
ぶ
ど
う
酒
の
ま
ね
き
　
感
じ
入
り
　
心
か
よ
わ
せ

さ
ら
に
た
の
し
く
　
さ
ら
に
柔
和
に
　
よ
ろ
こ
ぶ
よ
う
に
　
も
の
お
も

　
う
よ
う
に
と

ソ
ク
ラ
テ
ス
風
の
盃
の

露
し
た
た
る
ば
ら
の
花
に
ふ
ち
ど
ら
れ
　
ま
ね
く
と
き
。

名
声
の
銀
の
音
色
も
心
さ
そ
い
　
心
ひ
か
れ
て
は

胸
も
た
か
な
る
　
そ
し
て
不
死
こ
そ

偉
大
な
お
も
い

高
貴
な
も
の
の
労
苦
の
汗
に
あ
た
い
す
る
。

だ
が
さ
ら
に
甘
美
で
す
ば
ら
し
く
心
ひ
く
の
は

友
に
抱
か
れ
　
自
ら
友
で
あ
る
の
を
知
る
喜
び
！

そ
の
よ
う
に
生
き
　
い
の
ち
の
流
れ
を
の
み
ほ
せ
ば

永
生
に
そ
ぐ
わ
ね
こ
と
な
ぞ
あ
り
え
な
い
！



あ
つ
い
お
も
い
を
ひ
め
な
が
ら
　
蔭
深
き
な
か

森
吹
く
風
に
　
う
つ
む
き
　
目
を
お
と
し

銀
の
波
を
見
や
っ
て
は

口
に
は
だ
さ
ず
　
敬
虔
な
心
で
わ
た
し
は
願
っ
た
。

き
み
ら
も
こ
こ
に
い
て
く
れ
た
ら
　
彼
方
で
ぼ
く
を
お
も
う
友
ら
よ

祖
国
の
ふ
と
こ
ろ
深
く
　
ぼ
く
か
ら
遠
く
離
散
は
し
て
も

至
福
の
と
き
に
は

こ
の
魂
の
た
ず
ね
あ
て
た
友
ら
よ
。

お
お
　
な
ら
ば
こ
こ
に
友
情
の
小
屋
を
た
て
た
ろ
う
！

い
つ
ま
で
も
こ
こ
に
住
み
つ
い
た
ろ
う
　
い
つ
ま
で
も
1

　
はぼ

く
ら
の
目
に
は
テ
ン
ペ
と
な
り

か
の
谷
は
楽
園
と
な
る
！

（
原
詩
2
）

－
三
つ
の
詩
1

影
な
す
森

　
す
で
に
ひ
と
つ
の
頂
点
は
到
達
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
後
半
の
最
初
の

節
は
、
こ
の
詩
の
冒
頭
を
思
わ
せ
る
文
構
成
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
こ

の
三
節
は
つ
ぎ
に
つ
づ
く
四
節
の
、
い
わ
ば
小
序
で
あ
る
。
こ
れ
は
修
辞

で
あ
り
、
比
較
さ
れ
、
否
定
さ
れ
る
た
め
に
の
み
配
置
さ
れ
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。
友
ら
の
つ
ど
い
に
く
ら
べ
ら
れ
る
の
は
な
ん
だ
ろ
う
。
春
の
息

吹
き
は
甘
美
だ
、
心
あ
ふ
れ
さ
せ
、
も
の
お
も
い
に
さ
そ
う
ぶ
ど
う
酒
も

よ
い
。
詩
を
つ
く
り
、
歌
を
う
た
い
、
末
長
く
つ
た
え
ら
れ
る
名
声
に
も

心
が
う
ご
く
、
し
か
し
、
云
々
。

　
「
喜
び
」
は
「
天
」
に
由
来
し
、
回
想
と
反
省
の
う
ち
に
、
呼
び
か
け

に
よ
っ
て
、
凝
縮
さ
れ
て
姿
を
あ
ら
わ
し
た
。
と
こ
ろ
が
詩
の
最
終
部

分
、
最
後
の
四
節
で
は
ひ
と
つ
の
反
転
が
お
き
る
。
こ
こ
で
作
者
が
幻
視

し
て
い
る
の
は
、
か
つ
て
そ
の
場
に
い
あ
わ
せ
た
人
々
で
は
な
く
、
そ
こ

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
や

に
い
な
か
っ
た
人
々
で
あ
る
。
こ
れ
は
ひ
と
の
意
表
を
つ
く
。
ほ
と
ん
ど

盲
点
を
つ
く
と
い
っ
て
い
い
く
ら
い
だ
。
「
喜
び
」
は
現
在
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
よ
り
む
し
ろ
、
回
想
に
お
け
る
呼
格
の
う
ち
に
、
さ
ら
に
凝
縮
さ

れ
て
現
前
し
た
。
い
ま
、
回
想
さ
れ
た
情
景
そ
の
も
の
に
不
在
が
、
ひ
と

　
　
や

つ
の
無
が
導
入
さ
れ
る
。
一

　
こ
う
論
じ
な
が
ら
も
、
自
分
の
論
に
一
種
の
あ
や
う
さ
を
感
じ
る
。
詩

が
こ
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
る
の
も
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七



S廿B　ist，fr6hhcher　Lenz，deiner　Begeistrung　Hauch，

Wenn　die　Flur　dich　gebiert，wenn　sich　dein　Odem　sanft

In　der　J面nglinge　Herzen，

Und　die　Herzen　der　Madchen　gieBt．

Lieblich　winket　der　Wein，wenn　er　Empfindungen，

BeBre　sanftere　Lust，wenn　er　Gedanken　winkt，

Im　sokratischen　Becher

Von　der　thauenden　Ros’umkr赴nzt；

一
説

苑
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In　das　schlageΩde　Herz，und　die　Unsterblichkeit

Ist　ein　groBer　Gedanke，

Ist　des　Schweisses　der　Edlen　we貢h，

Aber　s自Ber　ist　noch，sch6ner　und　reize皿der，
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Auf　die　silberne　Welle，

That　ich　schweigend　den

und　mit　gesenktem　Blick
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Jenes　Thal　in　Elysium　I
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か
。
そ
う
で
は
な
い
か
。
作
者
は
、
一
日
、
友
人
、
知
人
と
遊
山
に
で
か

け
た
が
、
ほ
か
の
（
あ
る
い
は
も
っ
と
親
し
い
か
も
し
れ
な
い
）
友
人
は

い
っ
し
ょ
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
こ
の
詩
は
、
一
面
で
は
と
も

に
一
日
を
す
、
こ
し
た
知
人
、
友
人
に
む
け
ら
れ
て
い
て
、
他
面
で
は
、
と

も
に
一
日
を
す
ご
し
た
か
っ
た
友
人
、
知
人
に
む
け
ら
れ
て
も
い
る
の

だ
。
作
者
の
役
割
は
ふ
た
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
と
り
も
あ
な
の
だ
。
そ
れ
だ

け
だ
。
意
表
を
つ
く
こ
と
な
ん
て
あ
り
ゃ
し
な
い
。
1
た
し
か
に
そ
う

だ
。
こ
の
詩
は
、
こ
ま
や
か
な
友
ら
の
つ
ど
い
が
、
い
っ
そ
う
こ
ま
や
か

な
つ
ど
い
を
思
わ
せ
る
、
と
い
う
結
構
を
と
っ
て
お
り
、
た
と
え
て
み
れ

ば
漢
詩
の
世
界
に
通
じ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
い
ま
は
、
ひ
と
つ
の

偏
差
の
う
ち
に
、
こ
の
作
品
を
解
釈
し
て
み
よ
う
。
情
況
そ
の
も
の
を
作

者
と
す
る
こ
こ
で
の
方
法
に
、
い
ま
は
し
た
が
っ
て
み
よ
う
。

　
後
半
の
第
五
節
（
「
あ
つ
い
お
も
い
を
秘
め
な
が
ら
…
…
」
）
は
、
前
半

の
最
終
節
（
「
女
神
喜
び
よ
　
御
身
自
ら
！
…
航
・
」
）
と
相
応
ず
る
。
や
つ

ぎ
ば
や
に
呼
格
を
く
り
だ
し
、
一
頂
点
を
形
成
し
、
「
天
」
に
由
来
す
る

「
喜
び
し
を
こ
と
ば
の
う
ち
に
つ
な
ぎ
と
め
た
か
に
み
え
る
第
七
節
と
対

照
を
な
す
の
で
あ
る
。
か
し
こ
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
た
頂
点
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
こ
こ
は
か
く
さ
れ
た
頂
点
、
詩
全
体
が
比
較
と
否
定
と
不
在
を
通
し

て
、
奥
へ
奥
へ
と
く
ぐ
ま
っ
て
い
っ
た
、
見
え
ざ
る
頂
点
を
な
す
。
か

　
　
！
三
つ
の
詩
1

し
こ
は
ア
ス
ク
レ
ピ
ア
デ
ス
調
の
流
動
性
を
切
断
し
、
各
部
を
自
立
さ
せ

て
リ
ズ
ム
を
き
ざ
み
あ
げ
た
。
こ
こ
で
は
句
点
に
よ
り
各
部
は
区
切
ら
れ

て
は
い
る
が
、
切
断
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
一
行
目
、
二
行
目
と
も

ひ
と
つ
の
文
構
成
に
よ
っ
て
流
動
性
を
実
現
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

1
↓
話
信
R
N
弩
二
8
『
犀
。
算
＜
〇
一
㌍
ぎ
ユ
。
コ
q
ヨ
ω
o
ゴ
暮
ε
口
に
。
ダ
＼
一
⇒

α
g
い
鷺
3
日
号
ω
≦
o
匡
即
β
コ
α
ヨ
淳
の
0
8
昌
ζ
o
B
望
8
犀
＼
「
あ
つ
い

お
も
い
を
秘
め
な
が
ら
　
蔭
深
き
な
か
／
森
吹
く
風
に
　
う
つ
む
き
　
目

を
お
と
し
」
一
詩
節
は
定
型
と
し
て
の
構
成
力
を
見
失
っ
て
い
る
。
並

列
の
構
造
が
か
ろ
う
じ
て
各
部
を
つ
な
ぎ
と
め
る
。
各
部
の
す
き
ま
に
沈

黙
が
降
下
す
る
。
直
前
の
詩
節
（
「
だ
が
さ
ら
に
甘
美
で
す
ば
ら
し
く
…

…
」
）
の
高
揚
し
た
リ
ズ
ム
は
歩
み
を
ひ
そ
め
る
。
つ
ね
に
か
り
た
て
ら
れ

て
い
た
リ
ズ
ム
は
一
瞬
作
者
の
統
御
を
は
な
れ
、
自
ら
の
歩
み
も
知
ら
ぬ

ま
ま
、
ふ
と
も
れ
だ
し
、
た
め
ら
い
の
身
ぶ
り
を
す
る
。
リ
．
ス
ム
は
作
者

の
意
か
ら
剥
離
す
る
。

　
「
喜
び
」
を
と
ら
え
る
こ
と
は
断
念
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

う
で
は
な
い
。
た
し
か
に
ひ
と
つ
の
無
が
導
入
さ
れ
は
し
た
。
こ
と
ば
は

「
喜
び
」
の
現
前
を
断
念
し
、
祈
念
の
姿
勢
を
と
る
。
し
か
し
こ
の
姿
勢

の
う
ち
に
、
「
喜
び
」
の
天
上
性
が
痕
跡
と
し
て
し
る
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九



　
　
一
説
　
　
　
　
苑
一

　
つ
ど
い
の
う
ち
の
一
人
が
、
そ
の
つ
ど
い
を
代
表
し
て
、
天
に
由
来
す

る
「
喜
び
」
と
い
う
物
語
性
を
定
型
に
ま
で
形
づ
く
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ

に
、
こ
の
時
点
の
表
出
の
レ
ベ
ル
を
想
定
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
詩
が
ア

ス
ク
レ
ピ
ア
デ
ス
調
の
可
能
性
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
と
り

わ
け
そ
の
流
動
性
を
切
断
し
、
各
部
分
を
自
立
さ
せ
る
呼
格
部
分
に
、
こ

の
レ
ベ
ル
の
か
な
り
高
度
な
達
成
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
い
ま

指
摘
し
た
詩
節
（
「
あ
つ
い
お
も
い
を
秘
め
な
が
ら
…
…
」
）
は
、
こ
の
レ

ベ
ル
に
た
い
し
て
は
矛
盾
し
た
ふ
る
ま
い
を
す
る
。
そ
れ
は
定
型
の
達
成

と
い
う
点
で
は
、
こ
の
レ
ベ
ル
以
下
で
あ
る
。
同
時
に
定
型
の
解
体
と
い

う
点
で
は
、
そ
れ
を
こ
え
て
も
い
る
。
こ
の
作
品
は
、
作
者
の
意
図
の
統

御
を
は
な
れ
た
と
こ
ろ
で
、
は
か
ら
ず
も
ひ
と
つ
の
レ
ベ
ル
か
ら
別
の
レ

ベ
ル
ヘ
、
飛
躍
す
る
可
能
性
を
は
ら
む
こ
と
に
な
っ
た
。

　
比
較
と
否
定
と
不
在
を
通
し
て
天
に
由
来
す
る
も
の
を
と
ら
え
よ
う
と

す
る
こ
の
詩
は
、
あ
る
意
味
で
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
同
じ
地
点
に
た

ち
な
が
ら
、
背
な
か
合
せ
に
相
遠
ざ
か
る
う
ご
き
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

詩
は
『
批
判
』
の
著
者
が
、
そ
れ
に
た
い
し
て
は
禁
欲
的
に
ふ
る
ま
っ
た

領
域
を
さ
し
示
し
て
い
る
。
こ
の
領
域
を
背
景
に
し
て
『
批
判
』
は
成
立

す
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
規
範
と
な
る
。
否
定
と
不
在
を
通
し
て
一
切
を

透
明
化
し
、
天
に
ま
で
由
来
を
た
ど
る
試
み
は
、
宙
づ
り
に
さ
れ
る
。
目

の
ま
え
に
あ
る
も
の
が
、

2

湖
上

　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
〇

経
験
で
き
る
こ
と
が
意
味
を
も
つ
。

そ
し
て
さ
わ
や
か
な
糧
を
　
あ
ら
た
な
血
を

ひ
ろ
い
世
界
か
ら
わ
た
し
は
吸
う
。

自
然
の
や
さ
し
く
心
を
こ
め

わ
た
し
を
胸
に
抱
き
と
る
さ
ま
よ
！

波
は
わ
れ
ら
の
小
舟
を
ゆ
す
る

か
い
こ
ぐ
拍
子
の
そ
の
ま
ま
に

山
々
は
雲
間
に
の
ぞ
き
　
天
ま
で
そ
び
え

わ
れ
ら
の
行
手
に
す
が
た
を
み
せ
る
。

目
よ
　
わ
が
眼
ざ
し
よ
　
な
に
を
う
ち
し
ず
む
？

黄
金
の
夢
よ
　
ま
た
夢
見
る
か
？

去
れ
　
夢
よ
　
い
か
に
お
ま
え
が
か
が
や
く
と
も

こ
こ
に
も
愛
と
生
命
は
あ
る
。



波
間
に
ゆ
ら
め
き
　
・
コ
，
一
・
b
め
く
は

真
砂
な
す
星
。

さ
霧
た
な
び
き

そ
び
え
る
山
を
か
な
た
に
つ
つ
お
、
。

朝
風
の
吹
き
か
よ
う

影
お
び
忙
入
江
。

そ
し
て
湖
水
の
鏡
に
は

た
わ
わ
に
果
実
の
熟
し
て
い
る
、

（
原
詩
　
3
t
図
式
　
3
）

　
こ
の
詩
の
開
始
は
絶
妙
で
あ
る
。
　
「
そ
し
て
さ
わ
や
か
な
糧
を
　
あ
ら

た
な
血
を
」
！
「
そ
し
て
」
口
口
α
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ

は
並
列
の
接
続
詞
で
あ
る
か
ら
普
通
は
二
つ
（
以
上
）
の
も
の
や
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
や

む
す
び
つ
け
る
。
こ
れ
と
あ
れ
、
こ
れ
こ
れ
の
こ
と
が
あ
り
、
そ
し
て
し

か
じ
か
の
こ
と
に
な
る
、
云
々
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
の
詩
は
、
開
始
に
さ

き
だ
っ
て
ひ
と
つ
の
事
件
を
負
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
の
語
ら
れ
て
い
な
い

部
分
で
な
に
か
が
お
こ
り
、
あ
る
い
は
す
で
に
と
り
か
え
し
が
た
く
完
了

　
　
一
三
つ
の
詩
1

し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
は
ひ
と
つ
の
後
日
談
で
す
ら
あ
り
う
る
の

だ
。
　
「
そ
し
て
」
ロ
呂
は
、
こ
の
詩
に
お
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
も

の
、
つ
い
に
無
言
の
う
ち
に
か
く
さ
れ
た
も
の
、
ほ
の
ぐ
ら
い
物
語
か
ら

の
脱
出
口
を
示
し
て
い
る
。

　
第
一
節
八
行
は
す
べ
て
た
め
ら
い
が
ち
に
弱
音
節
を
も
っ
て
開
始
さ
れ

る
。
よ
う
や
く
湖
も
し
ら
む
。
さ
わ
や
か
な
風
が
吹
き
か
よ
う
。
小
舟
は

か
い
こ
ぐ
拍
子
の
ま
ま
、
波
に
ゆ
れ
る
。
つ
ぎ
つ
ぎ
と
そ
び
え
る
峰
が
雲

間
か
ら
姿
を
見
せ
る
。
　
「
わ
た
し
」
も
や
っ
と
、
あ
の
む
す
ぼ
れ
か
ら
解

放
さ
れ
、
こ
こ
に
い
こ
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
＞
ロ
鯨
目
。
ぎ
＞
ロ
鱒
ミ
器
ω
言
犀
曾
α
ロ
三
a
R
吋
　
「
目
よ
　
わ
が
眼

ざ
し
よ
　
な
に
を
う
ち
し
ず
む
？
」
一
突
如
第
二
節
は
芯
を
ふ
く
ん
だ

硬
い
ひ
び
き
で
開
始
さ
れ
る
。
最
初
の
詩
節
が
弱
音
節
か
ら
お
も
む
ろ
に

強
音
節
に
上
昇
す
る
の
に
た
い
し
て
、
第
二
節
は
強
音
節
が
弱
音
節
の
ニ

ュ
ア
ン
ス
を
の
み
こ
ん
で
し
ま
う
。
ま
た
夢
が
目
ざ
め
た
の
だ
。
詩
の
背

景
に
よ
う
や
く
の
こ
と
で
お
し
か
く
し
た
あ
の
物
語
が
、
ふ
た
た
び
作
者

を
ひ
き
入
れ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
い
ま
は
作
者
自
身
の
目
も
目
ざ
め
て

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

い
る
。
こ
こ
に
も
愛
は
あ
り
、
生
命
は
あ
る
。

　
第
三
節
は
目
ざ
め
た
目
の
と
ら
え
た
世
界
、
　
「
か
し
こ
」
で
は
な
く
、

目
の
ま
え
に
あ
り
経
験
さ
れ
る
「
こ
こ
」
の
世
界
で
あ
る
。
波
間
に
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一



AUF　DEM　SEE

一
説

苑
一

Xl又Xl文XI文XI文一
Xl文X！又Xl文一一…

Xl文X1又X1文Xl文一
XI又XI文Xl文一

Xl文Xl又Xl文Xl文一
X1文XI文Xl文一
Xl文XI文XI文Xl文一

Xl文XIXXi文一

　1文Xl文XI文Xl文X
　I文X［又Xl又Xl文X

　l又Xl又Xl文XI文一

　1XXI文XI文Xl文一

　1又XI文Xl文X［

　1文x1文uul文Xl

　i文x1文XI又Xl
　i又Xl文uul文X！

　1文XI文Xl文xl
　I文X！文uul又一1

　1又Xl又Xl文X］

　1文Xi文uul又一1：

Und　frische　Nahrung，neues　Blut

Saug　ich　aus　freier　Welt；

Wie　ist　Natur　so　hold　und　gut，

Die　mich　am　Busen　h且1t！

Die　Welle　wieget　unsem　Kahn

I皿　Rudertakt　hinauf，

Und　Berge，wolkig　himmelan，

Begegnen　unserm　Lauf．

Aug，mein　Aug，was　sinkst　du　nieder7

Goldne　Traume，kommt　ihr　wieder～

Weg，du　Traum！so　Gold　du　bist；

Hier　auch　Lieb　und　Leben　ist．

Auf　der　Welle　blinken

Tausend　schwebende　Steme

Weiche　Nebel　trinken

Rings　die　t廿rmende　Feme，

Morgenwind　umfl荘gelt

Die　beschatteしe　Bucht，

Und　im　See　bespiegelt

Sich　die　reifende　Frucht．

3図式
3詩原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
二

だ
消
え
や
ら
ぬ
星
が
う
つ
る
。
う
す
い
霧
の
ヴ
ェ
ー

ル
が
か
な
た
の
絶
壁
を
か
く
す
。
ま
だ
影
を
お
び
た

入
江
を
朝
風
が
吹
き
か
よ
う
。
湖
水
に
は
熟
し
た
果

実
が
か
げ
を
お
と
す
。
こ
れ
は
か
ろ
う
じ
て
獲
得
さ

れ
た
充
実
の
相
で
あ
る
。
偶
数
の
行
．
こ
と
に
、
第
二

強
音
節
の
あ
と
に
か
な
ら
ず
く
り
か
え
さ
れ
る
弱
音

節
二
つ
の
す
ば
や
い
経
過
が
、
小
舟
を
ゆ
す
る
さ
ざ

波
を
模
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
詩
節
全
体
は
、

ゆ
す
ら
れ
な
が
ら
も
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
、
静
止
す
る

小
舟
の
よ
う
だ
。
　
「
こ
こ
」
世
界
は
一
瞬
の
充
実
の

相
に
静
止
す
る
。

　
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
純
粋
理
性
概
念
（
イ
デ
ー
）

を
否
認
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
背
景
に

お
し
や
り
、
認
識
可
能
な
も
の
を
前
面
に
お
し
だ
し

た
だ
け
で
あ
る
。
背
景
は
そ
れ
と
し
て
生
き
つ
づ
け

る
。
　
『
批
判
』
の
こ
の
前
提
に
、
こ
の
詩
は
そ
の
ふ

る
ま
い
に
よ
っ
て
正
確
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
詩

の
も
つ
湖
上
の
小
舟
の
よ
う
な
バ
ラ
ン
ス
は
、
背
後

に
お
し
や
ら
れ
た
物
語
目
「
黄
金
の
夢
」
と
眼
前
に



く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
充
実
の
情
景
と
の
バ
ラ
ン
ス
そ
の
も
の
で
あ
る
。
作

者
は
均
衡
を
え
よ
う
と
け
ん
め
い
だ
。
背
景
が
無
効
に
な
れ
ば
世
界
そ
の

も
の
も
充
実
し
、
成
熟
し
な
い
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
純
粋
悟
性
概
念

．
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
に
よ
る
認
識
が
純
粋
理
性
概
念
（
イ
デ
ー
）
を
背
景
と

し
、
見
え
ざ
る
糸
に
よ
り
天
上
に
ひ
そ
か
に
つ
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
。
た
だ
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
い
く
分
異
な
る
。
　
『
批
判
』
の
場
合
、
諸
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

物
語
の
断
念
に
よ
っ
て
こ
そ
広
大
な
認
識
の
領
野
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

っ
た
の
に
た
い
し
て
、
こ
の
詩
の
場
合
、
物
語
の
断
念
を
代
償
と
し
て
か

や
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
や

ろ
う
じ
て
充
実
と
成
熟
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
の
詩
の
冒
頭
に
か
く
さ
れ
た
物
語
、
「
黄
金
の
夢
」

を
、
ま
え
に
あ
げ
た
長
大
な
詩
と
む
す
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
も
、
あ
る

い
は
ゆ
る
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
に
を
大
袈
裟
な
、
た
か
が
色
恋
沙

汰
に
、
い
た
た
ま
れ
な
く
な
っ
て
に
げ
て
き
た
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
。
一

と
い
う
半
畳
が
ま
た
き
こ
え
て
く
る
が
、
こ
こ
で
も
ち
ょ
っ
と
と
り
す
ま

し
た
稜
線
を
ふ
ん
で
、
解
釈
し
て
み
よ
う
。

　
さ
き
の
詩
で
作
者
は
、
た
と
え
比
較
と
否
定
と
不
在
を
通
し
て
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
や

れ
、
と
も
か
く
も
こ
と
ば
の
あ
や
に
よ
っ
て
天
に
由
来
す
る
も
の
を
前
面

に
も
た
ら
そ
う
と
試
み
た
。
い
ま
こ
の
詩
で
は
、
作
者
は
そ
れ
に
つ
い
て

は
語
ら
な
い
。
「
そ
し
て
…
…
黄
金
の
夢
…
…
」
　
「
か
し
こ
」
は
背
景
に

　
　
一
三
つ
の
詩
－

お
い
や
ら
れ
る
。
あ
る
の
は
「
こ
こ
」
、
目
の
ま
え
の
世
界
の
充
実
だ
け

で
あ
る
。
し
か
し
背
景
に
あ
っ
て
充
実
を
さ
さ
え
て
い
る
の
は
、
天
に
由

来
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
充
実
は
自
ら
の
根
拠
を
語
ら
ぬ

こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
そ
か
に
ひ
と
つ
の
隠
蔽
を
お
こ
な
う
。
こ
の
詩
の
は

ら
む
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
に
、
つ
ぎ
の
詩
は
過
敏
に
反
応
し
て
行
く
こ
と
に

な
る
。

　
こ
の
詩
は
か
く
さ
れ
た
物
語
性
を
背
景
に
し
て
、
　
「
わ
た
し
」
が
詩
の

主
観
と
し
て
仮
構
さ
れ
て
い
る
点
で
、
さ
き
の
詩
の
表
出
レ
ベ
ル
か
ら

は
、
ひ
と
つ
断
絶
し
た
レ
ベ
ル
を
前
提
に
し
て
い
る
。
た
だ
こ
の
詩
自
体

は
、
こ
の
レ
ベ
ル
に
す
っ
ぽ
り
お
さ
ま
り
、
そ
の
洗
練
を
示
し
て
は
い
て

も
、
そ
れ
を
こ
え
る
も
の
は
示
し
て
い
な
い
。

3

生
の
な
か
ば

黄
色
に
梨
は
た
わ
わ
に
実
り

そ
し
て
野
ば
ら
は
咲
き
み
だ
れ

岸
の
す
が
た
を
水
に
う
つ
す
。

一
六
三



　
一
説
　
　
　
　
苑
－

御
身
ら
。
愛
し
い
白
鳥
よ

そ
し
て
口
づ
け
に
酔
い
し
れ
て
は

御
身
ら
は
頭
を
ひ
た
す

聖
ら
か
に
澄
み
き
っ
た
水
の
な
か
。

悲
し
い
か
な
　
ど
こ
に
わ
た
し
は

冬
と
も
な
れ
ば
花
を
つ
も
う
　
ど
こ
に

陽
ざ
し
と

大
地
の
影
を
も
と
め
よ
う
～

そ
そ
り
た
つ
壁
の

こ
と
ば
な
く
つ
め
た
く
風
吹
く
ま
ま
に

風
見
の
き
し
め
く
。

（
原
詩
　
4
1
図
式
　
4
）

　
こ
の
詩
の
構
成
は
分
裂
と
対
立
、
そ
し
て
並
列
で
あ
る
。
前
半
部
の
澄

み
き
っ
て
透
明
な
世
界
こ
そ
、
「
わ
た
し
」
に
と
り
も
つ
と
も
到
達
し
が

た
い
こ
と
を
、
後
半
部
は
す
さ
ま
じ
い
対
照
の
う
ち
に
お
し
え
て
く
れ

る
。
そ
の
充
溢
に
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ゆ
え
に
、
世
界
は
「
わ
た

一
六
四

Xl文XI文Xl文Xl
XI文x1又Xl文xl
Xl又uuIX－l

XI文X］文Xl
X1文uul又XI

Xl文X1文一l
Xl文Xl又uul又X－

Xl又Xl文XI文一l

Xl文Xl又Xl文XI文Xl
XI文XI文一！

Xi文uu1文X　I

Xl文X！文一1

文∫XXl又Xl文X！
准uul文X一

　（又IXXlは

　　ロ　　アクセント移動を示す）

　　図式　　4

　　　　　　　HALFTE　DES　LEBENS

Mit　gelben　Birnen　h我nget

Und　voll　mit　wilden　Rosen

Das　Land　in　den　See，

Ihr　holden　Schw直ne，

Und　trunken　von　K極ssen

Tunkt　ihr　das　Haupt

Ins　heilign廿chteme　Wasser．

Weh　mir，wo　nehm　ich，wenn

Es　Winter　ist，die　Blumen，und　wo

Den　Sonnenschein，

Und　Schatten　der　Erde？

Die　Mauem　stehn

Sprachlos　und　kalt，im　Winde

Klirren　die　Fahnen．

4原詩



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
や

し
」
に
充
溢
の
由
来
を
明
か
し
て
く
れ
る
。
冨
ま
讐
詩
算
0
3
「
聖
ら
か

に
澄
み
き
っ
た
」
1
世
界
の
充
溢
は
聖
な
る
も
の
に
由
来
す
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
作
者
は
、
充
実
し
澄
明
な
世
界
の
達
し
が
た
さ
を
、
「
こ

こ
」
が
聖
性
を
う
ば
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
、
と
解
釈
す
る
。
聖
性
を
う
ば

わ
れ
て
、
「
こ
こ
」
が
そ
れ
だ
け
で
充
実
し
、
充
溢
す
る
こ
と
な
ど
あ
り

え
な
い
、
と
で
も
い
い
た
げ
に
、
　
「
わ
た
し
」
は
「
ど
こ
に
」
と
問
い
か

け
る
。

　
い
き
な
り
詩
の
中
心
に
は
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
こ
の
詩
の
読
み

方
な
の
だ
。
ま
え
の
詩
と
は
ず
い
ぶ
ん
ち
が
う
。
た
め
ら
い
、
緊
張
し
、

や
が
て
揺
蕩
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
、
と
い
う
相
の
継
起
を
こ
の
詩
は
知
ら
な

い
。
ふ
た
つ
の
詩
節
は
経
過
を
知
ら
な
い
。
む
し
ろ
経
過
の
線
条
性
を
無

化
す
る
こ
と
が
、
並
列
構
造
の
本
質
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
さ
さ
や
か
な

詩
は
な
か
な
か
に
手
ご
わ
い
。
切
断
し
、
そ
う
入
し
、
倒
置
し
た
り
し
て

き
れ
ぎ
れ
に
さ
れ
た
文
連
続
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
読
、
ど
う
し

て
鮮
明
な
情
景
の
イ
メ
ー
ジ
が
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
れ

ゆ
え
に
、
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　
ま
づ
冒
頭
巨
什
碧
冒
9
空
言
S
「
黄
色
に
梨
は
た
わ
わ
に
実
り
」

の
目
算
と
は
な
ん
だ
ろ
う
。
わ
た
し
に
は
長
い
あ
い
だ
わ
か
ら
な
か
っ

た
。
こ
れ
ま
で
く
り
か
え
し
読
ん
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
か
ら
な
か

　
　
1
三
　
つ
　
の
　
詩
；

つ
た
。
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
が
文
法
的
に
な
ん
で
あ
る
か
意
識
さ
れ
る
よ

り
ま
え
に
、
詩
句
と
し
て
、
詩
行
と
し
て
す
で
に
了
解
さ
れ
て
い
た
、
と

い
え
る
。
ど
う
し
て
こ
う
な
る
の
か
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
詩
に
と
っ
て
な

に
か
本
質
的
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
一

　
一
3
一
什
の
句
は
次
行
の
＜
o
＝
B
犀
三
国
8
閑
8
窪
「
野
ば
ら
は

咲
き
み
だ
れ
」
の
ヨ
一
什
の
句
と
同
格
な
の
だ
。
破
格
は
こ
れ
だ
け
で
は

な
い
。
四
行
目
か
ら
五
行
目
に
か
け
て
、
「
御
身
ら
　
愛
し
い
白
鳥
よ
」

と
呼
び
か
け
て
、
β
⇒
α
け
霊
口
需
窪
＜
8
函
O
器
9
「
そ
し
て
口
づ
け
に
酔

い
し
れ
て
は
」
と
さ
し
は
さ
ま
れ
る
副
詞
句
の
彗
ユ
と
は
い
っ
た
い
な

ん
だ
ろ
う
。
ま
た
し
て
も
¢
注
「
そ
し
て
」
な
の
だ
。
ま
え
の
詩
の
接
続

詞
仁
注
は
、
語
ら
れ
ざ
る
物
語
と
小
ド
ラ
マ
じ
た
て
の
抒
情
詩
と
を
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

続
し
た
。
こ
の
詩
の
接
続
詞
は
な
に
も
の
を
も
接
続
し
な
い
。
こ
の
統
辞

機
能
は
見
か
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
統
辞
機
能
そ
の
も
の
の
中
空
を
く
り
ぬ

く
た
め
に
、
統
辞
機
能
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
前
半
部
で
は
倒
置
と
そ
う
入
に
よ
り
シ
ン
タ
ク
ス
が
屈
折
さ
せ
ら
れ
て

い
る
と
す
れ
ば
、
後
半
部
で
は
そ
う
入
と
中
断
に
よ
り
シ
ン
タ
ク
ス
が
切

断
さ
れ
て
い
る
。
（
o
コ
魯
ヨ
一
〇
F
「
ど
こ
に
わ
た
し
は
つ
も
う
」
と
目

的
語
急
。
ω
言
ヨ
9
「
花
を
」
の
あ
い
だ
に
副
文
が
そ
う
入
さ
れ
る
の
は

ま
だ
し
も
で
あ
る
。
（
o
ヨ
「
そ
の
と
き
」
や
ミ
。
「
ど
こ
し
で
詩
行
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五



　
　
一
説
　
　
　
　
苑
－

中
断
さ
れ
る
の
は
ど
う
い
う
わ
け
だ
ろ
う
。
こ
の
不
安
定
さ
は
接
続
詞

（
ミ
。
昌
）
や
疑
問
副
詞
（
ξ
o
）
と
い
っ
た
統
辞
機
能
の
網
の
目
か
ら
、
こ

れ
ら
の
語
を
す
り
ぬ
け
さ
せ
る
。
毛
。
昌
や
ミ
。
が
、
あ
た
か
も
名
詞

の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
。

　
た
だ
両
詩
節
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
決
定
的
に
異
な
る
。
後
半
部
は
前
半
部

と
く
ら
べ
て
、
シ
ン
タ
ク
ス
ヘ
の
切
り
こ
み
の
鋭
さ
と
あ
ざ
や
か
さ
に
お

い
て
、
劣
る
。
む
し
ろ
そ
う
入
と
中
断
を
ひ
き
お
こ
し
、
表
現
を
き
れ
ぎ

れ
に
し
た
の
は
シ
ン
タ
ク
ス
の
重
圧
そ
の
も
の
だ
、
と
い
う
印
象
す
ら
う

け
る
。
こ
の
こ
と
と
、
つ
ぎ
の
こ
と
は
関
係
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま

り
、
奇
妙
な
こ
と
に
最
後
の
二
文
だ
け
は
、
詩
行
の
き
れ
目
に
よ
る
中
断

を
ふ
く
み
な
が
ら
も
、
シ
ン
タ
ク
ス
は
無
傷
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う

い
う
わ
け
だ
ろ
う
。

　
一
筋
縄
で
行
か
ぬ
の
は
文
構
成
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
詩
は
ど
う
い
う

リ
ズ
ム
だ
ろ
う
。
リ
ズ
ム
は
な
に
か
を
語
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
最
初
の
詩
は
定
型
詩
だ
っ
た
。
つ
ど
い
へ
の
情
熱
が
定
型
を
さ
さ
え
て

い
た
。
耳
す
ま
す
も
の
た
ち
の
ま
え
で
、
な
か
ま
の
一
人
が
う
た
っ
た
。

つ
ぎ
の
詩
は
三
つ
の
定
型
詩
節
を
く
み
あ
わ
せ
て
い
た
。
同
じ
舟
に
の
り

あ
わ
せ
た
人
（
び
と
）
を
観
客
と
し
て
演
じ
る
、
だ
が
自
身
は
あ
く
ま
で

も
一
人
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る
も
の
の
内
面
劇
で
あ
っ
た
。
最
後
の
詩
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
六

リ
ズ
ム
は
探
求
の
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
自
身
探
求
し
た
も
の
に

射
す
く
め
ら
れ
、
無
言
を
強
い
ら
れ
る
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

　
か
た
ち
の
う
え
か
ら
い
え
ば
こ
れ
は
自
由
律
で
あ
る
。
つ
ま
り
定
型
で

は
な
い
。
つ
ど
い
へ
の
情
熱
も
内
面
劇
の
意
図
も
、
こ
の
詩
に
は
な
い
。

自
由
律
は
か
た
ち
あ
る
構
成
を
断
念
す
る
。
そ
れ
は
た
え
ず
探
求
す
る
。

そ
れ
は
た
え
ず
生
成
す
る
。
詩
自
ら
手
さ
ぐ
り
し
な
が
ら
す
す
む
の
だ
。

し
か
も
そ
の
痕
跡
を
ふ
き
は
ら
い
、
ふ
た
た
び
た
ど
れ
な
い
よ
う
に
か
き

け
し
て
し
ま
う
の
は
そ
の
詩
自
身
で
あ
る
。
自
由
律
は
呼
び
か
け
る
、
わ

た
し
の
も
と
に
や
っ
て
こ
い
、
と
。
だ
が
同
時
に
、
そ
の
か
く
さ
れ
た
リ

ズ
ム
の
実
現
を
拒
み
も
す
る
の
で
あ
る
。

　
ご
た
く
を
な
ら
べ
て
も
は
じ
ま
ら
な
い
。
わ
た
し
に
は
わ
か
る
、
と
い

っ
て
も
意
味
を
な
さ
な
い
よ
う
に
、
自
由
律
は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
さ
さ
や
か
な
、
と
は
い
え
一
回
か
ぎ
り
の
分
析
に
と
り
か
か
っ
て
み

よ
う
。

　
ま
づ
最
初
の
二
行
は
三
つ
の
強
音
節
を
も
つ
詩
行
連
続
で
あ
り
、
こ
れ

は
定
型
詩
の
開
始
を
思
わ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
三
行
目
は
二
つ
の
強
音
節
に

す
と
ん
と
お
ち
こ
む
。
つ
ぎ
に
は
じ
ま
る
文
は
、
二
つ
の
強
音
節
を
も
つ

詩
行
を
三
行
つ
づ
け
た
あ
と
、
三
つ
の
強
音
節
を
も
つ
詩
行
で
と
じ
ら
れ

る
。



　
後
半
部
で
は
三
強
音
節
を
も
つ
詩
行
、
四
強
音
節
を
も
つ
詩
行
と
拡
大

し
て
い
っ
た
あ
と
、
ふ
た
た
び
二
強
音
節
を
も
つ
詩
行
に
お
ち
こ
む
。
た

だ
し
今
度
は
二
強
音
節
の
詩
行
が
同
一
文
の
な
か
に
も
う
一
行
つ
づ
く
た

め
、
一
種
の
安
定
感
は
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
こ
の
詩
の
う
．
こ
き
の
特
徴
は
、
三
強
音
節
も
し
く
は
四
強
音
節
の

詩
行
か
ら
、
二
強
音
節
の
詩
行
へ
お
ち
こ
む
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
詩
行
を
ひ
ろ
っ
て
み
よ
う
。
ピ
雪
ユ
ぎ
α
8
ω
8
「
湖
に
　
（
か
か

り
、
す
が
た
う
つ
す
）
岸
」
ω
8
冨
ロ
8
冨
冒
「
陽
ざ
し
」
　
ω
3
口
暮
雪

α
9
国
三
〇
「
大
地
の
影
」
1
い
づ
れ
も
名
詞
句
、
ま
た
は
そ
れ
に
似

せ
た
語
句
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
語
句
の
あ
ら
わ
す
図
式
（
一
榊
d
豆
渦

－
一
二
隣
図
一
婦
1
一
二
齢
。
旦
齢
図
一
）
か
ら
は
、
ひ
と
つ
の
、
い
わ
ば
原

図
式
が
想
定
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
つ
の
図
式
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
ヴ

ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
名
詞
句

の
実
現
す
る
こ
の
図
式
を
た
ず
ね
あ
て
、
解
放
す
る
衝
動
が
、
こ
の
詩
の

リ
ズ
ム
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
m
。
一
σ
8
頭
ヨ
8
（
ヌ
回
忌
図
）
、
三
国
睾
勾
。
紹
コ
（
粛
×
粛
三
）

一
一
行
目
と
二
行
目
に
か
く
さ
れ
て
い
た
、
リ
ズ
ム
の
こ
の
衝
動
を
三

行
目
は
解
放
す
る
。
ピ
彗
α
言
ユ
9
ω
8
（
一
膝
d
三
輪
一
一
）
i
四
行

目
は
高
揚
し
て
こ
れ
に
こ
た
え
る
。
『
o
匡
8
ω
9
毛
管
。
（
一
輪
隅
一
隣
隅
一
）

　
　
1
三
つ
の
詩
1

1
前
半
部
の
最
終
行
（
ぎ
一
言
呂
。
鐸
R
器
妻
器
ω
O
目
一
輪
区
一
騎
q
三

齢
図
一
）
は
、
原
図
式
の
ひ
と
つ
の
拡
大
だ
と
思
え
る
。
こ
こ
に
安
定
と

終
止
と
を
も
と
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
後
半
部
の
冒
頭
二
行
で
は
、
こ
の
原
図
式
は
姿
を
ひ
そ
め
る
。
文
構
成

同
様
、
リ
ズ
ム
も
ひ
と
つ
の
重
圧
の
も
と
に
あ
る
。
ω
8
目
窪
8
冨
『

－
ω
9
葺
け
2
α
R
国
包
。
の
語
句
連
続
で
か
ろ
う
じ
て
安
定
性
を
え
た

か
に
見
え
る
。

　
こ
の
詩
の
リ
ズ
ム
は
、
シ
ン
タ
ク
ス
を
切
断
し
、
屈
折
さ
せ
、
名
詞
句

の
実
現
す
る
原
図
式
を
た
ず
ね
あ
て
よ
う
と
す
る
衝
動
に
あ
る
。
黄
色
い

梨
…
…
野
ば
ら
…
…
湖
に
岸
…
…
愛
し
い
白
鳥
…
…
聖
ら
か
に
澄
み
き
っ

た
水
－
…
陽
ざ
し
…
…
大
地
の
影
…
…
。
失
語
症
患
者
の
こ
と
ば
づ
か
い

を
思
わ
せ
る
こ
れ
ら
名
詞
句
の
配
置
が
、
読
む
も
の
を
い
っ
き
に
詩
の
中

心
に
ひ
き
ず
り
こ
む
の
だ
。
そ
れ
で
は
言
餌
9
旨
2
魯
ロ
一
齢
図
【
憐
1
【

「
壁
は
そ
そ
り
た
ち
」
寓
目
〇
霞
8
島
。
国
替
口
塞
一
騎
ご
旦
齢
図
一
「
風
見

は
き
し
め
く
」
と
い
う
、
原
図
式
と
同
じ
図
式
に
実
現
さ
れ
た
、
む
き
だ

し
の
シ
ン
タ
ク
ス
は
な
に
を
語
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
詩
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
は
い
く
分
位
相
を
異
に
し
て
い
る
。

最
初
に
あ
げ
た
詩
を
背
景
に
し
て
『
批
判
』
が
成
立
し
て
く
る
と
す
れ

ば
、
こ
の
詩
は
『
批
判
』
か
ら
の
離
別
を
示
し
て
い
る
。
　
『
批
判
』
を
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七



　
　
1
説
　
　
　
　
苑
1

さ
え
る
擬
制
に
、
独
特
の
し
か
た
で
こ
の
詩
は
く
い
こ
む
。
そ
れ
は
聖
性

と
狂
気
と
い
う
視
角
で
あ
る
。
　
『
批
判
』
の
体
系
で
、
聖
性
と
狂
気
を
そ

れ
と
し
て
と
り
だ
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
体
系
に
よ
れ
ば
、
そ

れ
は
誤
び
ゅ
う
か
迷
妾
で
し
か
な
い
。
し
か
し
理
性
と
よ
ば
れ
る
も
の
は

聖
性
と
狂
気
と
の
力
動
性
に
お
け
る
、
一
静
止
相
に
す
ぎ
な
い
　
一
こ

の
詩
の
ふ
る
ま
い
は
、
あ
た
か
も
そ
う
い
い
た
い
か
の
よ
う
だ
。

　
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
こ
と
ば
、
そ
し
て
こ
と
ば
の
論
理
性

を
集
中
的
に
担
っ
て
い
る
シ
ン
タ
ク
ス
で
あ
る
。
　
『
批
判
』
が
シ
ン
タ
ク

ス
を
論
じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
純
粋
悟
性
概
念
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）

の
シ
ス
テ
ム
は
言
語
論
的
に
い
え
ば
意
味
論
に
あ
た
る
。
『
批
判
』
の
著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

者
に
と
り
、
シ
ン
タ
ク
ス
は
、
強
い
て
い
え
ば
繋
辞
に
集
約
さ
れ
る
。
そ

れ
は
諸
表
象
の
客
観
的
統
一
を
示
し
て
は
い
る
。
し
か
し
『
批
判
』
で
問

わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
認
識
す
る
能
力
は
い
か
な
る
も
の
か
、
で
あ
り
、

こ
と
ば
に
よ
る
認
識
は
い
か
な
る
も
の
か
、
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
こ
と

ば
へ
の
問
い
は
と
び
こ
え
ら
れ
て
い
る
。

　
認
識
は
、
『
批
判
』
の
著
者
の
言
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
ひ
と
つ
の
構

成
で
あ
る
。
そ
れ
は
選
択
し
、
結
合
し
、
整
序
す
る
過
程
で
あ
り
、
同
時

に
排
除
し
、
抑
圧
し
、
隠
蔽
す
る
過
程
で
も
あ
る
。
こ
と
ば
、
お
よ
び
シ

ン
タ
ク
ス
は
、
こ
の
二
重
の
過
程
に
た
い
し
て
、
自
身
や
は
り
過
程
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
八

ふ
る
ま
う
。
つ
ま
り
そ
れ
は
二
重
の
過
程
を
本
質
的
に
み
ち
び
く
も
の
で

あ
る
と
と
も
に
、
自
ら
そ
の
過
程
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
く
る
も
の
で
も

あ
る
。
日
常
の
こ
と
ば
は
、
あ
た
か
も
こ
の
過
程
が
存
在
せ
ず
、
こ
と
ば

と
も
の
と
が
直
接
、
指
示
関
係
を
む
す
ぶ
か
の
よ
う
に
み
な
す
傾
向
を
ひ

そ
ま
せ
て
い
る
。
哲
学
－
科
学
の
こ
と
ば
は
こ
の
傾
向
を
う
け
、
こ
と
ば

に
よ
る
認
識
、
と
い
う
視
点
を
欠
落
さ
せ
、
命
題
と
世
界
と
を
即
応
さ
せ

る
傾
向
を
も
つ
。
そ
の
こ
と
ば
は
、
す
で
に
構
成
さ
れ
た
も
の
を
固
定
化

し
、
認
識
が
こ
と
ば
に
お
い
て
、
こ
と
ば
と
と
も
に
、
過
程
を
ふ
ん
で
生

成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
却
し
や
す
い
。
選
択
と
排
除
、
整
序
と
隠

蔽
の
あ
い
だ
で
揺
動
し
つ
つ
成
立
し
た
も
の
が
、
つ
ぎ
の
瞬
間
に
は
、
既

定
性
に
ま
で
硬
化
す
る
。

　
こ
の
さ
さ
や
か
な
詩
の
ふ
る
ま
い
の
示
し
て
い
る
の
は
な
ん
だ
ろ
う
。

　
前
半
部
七
行
に
は
、
あ
ざ
や
か
な
シ
ン
タ
ク
ス
の
屈
折
を
通
し
て
、
聖

性
が
や
ど
ろ
う
と
す
る
。
こ
と
ば
、
お
よ
び
そ
の
シ
ン
タ
ク
ス
は
、
過
程

を
ふ
ん
で
実
現
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
自
ら
を
の
り
こ
え
る
こ
と
に
お
い

て
、
こ
と
ば
な
の
で
あ
り
、
そ
の
シ
ン
タ
ク
ス
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
も

し
こ
と
ば
を
、
そ
の
の
り
こ
え
に
無
限
大
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
こ
め
て
実
現

し
た
と
し
た
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
、
聖
性
と
し
て
の
こ
と
ば
、
と

よ
ん
で
お
こ
う
。



　
で
は
最
後
の
三
行
、
む
き
だ
し
の
シ
ン
タ
ク
ス
の
語
る
も
の
は
な
に

か
。
U
一
〇
蜜
帥
信
霞
目
ω
什
。
『
蔓
O
o
胃
雪
乞
8
仁
P
ユ
犀
巴
“
一
目
毛
一
昌
α
o
＼

逐
一
賃
窪
島
。
吋
昌
器
F
「
そ
そ
り
た
つ
壁
の
／
こ
と
ば
な
く
つ
め
た
く

風
吹
く
ま
ま
に
／
風
見
の
き
し
め
く
」
－
の
り
こ
え
ら
れ
ぬ
シ
ン
タ
ク

ス
、
の
り
こ
え
ら
れ
ぬ
こ
と
ば
は
壁
で
あ
る
。
シ
ン
タ
ク
ス
そ
の
も
の
に

凝
固
し
た
シ
ン
タ
ク
ス
、
こ
と
ば
そ
の
も
の
に
凝
固
し
た
こ
と
ば
。
1

日
常
の
こ
と
ば
や
哲
学
t
科
学
の
こ
と
ば
は
、
た
し
か
に
凝
固
し
、
固
定

化
す
る
傾
向
を
潜
勢
さ
せ
て
は
い
る
。
そ
れ
ら
は
生
成
し
、
実
現
し
て
き

た
も
の
を
、
既
定
の
も
の
と
み
な
し
や
す
い
。
そ
れ
は
た
し
か
だ
。
し
か

し
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
の
り
こ
え
を
ふ
く

ま
な
い
こ
と
ば
と
い
う
も
の
も
あ
り
え
な
い
。
ま
る
で
抑
圧
な
ど
ふ
く
ん

で
い
な
い
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
、
い
っ
そ
う
ひ
ど
い
抑
圧
を
加
え
る
固

定
化
し
た
こ
と
ば
も
、
抑
圧
そ
の
も
の
に
ま
で
凝
固
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
こ
と
ば
を
発
す
る
「
ひ
と
」
が
、
い
わ
ば
夾
雑

物
と
し
て
最
後
ま
で
つ
い
て
ま
わ
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
夾
雑
物
を
排

除
し
、
こ
と
ば
に
ま
つ
わ
る
の
り
こ
え
を
無
限
小
に
近
づ
け
た
と
し
た

ら
、
ど
う
だ
ろ
う
。
最
終
三
行
、
む
き
だ
し
の
シ
ン
タ
ク
ス
の
語
る
こ
と

は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
　
「
ひ
と
」
の
こ
こ
ろ
は
沈
黙
す
る
。
し

か
し
こ
と
ば
は
ひ
び
き
を
た
て
る
。
1
こ
れ
は
狂
気
と
し
て
の
こ
と
ば

　
　
1
三
つ
の
詩
－

で
あ
る
。
こ
の
三
行
は
異
界
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
よ
う
だ
。

　
理
性
の
領
域
は
、
　
「
ひ
と
」
が
こ
と
ば
を
統
御
す
る
領
域
で
あ
る
。
こ

の
詩
は
む
し
ろ
、
「
ひ
と
」
が
こ
と
ば
に
よ
っ
て
つ
れ
だ
さ
れ
る
領
域
に

ひ
ら
か
れ
て
い
る
。

　
つ
ど
い
の
う
ち
の
一
人
が
、
つ
ど
い
を
代
表
し
、
天
に
由
来
す
る
「
喜

び
」
と
い
う
物
語
性
を
、
定
型
に
ま
で
形
づ
く
る
と
こ
ろ
に
、
表
出
の
ひ

と
つ
の
レ
ベ
ル
を
確
定
で
き
る
。
つ
い
で
、
か
く
さ
れ
た
物
語
性
を
背
景

に
し
て
、
「
わ
た
し
」
が
詩
の
主
観
と
し
て
仮
構
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
空

白
を
は
さ
ん
だ
も
う
ひ
と
つ
の
レ
ベ
ル
を
想
定
で
き
る
。
そ
し
て
、
物
語

性
が
物
語
る
こ
と
ば
に
解
体
し
、
　
「
ひ
と
」
が
こ
と
ば
を
統
御
す
る
領
域

に
た
い
し
て
、
む
し
ろ
こ
と
ば
に
よ
っ
て
「
ひ
と
」
が
つ
れ
だ
さ
れ
る
領

域
を
予
感
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
情
況
の
表
出
の
最
後
の
レ
ベ
ル
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
こ
の
詩
は
、
こ
こ
で
素
描
し
よ
う
と
し
た
情
況
を
、
は
る
か
に

の
り
こ
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
聖
性
と
し
て
の
こ
と
ば
は
、
同
じ
原
図

式
を
通
し
て
、
地
下
水
脈
で
の
よ
う
に
狂
気
と
し
て
の
こ
と
ば
に
か
よ
い

あ
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
の
も
と
め
る
も
の
は
、
し
た
が
っ
て
、
聖
性
と
狂

気
と
を
ひ
と
つ
も
の
の
両
極
と
し
て
表
現
す
る
力
動
性
と
い
う
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九



　
一
説
　
　
苑
一

ろ
う
。聖

性
に
し
て
、
か
つ
狂
気
で
あ
る
こ
と
ば
。
そ
の
リ
ズ
ム
。
1
こ
れ

を
、
な
ん
と
よ
べ
ば
い
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
民
ざ
窟
8
0
ぎ
男
O
乙
O
倉
量
切
8
『
5
¢
三
奉
話
巴
・

ω
一
三
一
〇
け
ザ
O
ぎ
一
§

　
O
o
o
浮
。
旨
譲
臨
”
O
o
島
。
算
9
国
g
ポ
ヨ
●
q
旨
く
o
H
器
7

ゆ
一
三
一
〇
梓
ロ
O
ぎ
一
〇
q
㎝

　
属
O
匡
R
＝
ロ
、
男
”
O
o
良
。
算
9
国
8
富
田
●
¢
巳
く
。
『
ω
巴
・

ω
ま
＝
O
け
ゴ
O
ぎ
一
〇
q
H

一
七
〇


