
『C・W伯爵の遺稿より』とその周辺をめぐって :
リルケの中期から晩年への詩境の展開（その一）

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2010-07-29

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 稲田, 伊久穂

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.24729/00011199URL



『c
・
W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』

と
そ
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て

ー
ー
ー
リ
ル
ケ
の
中
期
か
ら
晩
年
へ
の
詩
境
の
展
開

(
そ
の
一
)

稲

田

伊

久

穏

乙
の
第
一
部
(
0
2仲O
m
a
v
o
)と
第
二
部

(
N
d
q
a
g
m
o
F
O
)

と
か
ら
な
る
連
作
の
詩
集
『

C

・

W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
(
八
〉5

R
H
O
自

Z
R
E
由
民
仏
2
0
5

問
自
の

-
d〈
-
V
)
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
リ
ル
ケ
が
グ
イ
ン
タ
ー
ト
ゥ
l

ル

(
d
5
E
E
E
る
に
近
い
ベ
ル

ク
・
ア
ム
・
イ
ル
ヘ
ル
の
館

(
ω
n
E
o
a回。
話
回
目
同a
r
巴
)
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
の
詩
作
で
あ
っ
た
。
乙
の
ベ
ル
ク
の
館
で
の
滞

在
は
第
一
次
大
戦
終
結
か
ら
約
二
年
後
の
一
九
二
O
年
十
一
月
十
二
日
に
始
ま
り
、
翌
年
の
五
月
十
日
ま
で
と
約
半
年
つ
づ
い
た
が
、

第
一
部
の
連
作
は
一
九
二
O
年
十
一
月
二
十
七
日
か
ら
三
十
日
ま
で
の
三
日
間
で
書
か
れ
、
第
二
部
の
連
作
は
翌
年
三
月
初
め
か
ら
四

月
中
頃
ま
で
の
聞
に
書
か
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
『
ド
ゥ
イ
ノ
の
悲
歌
』
・
『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
ょ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
完
成
〈
と
も
に

一
九
二
二
年
二
月
)
の
約
一
年
ば
か
り
前
で
あ
る
。
『
イ
ン
ゼ
ル
年
鑑
』
(
一
九
二
三
年
)
に
匿
名
で
発
表
さ
れ
た
長
篇
詩
『
カ
ル
ナ

ク
で
の
乙
と
だ
っ
た
:
:
:
』(
F
同
町

E
w
d
g
a
-
-
-
)一
篇
を
除
い
て
、
他
は
す
べ
て
彼
の
生
前
中
に
は
つ
い
に
公
表
さ
れ
な
か
っ

た
。
第
一
部
・
第
二
部
を
含
め
て
そ
の
全
詩
が
『
C

・

W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
い
う
表
題
の
も
と
に
一
冊
の
詩
集
に
ま
と
め
ら
れ
、

出
版
さ
れ
た
の
は
、
や
っ
と
詩
人
の
死
後
約
四
半
世
紀
を
へ
た
一
九
五
O
年
に
な
っ
て
か
ら
の
と
と
で
あ
る
。
乙
う
し
た
運
命
を
た
ど

っ
た
と
の
詩
集
は
、
『C
-
W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
い
う
表
題
か
ら
し
て
す
で
に
、
リ
ル
ケ
の
他
の
詩
集
の
表
題
と
違
っ
た
趣
を
も

1 

っ
て
お
り
、
乙
の
詩
集
に
よ
せ
る
詩
人
の
特
別
な
態
度
が
感
ぜ
ら
れ
る
。



2 

乙
の
連
作
の
生
ま
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
第
一
部
が
完
成
し
て
ま
も
な
く
の
こ
と
、一
九
二
一
年
一
月
ペ
ル
ク
の
飴
に
リ
ル
ケ
を
訪

リ
ル
ケ
は
乙
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
彼

ね
た
イ
ン
ゼ
ル
の
出
版
者
ア
ン
ト
ン
・
キ
ッ
ペ
ン
ベ
ル
ク
(
〉
ロ
g

ロ
自
宅
g
g
a
)
に
、

向
。
と

が
あ
る
晩
の
乙
と
服
を
脱
い
で
い
る
と
、
あ
る
詩
句
が
ふ
と
口
を
つ
い
て
出
て
き
た
。
彼
は
驚
い
て
、

「
乙
の
情
熱
的
な
詩
句
は
お
ま

え
の
で
は
な
い
」
と
自
分
に
言
っ
て
、
落
ち
つ
か
ぬ
ま
ま
服
を
着
な
お
し
、
炉
ぱ
た
に
座
っ
た
。
す
る
と
彼
の
前
に
、
古
風
な
服
装
を

し
た
ひ
と
り
の
紳
士
が
現
わ
れ
、
「
紳
士
は
彼
に
古
い
黄
ば
ん
だ
手
書
き
の
原
稿
か
ら
詩
を
朗
読
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
詩
の

な
か
に
、
先
ほ
ど
リ
ル
ケ
が
口
ず
さ
ん
だ
詩
句
が
現
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
か
ら
彼
は
こ
れ
ら
の
詩
句
を
書
き
と
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が

『
C
・
W
伯
爵
の
詩
』
で
あ
託
」

o

リ
ル
ケ
は
、

乙
の
連
作
を
一
方
で
は
こ
の
よ
う
に
突
き
放
し
て
お
き
な
が
ら
、
第
一
部
完
成
の
十

一
月
三
十
日
と
同
じ
自
に
、
そ
の
写
し
を
添
え
て
グ
ン
ダ
l

リ

l
H

フ
ォ
ル
カ
ル
ト
夫
人
(
司
自
己
宅
ロ
ロ
骨
ユ
ヤ
〈oF
曲
三
)
に
送
っ
た

手
紙
で
は
、
彼
に
詩
を
書
き
取
ら
せ
た
人
物
を
詩
作
の
雰
囲
気
を
作
る
た
め
の
い
わ
ば
「
口
実
」
で
あ
っ
た
乙
と
を
認
め
、
乙
の
連
作

が
ま
さ
し
く
彼
自
身
の
詩
作
で
あ
る
と
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
「
私
は
ベ
ル
ク
の
館
の
、
先
住
者
の
跡
の
よ
う
な
も
の
が
欲
し
か
っ
た

の
で
す
。
た
と
え
ば
、
本
棚
に
一
冊
の
冊
子
を
見
つ
け
だ
せ
る
の
を
。
あ
る
晩
の
こ
と
、
い
い
で
す
か
、
あ
れ
は
た
ぶ
ん
誰
か
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
私
は
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
ひ
と
り
の
人
物
を
想
像
し
て
み
ま
し
た
。
ま
わ
り
の
情
況
が
よ
け
い
な
手
助
け
を
し
て
く
れ
ま

し
た
。
し
か
し
ど
ん
な
に
想
像
力
を
働
か
せ
て
み
て
も
、
い
ま
言
っ
た
冊
子
は
現
わ
れ
て
は
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
を
作
成
す
る
以

外
に
何
が
残
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
そ
れ
が
、
完
成
し
て
、
私
の
前
に
あ
る
の
で
す
:
:
:
詩
で
す
、
よ
ろ
し
い
で
す
か
、
ー
ー

最
初
の
ぺ
l

ジ
に
『
C

・

W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
書
い
て
あ
る
の
を
お
読
み
に
な
る
で
し
ょ
う
。
乙
の
奇
妙
な
作
品
、
そ
れ
に
は
私

は
、
ま
こ
と
に
愉
快
な
乙
と
で
す
が
、
ま
っ
た
く
責
任
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
:
・
〔
中
略
〕
・
:
私
は
、
乙
の
集
中
の
き
わ
め
て
不
十

分
な
段
階
で
な
ん
と
か
形
に
な
り
え
た
も
の
を
わ
が
身
に
ひ
き
受
け
て
く
れ
た
ひ
と
り
の
人
物
を
、
い
わ
ば
「
口
実
に
」
し
な
け
れ
ば

《
隠U
J
W

な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
そ
れ
が
、
c

・

W
伯
爵
で
あ
っ
た
の
で
す
」
。
ま
た
、
乙
の
手
紙
か
ら
二
週
間
後
の
十
二
月

十
五
日
夕
ク
シ
ス
侯
爵
夫
人
(
明
信
号
己
ロ
富
田
ユog

ロ
、
H，
V
E
P

ロ
包
・
叶
同
巴
臼
)
に
宛
て
た
手
紙
で
も
、
リ
ル
ケ
は
乙
の
連
作
に
つ
い
て



い
ま
の
手
紙
と
同
じ
よ
う
な
詩
作
の
動
機
を
述
べ
?
そ
れ
が
「
口
述
筆
記
」(
E
E
巴
)
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
点
を
強
調
し
て
、

c
'

W
と
い
う
イ
ニ
シ
ア
ル
に
つ
い
て
も
何
ら
特
定
の
名
前
を
考
え
な
か
っ
た
と
語
っ
て
い
予

し
か
し
、
乙
の
よ
う
な
リ
ル
ケ
自
身
の
証
言
が
得
ら
れ
な
く
と
も
、
彼
の
口
を
つ
い
て
出
た
最
初
の
詩
句
に
は
ゲ

l

テ
の
影
響
の
跡

も
見
ら
れ
な
い
で
も
な
い
が
、
乙
の
詩
を
も
含
め
て
、
第
一
部
・
第
二
部
と
も
そ
れ
ら
の
詩
を
読
め
ば
、
そ
の
す
べ
て
が
リ
ル
ケ
そ
の

大
の
詩
作
で
あ
る
乙
と
は
ま
っ
た
く
明
白
で
あ
る
。
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
思
想
と
い
い
、
言
葉
の
使
い
方
と
い
い
、
形
象
表
現
の
特
性
と

い
い
、
響
き
と
い
い
、
乙
れ
ら
す
べ
て
を
包
む
詩
の
雰
囲
気
と
い
い
、
す
べ
て
リ
ル
ケ
の
も
の
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
は
、
乙
の
連
作
の

「
口
述
筆
記
」
を
強
調
し
て
い
る
が
、
乙
の
詩
集
だ
け
で
な
く
、
『
時
祷
詩
集
』
や
『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
よ
せ
る
ソ
、
不
ッ
ト
』
を
も
「
口

内S
M

述
筆
記
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
口
述
筆
記
」
と
は
、
リ
ル
ウ
に
と
っ
て
は
詩
そ
の
も
の
、
ま
た
は
詩
の
内
容
に
関
す
る
と
と
で

は
な
く
、
詩
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
た
か
と
い
う
、
詩
の
生
成
の
あ
り
方
を
述
べ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
時
祷
詩
集
』

も
『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
よ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
も
生
前
中
に
す
ぐ
詩
集
と
し
て
公
に
さ
れ
た
が
、
と
の
連
作
は
公
に
さ
れ
ず
、
発
表
さ
れ

た
た
だ
一
篇
の
詩
す
ら
匿
名
で
あ
り
、
し
か
も
お
の
が
詩
作
に
た
い
し
て
リ
ル
ケ
が
そ
の
責
任
を
回
避
し
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
で
あ

ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
乙
に
は
、
乙
の
連
作
の
出
来
具
合
い
に
た
い
す
る
リ
ル
ケ
の
判
断
も
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
中
期
の
物

象
詩
S
E
R
a
-
n
v
S
)の
時
代
か
ら
晩
特
の
『
ド
ゥ
イ
ノ
の
悲
歌
』
・

『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
ょ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
(
さ
ら
に
最
晩
年

の
詩
作
)
の
世
界
へ
と
至
る
、
そ
の
道
程
の
途
中
に
立
つ
詩
作
と
じ
て
、
そ
の
内
部
に
晩
年
の
詩
作
・
の
根
底
に
触
れ
る
様
々
な
問
題
を

含
ん
で
い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

乙
の
小
論
は
、
町
リ
ル
ケ
の
と
の
連
作
へ
の
責
任
回
避
の
問
題
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
リ
ル
ケ
晩
年
の
詩
境
を
っ
き

と
め
ま
う
と
す
る
過
程
に
お
い
て
、
詩
人
が
中
期
か
ら
晩
年
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
詩
の
世
界
を
、
乙
の
詩
集
を
中
心
に
し
て
検
討
し

て
ゆ
き
た
い
。
責
任
回
避
の
問
題
も
そ
う
し
た
な
か
で
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
問
題
で
あ
る
。

な
お
司

3 

乙
の
詩
集
は
総
数
二
十
一
篇
、
第
一
部
が
『
そ
っ
と
あ
な
た
の
日
記
を
め
く
ら
せ
て
お
く
れ
:
:
ト
』
宇
匝
司
自
由
各
自
ロ
片
山
ロ
向
日
早
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g
s
d

，
昌
一
叩
V
E
n
r叩
E
智
S
E
-
-
-
)と
『
カ
ル
ナ
ク
で
の
乙
と
だ
っ
た
:
:
:
』
の
二
篇
の
長
篇
詩
を
含
む
十
篇
の
詩
か
ら
な
り
、
第
二

部
が
十
一
篇
か
ら
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
四
行
か
ら
な
る
節

(
2
3
Z叩
)
を
基
本
に
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
詩
は
四
節
ま
た
は
三
節

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
カ
ル
ナ
ク
で
の
こ
と
だ
っ
た
:
:
:
』
、
『
入
居
を
ま
つ
あ
き
部
屋
の
な
か
の
よ
う
に
:
:
:
』
(
当

5

4
0
円
合
自
白

s
a

・
4
1
1
ロ

F
2
2
0
0
B
r
Z
E
-
-
-
)な
ど
の
若
干
の
詩
を
除
く
と
、
だ
い
た
い
各
行
五
脚
の
揚
抑
格

(
E
E


Z
日
官
寸
円
o
n
r
rロ
)
が
基
調
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
詩
の
意
味
内
容
の
な
か
に
入
っ
て
ゆ
く
と
、
乙
の
時
期
の
様

々
な
問
題
が
一
篇
の
詩
の
な
か
で
、
ま
た
詩
と
詩
の
聞
で
複
雑
に
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
整
理
す
る
と
、

乙
の
詩
集
を
大
き
く
特
色
づ
け
て
い
る
ほ
ぽ
四
つ
の
問
題
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
詩
人
の
内
部
の
問
題
、
事
物

(
U
E
m
)か

ら
フ
ィ
グ
l

ル
(
ヲ
m
c
円
)
へ
の
展
開
、
時
聞
の
問
題
、
愛
の
モ
チ
ー
フ
。
こ
れ
ら
の
四
つ
の
問
題
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
ゆ
く
な
か

で
、
詩
人
と
自
然
と
の
関
係
、
生
と
死
、
変
容
(
〈
m
z
g

丘
E
m
)
な
ど
の
重
要
な
問
題
に
も
そ
の
つ
ど
触
れ
た
い
。

乙
の
詩
集
を
大
き
く
特
色
づ
け
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
詩
的
創
造
に
携
わ
る
詩
人
の
「
内

部
」
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
乙
の
詩
集
の
多
数
の
詩
に
は
、
正
面
か
ら
、
あ
る
い
は
側
面
か
ら
詩
人
の
「
内
部
」
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
む
'

ろ
ん
そ
れ
は
た
ん
に
、
お
の
が
「
内
部
」
を
詩
作
の
素
材
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
お
の
が
「
内
部
」
の
状
況
を
冷
静
に
し
か
も
真

剣
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
、
そ
う
し
た
詩
人
の
純
な
姿
勢
の
な
か
か
ら
、
「
内
部
」
を
歌
う
詩
が
生
ま
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ

は
個
々
の
詩
か
ら
感
じ
と
れ
る
も
の
で
あ
る
。
乙
こ
で
、
詩
人
の
「
内
部
」
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
第
一
部
の
官
頭
の
詩
か
ら
検
討
し
・

て
ゆ
き
た
い
。

毛
色
回
目2
2
m
昆
|
三
己
主
2
ω
z
a
g
n
r

・
-
噌
君
。-
n
V
2

唱
曲
円
払
但
回
国
ロ
門
「
仏
曲
目
白
包
括
円
ロ

ω
n
E
t
B

町

E
5
σ
噌

ω
同
】
山
叩
m
o
-
-
ω
n
H
H
a

ロ

-
B
Z
冊
目
問
中
岡
山
叩
田
仲
向
日
叩
国
間
冊
目

n
r
g
|



t!'l 

und der Tag, der mich nach auβen trieb! 

Wiederkehr -, was fi.nd ich mir im Innern, 
fall ich abends schwerhaft in mich ein? 

Traum, trag auf jetzt : wird der Teller zinnern ー，

wird die fremde Frucht er�fnet sein? 

Werd ich wissen, was ich trinke -, oder 
ists versunkner H�el Leidenschaft? 

Und wem klag ichs, wenn am Schlu゚ der Moder 

fadet durch den aus-geschmeckten Saft? 

Gn�ts mir. daβich noch nach ausw舐ts schaue, 
braucht der Schlaf-Koch noch ein Suppenkraut ? -

Oder wirft er schon in ungenaue 

Speisen Würzen, denen er nicht traut? 

司出雲・・・4V 除堤A ・U・-・!lJ~必~I'~時小

醤.l:\ Q -\Qニ ~~v~糧是認会l' ~~Q'~樹立0

~与;.~' ~-R.lit Q窓会時世話腿 hl;!診ば時栄一一

!\J..)ド巴vQ麗4年J' ~騎ぐ央Jjl自ニ-Q-I'~但回目
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回
帰
|
|
L
、
夜
ご
と
ぼ
く
が
、
ぼ
く
の
内
部
へ
と
重
く
落
ち
込
む
と
き

ぼ
く
は
そ
乙
に
何
を
見
つ
け
る
の
か
。

夢
よ
、
さ
あ
食
卓
に
の
せ
て
お
く
れ
、
皿
は
ス
ズ
だ
ろ
う
か
|
|

み
し
ら
ぬ
果
実
は
聞
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

ど
の
よ
う
な
飲
物
な
の
か
、
い
つ
か
分
る
だ
ろ
う
か
|
|
そ
れ
と
も

こ
れ
は
沈
め
る
丘
の
情
熱
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
し
て
腐
敗
が
、
そ
の
液
汁
を
味
わ
い
尽
く
さ
れ
て

つ
い
に
風
味
を
う
し
な
う
と
き
、
ぼ
く
は
誰
に
嘆
け
ば
よ
い
の
か
。

眠
り
の
料
理
人
が
ま
だ
ス
l

プ
野
菜
を
も
と
め
る
の
な
ら

さ
ら
に
外
を
視
る
だ
け
で
、
ぼ
く
に
は
十
分
で
は
な
い
か
。
1
1

そ
れ
と
も
か
れ
は
、
信
じ
て
も
い
な
い
薬
味
を

あ
い
ま
い
な
料
理
に
投
げ
入
れ
た
の
か
。

「
白
馬
」
(
唱
冊
目
白

2

同M
F
E
〉
と
は
、

『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
よ
せ
る
ソ
、
不
ッ
ト
』
第
一
部
第
二
十
の
詩
で
そ
の
主
題
と
な
っ
て
歌
わ

れ
て
い
る
「
白
馬
」
(
ω
n
z
s
g冊
目
)
と
お
な
じ
く
、
と
も
に
同
じ
体
験
の
源
か
ら
呼
び
だ
さ
れ
た
形
象
で
あ
り
、
大
地
を
自
由
に
疾
駆

円
四
》

す
る
幸
福
な
馬
と
し
て
詩
人
の
親
密
な
形
象
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
次
の
「
奔
流
」(2
5
N
g
n
r
)も、
白
馬
と
お
な
じ
く
、

白
く
泡
だ
ち
激
レ
く
流
れ
る
形
象
で
あ
り
な
が
ら
、
一
九
一
九
年
の
『
自
然
は
幸
福
で
あ
る
:
:
:
』

(
Z伊
丹E
Z
m
z
n
E主
人
刈
)
と

い
う
詩
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
幸
福
に
も
つ
な
が
る
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
た
形
象
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
詩
は
、
眠
り
か
ら
覚
め
た

あ
と
の
ま
だ
う
っ
と
り
し
た
状
態
を
、
う
ま
く
言
葉
の
形
態
に
と
ら
え
た
詩
句
で
始
ま
る
。

「
白
馬
」
と
切
り
だ
し
な
が
ら
、
そ
れ
を



「
・
:
か
」
と
問
い
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
い
馬
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
う
一
度
よ
り
鮮
明
に
呼
び
だ
し
、
そ
の
白
い
イ
メ
ー
ジ
が
次
の
「
奔

流
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
き
、
乙
の
「
奔
流
」
が
そ
の
白
さ
に
と
ん
度
は
す
み
や
か
な
動
き
を
与
え
る
。
そ
し
て
、
乙
の
す
み
や
か
に
ー

動
く
白
い
幸
福
な
形
象
を
、
次
に
「
ど
ち
ら
だ
っ
た
ろ
う
/
眠
り
の
あ
い
だ
ぽaく
を
離
れ
な
か
っ
た
あ
の
心
象
は
』
と
具
体
的
な
一
個

の
対
象
を
捕
え
よ
う
と
す
る
。
乙
乙
で
は
っ
き
り
と
し
た
覚
醒
と
な
り
、
そ
れ
と
同
時
に
次
の
二
行
で
外
部
の
光
が
さ
し
込
み
、
夢
の

な
か
の
幸
福
な
心
象
が
否
定
さ
れ
て
、
現
実
の
世
界
の
興
醒
め
た
像
に
と
っ
て
換
え
ら
れ
る
。

「
回
帰
」
と
は
眠
り
の
世
界
へ
の
回
帰
で
あ
る
が
、
最
初
の
二
行
で
眠
り
へ
の
回
婦

は
、
同
時
に
詩
人
の
「
内
部
」
へ
の
回
帰
で
あ
る
乙
と
を
感
知
さ
せ
る
。
ち
な
み
に
、
言
葉
の
配
置
の
う
え
で
も
配
慮
が
な
さ
れ
て
お

り
、

F
5
2

「
内
部
」
と
い
う
言
葉
が
行
の
最
後
の
位
置
に
お
か
れ
、
重
み
を
も
っ
て
い
る
。
乙
う
し
て
夢
の
な
か
の
形
象
で
も
っ
て

始
ま
っ
た
眠
り
の
世
界
の
描
写
は
、
乙
乙
で
、
実
は
そ
の
奥
に
詩
人
の
「
内
部
」
に
つ
い
て
の
層
を
も
っ
て
い
る
乙
と
を
明
ら
か
に
す

る
。
第
三
行
目
で
「
夢
よ
」
と
呼
び
出
し
て
、
夢
の
な
か
の
食
卓
風
景
を
「
皿
」
、
「
果
実
」
、
「
飲
物
」
と
い
っ
た
形
象
で
も
っ
て
く
り

こ
れ
ら
の
言
葉
も
た
ん
な
る
形
象
に
と
ど
ま
ら
ず
、
リ
ル
ケ
特
有
の
意
味
を
負
わ
さ
れ
た
隠
輸
(
メ
タ
l

フ
ァ

l
)

第
一
一
節
で
ふ
た
た
び
眠
り
の
世
界
へ
と
帰
る
。

広
げ
て
ゆ
く
が
、

ま
た
は
象
徴
と
な
っ
て
、
そ
の
奥
に
詩
人
の
内
部
を
暗
示
レ
て
い
る
。
「
皿
は
ス
ズ
だ
ろ
う
か
」
(
当
日
正
弘
旬
、

H
a
m
-
-

叩
『
嗣

E
p
o
s
-

「
ス
ズ
の
唖
」
は
、
金
属
と
し
て
冷
た
い
感
触
を
も
ち
、
も
の
言
わ
ぬ
無
言
の
存
在
で
あ
る
。
な
お
、
ボ

l

グ
エ
ン
タ
ー

(
E
E由
。

回
0
4
8
Z

円
)
は
こ
の
句
の
解
釈
で
、
ス
ズ
に
は
自
ら
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
腐
蝕
し
て
ゆ
く
錫
ぺ
ス
ト
(
N
E
P
M
M
g
C
と
い
う
現
象
の
あ
る
乙
と

円m
v

を
指
摘
し
て
、
乙
れ
に
「
は
か
な
さ
」
の
概
念
を
も
つ
け
加
え
て
い
る
。
第
四
行
目
の
「
果
実
」(
F
S
E
)
は
、
晩
年
の
リ
ル
ケ
に

と
っ
て
は
、
生
と
死
を
同
時
に
内
包
す
る
存
在
の
象
徴
で
あ
る
。
『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
ょ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
第
一
部
第
十
三
の
詩
や
一

内m
u

九
二
四
年
の
『
果
実
』
(
口
広
明
言n
E
)
に
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
果
実
」
を
実
ら
せ
る
樹
木
は
、
そ
の
根
を
死
の
世
界
で
あ
る

地
下
に
お
ろ
し
て
養
分
を
汲
み
上
げ
る
と
と
も
に
、
そ
の
枝
を
生
の
世
界
で
あ
る
地
上
に
高
く
伸
ば
し
て
、
太
陽
の
光
を
受
け
取
る
の

こ
う
し
て
、
樹
木
の
究
極
の
目
様
で
あ
る
「
果
実
」
は
、
生
と
死
の
世
界
の
精
髄
を
凝
縮
し
て
、
そ
の
内
に
同
時
に
宿
し
て

で
あ
る
。

す
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い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
と
の
「
果
実
比
が
、
「
み
し
ら
ぬ
果
実
は
聞
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
問
わ
れ
る
と
き
、

と
「
聞
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
前
後
の
言
葉
か
ら
果
実
の
内
部
が
浮
か
び
あ
が
り
、

「
み
し
ら
ぬ
」

「
夜
ご
と
ぼ
く
が
、
ぼ
く
の
内
部
へ
と

重
く
落
ち
込
む
と
き
」
の
詩
人
の
「
内
部
」
と
呼
応
し
て
、
そ
と
に
詩
人
の
内
部
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
り
あ
っ
て
く
る
。
リ
ル
ケ
の
生

と
死
の
思
想
か
ら
解
す
る
と
、
人
間
存
在
と
し
て
の
詩
人
の
内
部
に
も
や
は
り
生
と
死
が
同
時
に
宿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
と
死
は

別
々
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
に
顔
を
向
け
て
い
る
正
面
と
背
を
向
け
て
い
る
裏
面
と
か
ら
な
る
月
の
球
体
の
よ
う
に
、
生

は
そ
れ
を
補
う
裏
面
の
め
を
も
っ
と
と
に
よ
っ
て
初
め
て
完
全
な
存
在
と
な
る
の
で
あ
碍
。

「
果
実
」
で
も
っ
て
象
徴
さ
れ
る
詩
人
の

「
聞
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
」
と
間
わ
れ
る
と
き
、
詩
人
の
お
の
が
内
部
に
た
い
す
る
不
安
は

内
部
が
;
「
み
し
ら
ぬ
」
と
言
わ
れ
、

隠
し
き
れ
な
い
。

次
の
節
で
「
欽
物
」
に
移
っ
て
ゆ
く
が
、
そ
の
飲
物
は
「
詑
め
る
丘
の
情
熱
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
問
わ
れ
る
。「
枕
め
る
丘
」

〈4
m
H田
口
ロ
回
日
常
国A
M
m
o
-
)

の
隠
輸
は
、
死
者
た
ち
の
墳
墓
を
意
味
す
る
。
『
第
七
の
悲
歌
』
で
も
死
者
た
ち
が
「
詑
め
る
人
々
」
(
全
自

。
晶
一
甲

〈
R
E
p
r
o
p
o
p
)
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
晩
年
の
リ
ル
ケ
は
「
死
ぬ
」
と
い
う
現
象
を
、
地
上
の
生
の
世
界
か
ら
地
下
の
死
の
世
界
へ

と
「
詑
ん
で
ゆ
く
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
捕
え
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
「
丘
」
と
は
墳
墓
(
の
s
r
r
c
m
m
C
の
と
と
で
あ
る
。
「
枕
め

豆
島
ー
ス

る
丘
」
が
乙
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
と
き
、
そ
の
「
情
熱
」
と
は
、
死
の
世
界
の
精
髄
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
解
さ
れ
よ
う
。
乙
う
し

「
腐
敗
が
、
そ
の
液
汁
を
味
わ
い
尽
く
さ
れ
て
/
つ
い
に
風
味
を
う
し
な
う
と
き
」
と
い
う
次
の
ニ
行

て
「
枕
め
る
丘
の
情
熱
」
怯
、

乙
乙
で
明
確
に
「
腐
敗
」
の
「
液
汁
」
と
し
て
捕
え
ら
れ
る
。
死

の
世
界
の
、
地
下
の
領
域
で
は
、
『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
よ
せ
る
ソ
、
不
ッ
ト
』
第
一
部
第
十
四
の
詩
で
歌
わ
れ
る
よ
う
に
、
木
の
根
の
と

と
ろ
で
眠
っ
て
い
る
死
者
た
ち
は
、
「
そ
の
自
由
な
骨
髄
を
粘
土
に
泌
み
わ
た
ら
せ
て
い
る
」
(
r
p
F
各
自
~
自
r
F
H
冊
目

P
包
g

ハ
踊
》
‘
.

玄
白
『
}
円
相
同
ロ
向
日

E
H
n
v
g卸
『
回
円
。
ロ
〉
の
で
あ
る
。

ζ

の
節
の
最
初
の
二
行
で
は
、
眠
り
の
な
か
で
生
と
死
の
墳
が
と
り
払
わ
れ
、
死
の
世
界

へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。

「
枕
め
る
丘
の
情
熱
」
の
も
つ
内
容
が
、

に
も
通
じ
た
詩
人
の
内
部
が
、
そ
と
か
ら
内
部
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
「
枕
め
る
正
の
情
熱
」
を
吸
収
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と



い
う
期
待
の
と
も
っ
た
響
き
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
次
の
後
半
二
行
で
ま
た
、
腐
敗
の
液
汁
が
「
風
味
を
う
し
な
い
」
、

け
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
乙
と
へ
の
不
安
が
現
わ
れ
る
。

養
分
の
抜

最
終
の
節
で
は
、
詩
人
は
い
つ
の
間
に
か
再
び
眠
り
の
世
界
か
ら
脱
け
出
し
て
い
て
、
第
一
節
と
同
じ
外
部
の
世
界
・
現
実
の
世
界

に
身
を
お
き
な
が
ら
、
眠
り
の
世
界
・
お
の
が
内
部
の
世
界
に
向
か
っ
て
問
い
か
け
る
の
で
あ
る
。
第
二
節
と
第
三
節
で
、
夢
に
よ
っ

て
呼
び
出
さ
れ
た
食
卓
上
の
「
ス
ズ
の
皿
」
、
「
果
実
」
、
「
飲
物
」
(
「
泊
め
る
丘
の
情
熱
」
、
「
腐
敗
の
液
汁
」
)
な
ど
の
隠
愉
や
象
徴
の

形
象
に
よ
っ
て
探
ら
れ
て
き
た
詩
人
の
「
内
部
」
が
、
乙
の
節
で
総
括
的
に
問
い
な
お
さ
れ
る
。
内
部
充
実
の
養
分
と
な
る
料
理
の
仕

事
を
司
っ
て
い
る
の
が
、

「
眠
り
の
料
理
人
」
、つ
ま
り
「
夢
」
で
あ
る
。
「
スl
プ
野
菜
」
(
ωロ
3
8
r
s
c

と
は
、

ス
ー
プ
に
入

れ
る
レ
タ
ス
、

セ
ロ
リ
な
ど
の
薬
味
用
の
野
菜
の
乙
と
で
、
副
次
的
な
役
目
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
内
部
充
実
の
た
め
の
仕
事
に
従
っ

て
い
る
「
眠
り
の
料
理
人
」
が
、
最
後
の
仕
上
げ
に
添
え
る
「
スl
プ
野
菜
」
を
必
要
と
す
る
の
な
ら
、
現
実
の
な
か
に
身
を
お
く
詩

人
は
、
あ
い
か
わ
ら
ず
外
部
の
世
界
・
現
実
の
世
界
を
視
る
だ
け
で
十
分
だ
ろ
う
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
現
実
の
世
界
を
観
照
す
る

(
曲
目V2
2
)
乙
と
で
得
ら
れ
る
、
体
験
と
か
認
識
と
か
知
識
と
い
っ
た
も
の
が
、
詩
人
の
内
部
に
お
い
て
、

薬
味
に
な
る
の
で
あ
る
。
乙
の
最
初
の
二
行
に
は
、
ほ
と
ん
ど
充
実
し
た
お
の
が
「
内
部
」
へ
の
詩
人
の
期
待
と
抱
負
が
あ
る
。
し
か

し
こ
の
最
終
節
で
も
、
最
後
の
二
行
は
、
お
の
が
「
内
部
」
へ
の
不
安
と
懐
疑
の
調
べ
を
も
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
詩
人
の
期
待
し
た

料
理
は
し
ょ
せ
ん
「
あ
い
ま
い
な
料
理
」
で
は
な
い
か
、
し
か
も
眠
り
の
料
理
人
自
身
も
「
信
じ
て
も
い
な
い
薬
味
」
を
投
入
し
た
の

内
部
の
仕
事
を
助
け
る

「
料
理
」
と
は
、
前
節
と
の
関
連
か
ら
、
詩
人
の
内
部
を
充
実
さ
せ
る
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、
同
時
に
詩
人
の
「
内
部
」
を
象
徴
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
そ
乙
に
は
、
詩
人
が
お
の
れ
自
身
で
十
分
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で

か
も
知
れ
な
い
。
乙
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
き
、

き
な
い
詩
人
の
内
部
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
な
お
、
最
終
の
二
行
は
、
ロ
ロ
m
o
s
s

「
あ
い
ま
い
な
」
と
旦
岳
ご
E
E

「
信
じ
て

も
い
な
い
」
と
い
う
否
定
的
な
言
葉
が
と
も
に
行
の
最
後
に
お
か
れ
て
、
懐
疑
的
な
響
き
を
い
っ
そ
う
強
め
て
い
る
。

9 

以
上
の
よ
う
に
、
乙
の
詩
は
隠
輸
や
象
徴
の
形
象
を
鎖
の
よ
う
に
次
々
と
か
ら
み
合
わ
せ
て
ゆ
き
な
が
ら
、
捕
え
が
た
い
お
の
が
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「
内
部
」
を
詩
の
深
層
に
お
い
て
捕
え
よ
う
と
-
試
み
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、

お
の
が
内
部
へ
の
期
待
と
不
安
が
交
錯
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
枯
渇
し
た
内
部
で
は
な
く
、
充
実
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
内
部
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
詩
人
の
眼
は
厳
し
く
、
期

待
よ
り
も
む
し
ろ
不
安
の
響
き
の
方
が
強
い
。
ち
な
み
に
、
そ
の
よ
う
な
内
実
(
の
岳
色
。
を
も
っ
た
乙
の
詩
は
、
各
節
の
構
成
の
う

え
に
も
、
そ
の
特
色
を
反
映
さ
せ
て
い
る
。
第
一
節
は
多
少
事
情
が
異
な
る
が
、
他
の
節
は
す
べ
て
二
行
か
ら
な
る
疑
問
文
二
つ
か
ら

構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
答
え
が
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
一
節
を
も
含
め
て
、
前
半
二
行
に
は
期
待

こ
う
し
た
外
的
構
成
は
、
期
待
と
不
安
と
の
間

の
響
き
を
、
後
半
二
行
に
は
不
安
の
響
を
も
た
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
対
置
さ
せ
て
い
る
。

を
ゆ
れ
動
く
詩
人
の
内
的
動
揺
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

次
に
、
先
の
詩
と
同
じ
く
、
詩
人
の
「
内
部
」へ
の
不
安
が
見
ら
れ
る
詩
の
一
部
分
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
第
一
部
第
十
の
詩
『
な
ん

と
奇
妙
な
言
葉
よ
:
:
:
』
(
者Er
壬
各
自
者

2
7

・
・
)
の
最
終
二
行
。

〉
n
y
E

自
由
一
回
叩
自
宅
-
E
g
H
E
m吋N
m
ロ
ロ
似
n
F丘
町
円

o
E
R
E
S

門
戸
山
市
己
国
語
岡
町
位
ロ

m
口
n
r
w色
丹
・

あ
あ
、
ぼ
く
の
荒
れ
た
心
に

よ
る
べ
も
な
く
不
滅
の
時
が
泊
ま
る
。

(
日
常
の
時
間
)
と
不
滅
の
「
完
全
な
時
間
」
と
が
あ
る
が
、
乙
の
詩

で
は
真
の
存
在
が
可
能
と
な
る
「
完
全
な
時
間
」
を
捕
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
不
滅
の
時
」
、
つ
ま
り
「
完
全
な
時
間
」
が
宿
る
の

リ
ル
ケ
の
時
間
の
概
念
に
は
、
無
常
の
「
流
れ
去
る
時
間
」

「
不
滅
の
時
」
は
、
詩
人
の
内
部
の
空
聞
に
宿
る
乙
と
は
宿
る
の
だ
が
、
た
だ
夜
に

「
泊
ま
る
」
(
口
問nr丘
町
古
)
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
荒
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
「
不
滅
の
時
」
に
は
「
よ
る
べ
も
な
く
」
、
庇
護
も
な
い
の

は
、
人
聞
の
「
心
の
空
間
」
に
お
い
て
で
あ
る
。



で
あ
る
。
な
お
、

こ
う
し
た
お
の
が
内
部
の
状
態
を
否
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
詩
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、

い
ま
と
り
あ
げ
た
二
篇
の
詩
の

他
に
、
第
二
部
第
十
の
詩
も
入
れ
る
乙
と
が
で
き
る
。

乙
の
詩
集
に
は
、
い
ま
明
ら
か
に
じ
た
よ
う
な
、
詩
人
の
お
の
が
内
部
へ
の
不
安
が
見
ら
れ
る
一
連
の
詩
に
た
い
し
て
、
他
方
で
は

内
部
の
充
実
へ
の
期
待
に
み
ち
た
多
く
の
詩
が
あ
る
。
後
者
に
所
属
す
る
詩
の
な
か
で
、
そ
の
状
態
を
明
確
に
歌
っ
て
い
る
詩
の
一
つ

を
検
討
し
た
い
。
第
二
部
第
一
の
詩
で
あ
る
。

者

5
5

町
内
同O
B
E

ロ
N
ロ
m
-
司

5
5
-
0
2
3
0

巾
自
陣
n
Z
円
P

Y
位
自
宮
町
三
門
戸
四
円ω℃
叩
円
宮
内
W
H
H
向
日
叩
ヨω
g
g
g
o
仏
叩
円
}
円
曲
r
z
ロ

己
目
自
由
・
〈o
p
N
ロ
W
ロ
ロ
同
同
省
広
ロ

2
H

回
昨
日
E
叩
ロ

門
戸
一
命
者
一
ロ
門
田
叩

5
2

品
。
ロ
ロ
位n
r叩
円
ロ
・

U
F
g
場
町
内
回
冊
目
ロ
ヨ
巳
円
四
月
ω
O
B
B
2
B
E

・

何
一
ロ
叩
〈O
口
開
口
門
同
四
件
角
川
〈
〈

O
Vロ
ロ
ロ
m
-

垣
市
-
n
r
g
o
a円
陣
ロm

同
ロ
内
同
ゆ
吋
斗
岱
ユ

〉
ロ
g
N

芯
吉
田
叩
ピ
間
企
ロ
・

d
t
J巾
N
ロ
円
切
叩-
o
rロロ
ロ
m
-

〈
〈o
p
w円
吋

入
居
を
ま
つ
あ
き
部
屋
の
な
か
の
よ
う
に

ま
だ
葉
を
つ
け
ぬ
愉
の
幹
を
、
キ
ツ
ツ
キ
が

叩
く
。
未
来
の
計
画
よ
り
輝
き
く
る

風
は
、
萱
の
う
え
を
吹
き
わ
た
る
。
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辺

乙
の
季
節
が
い
つ
か
夏
と
な
ろ
う
。

完
成
し
た
住
居
に
。

戸
口
に
は
な
ん
と
い
う
雑
踏
1

一
切
の
も
の
が
至
福
に
み
ち
て
移
り
入
る
。

ほ
う
美
の
よ
う
に
。

何
の
た
め
の
?

第
二
部
に
は
、
早
春
を
歌
っ
た
詩
が
数
篇
あ
る
。
乙
の
詩
も
そ
の
な
か
の
一
篇
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
歌
わ
れ
て
い
る
早
春

の
自
然
は
、
い
ず
れ
も
詩
人
の
何
ら
か
の
認
識
を
呼
び
出
す
た
め
の
仮
託
に
す
ぎ
な
い
。
乙
の
詩
は
、
い
ち
早
く
春
の
到
来
を
告
げ
る

キ
ツ
ツ
キ

(
ω宮
n
E
)
の
形
象
で
も
っ
て
始
ま
り
、
乙
の
春
の
到
来
が
未
来
へ
の
期
待
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
と
の
未
来
へ
の
期
待

が
、
夏
に
な
っ
た
と
き
の
至
福
に
み
ち
た
描
写
と
な
る
。
そ
と
に
は
現
時
点
の
春
と
そ
れ
に
つ
ら
な
る
夏
へ
の
詩
人
の
明
る
い
期
待
と

抱
負
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
詩
人
の
た
ん
な
る
自
然
に
よ
せ
る
期
待
と
抱
負
で
な
い
乙
と
は
、
乙
の
詩
を
つ
ら
ぬ
く
「
家
」
の
形

象
と
特
に
第
二
節
後
半
の
詩
句
な
ど
と
か
ら
い
っ
そ
う
強
く
感
ぜ
ら
れ
る
。
乙
の
詩
も
リ
ル
ケ
晩
年
の
詩
に
も
れ
ず
、
詩
の
な
か
の
形

象
は
た
ん
な
る
形
象
に
留
ま
っ
て
い
な
い
。
「
キ
ツ
ツ
キ
」
の
、
「
ま
だ
葉
を
つ
け
ぬ
輸
の
幹
」
を
「
叩
く
」
(
『
郎
自
白
申
立
)
形
象
は
、

第
一
行
自
の
比
輸
の
「
入
居
を
ま
つ
あ
き
部
屋
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り
あ
っ
て
、
戸
口
に
春
の
到
来
を
告
げ
る
ノ
ッ
ク
の
イ
メ

ー
ジ
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
と
に
呼
び
出
さ
れ
た
「
家
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
次
の
、(
春
を
告
げ
ら
れ
た
家
の
)

っ
て
ゆ
く
。
そ
う
し
た
家
の
聾
の
う
え
に
は
、
未
来
へ
の
期
待
に
み
ち
た
「
風
」
が
吹
き
わ
た
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
乙
の
季
節
が

い
つ
か
夏
と
な
ろ
う
」
と
い
う
一
匂
で
、
第
一
節
の
期
待
に
ふ
く
ら
む
春
の
描
写
が
、
第
二
節
の
夏
の
描
写
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
。
リ
ル

ケ
の
「
夏
」
2
R
F
回
目

R
)
と
い
う
概
念
は
、
と
の
連
作
の
な
か
の
「
少
女
よ
、
夏
の
日
が
お
ま
え
を
成
熟
さ
せ
る
の
か
」
(
冨
注


n
r
g
・
5
5
e
n
V

島
常

ω
O
B
B
R
g
mご
で
始
ま
る
詩
〈
第
一
部
第
三
)
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
夏
」
は
「
成
熟
」
の
概
念
に

「
葺
」
へ
と
つ
な
が



「
夏
」
と
は
「
あ
ら
ゆ
る
生
命
が
そ
の
成
熟

円
買M

Z
R
T
r
z
g
叩
F
E
n
H
O円
曲
】H
Z
F
O
V
O
P
Nロ
B
E
R
B

民
自
〈
ロ
ロ
何
回
向
古p
m
m
件
。
自
白

g
E
)

と
し

円m
u

「
完
成
の
時
」
(
岳
叩px
p

円
〈
o
-
H
O
E
S
m
)
、
「
み
ち
あ
ふ
れ
る
充
実
の
時
」
(
告
叩N
S
F
H
5
3
E
Z
E
g
g
-
-
四

で
あ
り
、
「
夏
」
は
完
成
、
充
実
、
成
熟
を
象
徴
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
乙
の
「
完
成
」
、
「
成
熟
」
を
象
徴
す
る
「
夏
」

は
、
乙
れ
を
実
証
す
る
か
の
ご
と
く
次
に
「
完
成
し
た
住
居
」
と
い
う
具
体
的
な
形
象
に
お
き
換
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ζ

の
「
完
一

成
し
た
」
の
な
か
に
は
、
成
熟
や
充
実
と
い
っ
た
比
愉
的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
第
一
節
で
呼
び
出
さ
・

れ
て
き
た
家
の
イ
メ
ー
ジ
に
「
成
熟
」
と
か
「
充
実
」
と
い
っ
た
意
味
が
加
わ
る
と
き
、
乙
の
家
の
形
象
は
た
ん
な
る
現
実
の
家
(
ま


た
は
、
キ
ツ
ツ
キ
の
巣
)
を
表
わ
す
形
象
で
は
な
く
な
る
。
い
ま
触
れ
た
『
少
女
よ
、
夏
の
日
が
:
:
:
』
の
詩
で
、
窓
の
中
に
い
る
少
'

女
に
む
か
つ
て
、
外
の
恋
す
る
男
(
詩
人
)
を
指
し
な
が
ら
、

つ
な
が
っ
て
い
る
。
ポ
ル
ノ
ウ

(
0
=
o司
氏
昆
江
n
r
図
。
ロ
ロO
司
)
の
言
葉
を
借
り
る
と
、

の
完
成
に
達
し
た
季
節
」

て
、

「
け
れ
ど
、
お
ま
え
の
連
れ
の
胸
は
熱
い
。
お
お
、
燃
え
よ
/
燃
え

Z
E

回
一
)
と
歌
わ
れ
る
と
き
、

(
〉
-
u叩
同
仏
冊
目
ロ
句
円
四
ロ
ロ
仏

F
a
r
o
F回
・
o
v
m
z
y
~
m
E
H
M
ロ
ロ
門
戸
円
。
-
a
F
回
目
ロ
回

「
家
」
は
現
実
の
家
を
指
す
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
彼
女
の
「
心
の
家
」
、
「
心
の
な
か
」
の
と
と
を
も


暗
示
し
て
い
る
。
乙
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
乙
の
詩
で
も
「
家
」
(
「
住
居
」
)
は
、
「
心
の
家
」
、
「
心
の
な
か
」
、
つ
ま
り
詩
人
の
「
内

部
」
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
完
成
し
た
住
居
」
と
は
、
完
成
し
た
、
充
実
し
た
詩
人
の
内
部
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ

る
と
き
、
後
半
の
三
行
が
一
層
よ
く
理
解
さ
れ
る
。
「
一
切
の
も
の
が
至
福
に
み
ち
て
移
り
入
る
」
。
い
ま
や
受
け
入
れ
る
用
意
の
整
っ

て
、
か
の
人
を
家
の
な
か
に
ひ
き
入
れ
て
お
く
れ
」

た
詩
人
の
内
部
は
、
「
一
切
の
も
の
」
を
す
み
や
か
に
迎
え
入
れ
、
詩
の
言
葉
に
転
化
さ
せ
る
と
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

の
よ
う
に
。
/
何
の
た
め
の
?
」
と
い
う
、
詩
人
が
お
の
れ
自
身
に
問
い
返
し
て
い
る
最
後
の
一
句
は
、
や
は
り
お
の
が
内
部
に
向
け

ら
れ
た
聞
い
で
あ
り
、
自
然
の
描
写
の
う
ち
に
も
詩
人
の
眼
は
お
の
が
内
部
に
注
が
れ
て
い
る
の
を
、
物
露
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

最
初
に
検
討
し
た
詩
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、
詩
人
の
お
の
が
内
部
へ
の
不
安
が
見
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
不
安
か
ら
も
、
乙
の
連
作
の
時
期
.

K
先
だ
ち
(
あ
る
い
は
乙
の
時
期
を
も
含
め
て
)
、
そ
と
に
は
詩
人
の
何
ら
か
の
内
的
危
機
が
横
た
わ
っ
て
い
た
と
と
は
容
易
に
推
察

「
ほ
う
芙

13 
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で
き
る
。
第
一
次
大
戦
中
か
ら
乙
の
連
作
に
到
る
ま
で
の
聞
に
は
、
戦
争
を
契
機
と
す
る
詩
作
の
洗
黙
の
時
代
が
あ
り
、
詩
人
の
内
的

危
機
が
あ
っ
た
(
後
述
)
。
乙
の
詩
の
最
後
の
二
行
は
、
そ
う
し
た
危
機
を
克
服
し
た
と
と
ハ
「
何
の
た
め
の
?
」
)
の
、
成
果
(
「
ほ

う
美
」
)
を
指
す
も
の
と
解
す
る
乙
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
と
の
詩
は
、
春
か
ら
夏
に
続
く
自
然
を
仮
託
に
し
て
、
内
部
の
充
実
を
目
前
に
し
た
詩
人
の
強
い
期
待
と
抱
負
を
歌

っ
て
い
る
。
と
と
ろ
で
、
乙
の
詩
に
は
行
の
構
成
と
リ
ズ
ム
に
お
お
き
な
特
色
が
見
ら
れ
る
。
長
い
行
か
ら
次
第
に
最
後
の
「
何
の
た

め
の
」
(
毛
色
腎
)
と
い
う
た
だ
一
語
だ
け
の
行
に
収
縮
し
て
ゆ
く
外
的
構
成
は
、
詩
人
の
眼
が
外
部
の
自
然
の
風
景
か
ら
、
次
第
に

お
の
が
内
部
の
一
点
に
集
中
さ
れ
て
ゆ
く
乙
の
詩
の
内
的
構
成
を
象
徴
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
短
い
文
や
簡
潔
な
語

句
や
た
だ
の
一
語
か
ら
な
る
各
行
が
、
一
行
一
行
ピ
リ
オ
ド
で
句
切
ら
れ
た
第
二
節
祉
、
や
は
り
キ
ツ
ツ
キ
の
叩
く
、
ま
た
戸
を
ノ
ッ

ク
す
る
と
き
の
断
続
的
な
調
子
を
現
わ
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
乙
の
詩
の
リ
ズ
ム
は
、
各
行
短
行
な
が
ら
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

揖
抑
抑
格
(
ロ
品
E々

与
を
主
調
と
し
て
、
期
待
に
ふ
く
ら
む
詩
の
内
容
を
力
強
く
展
開
さ
せ
て
い
る
。
な
お
、
内
部
を
肯
定
的
に
捕

え
た
乙
の
詩
と
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
は
、
と
く
に
第
一
部
第
八
、
第
二
部
第
二
・
第
六
の
詩
を
入
れ
る
乙
と
が
で
き
る
。

い
ま
ま
で
、
詩
人
の
「
内
部
」
を
歌
う
二
つ
の
詩
の
グ
ル
ー
プ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
代
表
的
な
詩
を
と
り
あ
げ
て
、
詳
し
く
検
討
し
て
き

た
。
と
と
で
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
、
内
部
の
状
況
を
否
定
的
に
と
ら
え
た
詩
に
見
ら
れ
る
不
安
と
、
ま
た
後
の
肯
定
的
な
詩
で
内
部

の
充
実
と
い
う
成
果
に
つ
い
て
そ
の
根
拠
を
自
問
す
る
問
い
か
け
(
「
ほ
う
美
の
よ
う
に
。
/
何
の
た
め
の
?
」
)
と
を
合
わ
せ
て
考

え
な
お
し
て
み
る
と
き
、
先
に
触
れ
た
詩
人
の
内
的
危
機
の
問
題
が
大
き
く
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
、
リ
ル
ケ
は

乙
の
詩
集
で
お
の
が
内
部
の
状
況
を
執
鋤
な
ま
で
に
追
求
し
て
い
る
が
、
そ
と
に
は
晩
年
の
詩
的
創
造
に
お
け
る
「
内
部
」
の
も
つ
重

要
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
て
、
内
的
危
機
の
問
題
と
関
連
し
て
、
詩
作
活
動
の
な
か
で
詩
人
の
「
内
部
」
が
果
た
す
官

役
割
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。



ポ
l

グ
エ
ン
タ
ー
は
、
リ
ル
ケ
の
危
機
の
始
ま
り
を
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
完
成
後
の
一
九
一
一
年
に
も
っ
て
ゆ
き
、
そ
の
時
か
ら
ベ

ル
ク
の
館
滞
在
ま
で
の
期
聞
を
多
数
の
手
紙
と
若
干
の
詩
を
用
い
て
、
危
機
の
状
況
の
跡
づ
け
を
試
み
て
い
る
城
、
か
な
り
の
説
得
力

を
も
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
リ
ル
ケ
の
内
的
危
機
の
始
ま
り
を
何
時
に
お
く
か
は
別
に
し
て
、
彼
の
詩
作
の
成
果
の
上
か

ら
も
、
詩
的
創
造
に
た
ず
さ
わ
る
「
内
部
」
の
消
長
を
窺
う
ζ

と
が
で
き
る
。
一
九
一
一
年
は
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
完
成
後
の
虚
脱

感
と
内
的
枯
渇
に
悩
叫
リ
ル
ケ
に
は
、
見
る
べ
き
詩
作
は
少
な
く
、
彼
の
力
は
お
も
に
翻
訳
に
注
が
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

九

『
第
一
の
悲
歌
』
お
よ
び
『
第
二
の
悲
歌
』
と
『
マ
リ
ア
の
生
涯
』
な
ど
の
詩
作
が
生
ま
れ
た
が
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
創
作
の

豊
か
な
年
と
は
言
え
な
い
。
一
九
一
三
年
と
一
四
年
は
、
中
期
以
後
初
め
て
詩
作
が
実
り
豊
か
に
な
っ
た
時
期
と
言
え
る
。
一
九
一
三

年
は
『
第
三
の
悲
歌
』
や
『
ス
ペ
イ
ン
三
部
曲
』
を
含
め
て
、
完
成
詩
と
献
詩
(
三
宮
口
む
を
合
わ
せ
て
も
約
四
十
篇
に
も
な

二
年
は
、

り

一
九
一
四
年
も
『
転
向
』
、
『
嘆
き
』
、
『
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
物
が
感
受
へ
と
:
:
:
』
な
ど
の
重
要
な
詩
作
が
多
数
あ
り
、
完
成
詩

と
献
詩
を
合
わ
せ
る
と
三
十
篇
に
近
い
。
そ
の
他
に
、

と
の
両
年
は
、
他
の
年
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
多
数
の
詩
の
草
稿
が
あ
る
。

『
第
四
の
悲
歌
』
が
生
ま
れ
た
が
、
や
は
り
詩
作
が
か
な
り
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
第
一
次
大
戦
は
前
年
の
八
月

に
始
ま
っ
て
い
る
が
、
リ
ル
ケ
は
乙
の
一
九
一
五
年
十
一
月
か
ら
兵
役
に
服
し
、
翌
年
六
月
兵
役
か
ら
解
除
さ
れ
る
。
し
か
し
、
乙
の
一

九
一
六
年
か
ら
大
戦
の
終
わ
る
一
九
一
八
年
ま
で
の
期
間
は
、
戦
争
の
た
め
内
的
枯
渇
を
き
た
し
た
リ
ル
ケ
に
は
ほ
と
ん
ど
詩
作
が
な

い
。
一
九
一
九
年
は
、
多
数
の
献
詩
が
書
か
れ
、
多
少
創
作
力
が
回
復
し
始
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
完
成
詩
は
み
ら
れ
ず
、
ま
だ
創

作
の
危
機
が
続
い
て
い
る
と
言
え
る
。
乙
の
よ
う
な
事
実
か
ら
見
る
と
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
完
成
後
の
内
的
危
機
か
ら
次
第
に
脱
し

な
が
ら
、
創
作
力
も
相
当
豊
か
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
き
に
、
戦
争
の
た
め
に
詩
人
は
抗
黙
の
ど
ん
底
に
突
き
落
と
さ
れ
た
と
言
え
よ

そ
れ
を
多
く
の
手
紙
で
訴
え
て
い
碍
。

九
一
五
年
は
、

ぅ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
リ
ル
ケ
自
身
は
、
彼
の
内
的
危
機
を
戦
争
に
結
び
つ
け
、

一
九
一
九
年

15 

六
月
リ
ル
ケ
は
、
戦
争
へ
の
苦
し
い
思
い
出
の
残
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
を
逃
れ
て
、
内
部
の
回
復
を
助
け
て
く
れ
る
静
か
な
場
所
を
求
め
て

つ
い
に
翌
年
十
一
月
彼
の
求
め
る
場
所
が
提
供
さ
れ

ス
イ
ス
へ
旅
立
っ
て
ゆ
く
。
ス
イ
ス
を
中
心
と
し
た
各
地
を
転
々
と
し
た
の
ち
、



1ﾔ 

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
『
C

・

W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
の
生
ま
れ
た
ペ
ル
ク
の
館
で
あ
っ
た
。ζ
と
で
リ
ル
ケ
の
求
め
た
も
の
は
、

方
に
は
中
断
さ
れ
た
『
ド
ゥ
イ
ノ
の
悲
歌
』
の
完
成
の
乙
と
も
あ
っ
た
が
、
や
は
り
そ
の
中
心
と
な
る
の
は
、
創
造
の
母
体
と
も
い
う

べ
き
「
内
部
」
の
回
復
で
あ
っ
た
。‘

.
、
.
、
.
、
.
、
.

「
そ
う
い
う
わ
け
で
私
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
『
悲
歌
』
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
他
の
作
品
が
生
ま
れ
る
乙
と
で
も
な
い
の
で

す
。
l
l

私
は
「
書
物
を
作
る
作
家
」
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
。
『
悲
歌
』
で
さ
え
も
(
あ
る
い
は
、
い
つ
か
私
に
叶
え
ら
れ
る
か
も
・

‘
.
‘
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
‘
.
‘
.
‘
.
‘
.
‘
.

知
れ
な
い
作
品
で
さ
え
も
て
あ
る
内
的
状
態
の
、
あ
る
内
的
進
歩
の
結
果
で
あ
り
、
私
の
ま
っ
た
く
中
断
さ
れ
、
ゆ
す
ぶ
ら
れ
た
本

性
が
ふ
た
た
び
も
っ
と
純
粋
に
な
り
も
っ
と
抱
括
的
に
な
っ
た
と
と
の
結
果
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
私
は
、
あ
な
た
が
先

日
『
悲
歌
』
に
つ
い
て
、
ま
る
で
「
仕
事
」
の
こ
と
を
話
す
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
と
き
、
あ
ん
な
に
驚
い
て
、
|
|
ほ
と
ん
ど
あ
な


た
を
お
各
め
し
た
の
で
し
域
」

(
傍
点
筆
者
)
。
乙
れ
は
ペ
ル
ク
の
館
で
恋
人
メ
ル
リl

ヌ
に
宛
て
た
手
紙
の
一
節
で
あ
る
。

「
内
部
」
の
充
実
が
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内

詩
を
書

く
と
と
よ
り
も
、
ま
ず
損
な
わ
れ
た
「
内
部
」
の
回
復
、

部
の
回
復
の
状
態
を
、
内
的
進
歩
と
か
、
本
性
が
よ
り
い
っ
そ
う
純
粋
に
か
つ
抱
括
的
に
な
っ
た
状
態
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
の
こ
と
が
、
乙
の
一
節
に
続
く
次
の
一
節
で
、
積
極
的
な
目
標
に
お
い
て
よ

り
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
リ
ル
ケ
は
、
ど
れ
ほ
ど
仕
事
に
専
念
し
て
も
、
彼
に
は
仕
事
を
呼
び
出
す
ζ

と
が
で
き
な
い
、

だ
か
ら
究
極
の
状
態
と
し
て
の
「
用
意
が
で
き
て
い
る
」
(
八
回

O
B
E
与
え
コ
V
)
と
い
う
状
態
が
彼
の
心
を
捕
え
る
の
だ
と
述
べ
、

「l
|

い
ま
乙
の
「
用
意
が
で
き
て
い
る
」
と
い
う
状
態
を
得
ょ
う
と
苦
闘
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
誰
も
私
に
触
れ
た
り
、
私
を
ゆ
さ
ぶ

っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
と
の
状
態
は
、
結
品
が
生
ま
れ
る
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
き
わ
め
て
は
る
か
な
影
響
に
依

存
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
こ
う
し
た
彰
響
は
、
私
た
ち
が
星
座
の
な
か
に
立
っ
て
、
し
か
も
偶
然
ゃ
、
窓
意
や
、
欲
望
や
、
あ
る
い
は
・

抵
抗
に
よ
っ
て
位
置
を
ず
ら
さ
れ
な
い
で
い
る
と
き
に
の
み
、
私
た
ち
に
と
ど
い
て
く
る
の
で
す
。
愛
す
る
ひ
と
よ
、
ど
う
か
信
じ
て

く
だ
さ
い
、
私
は
「
世
界
」
(
島o
A
毛
色
畔
V
)
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
乙
と
を
、

私
の
唯
一
の
願
い
は
「
法
則
の
な
か
に
留
ま
る
』



円
弱V

(
八
百
一
の2
2
N
E
巴
r
g
V
)
と
い
う
乙
と
で
あ
る
の
を
」
。
「
内
部
」
の
充
実
し
た
最
後
の
姿
と
は
、
「
用
意

が
で
き
て
い
る
」
と
い
う
状
態
、
つ
ま
り
窓
意
や
欲
望
や
抵
抗
と
い
っ
た
お
の
れ
の
自
我
に
か
か
わ
る
一
切
の
も
の
を
没
却
し
、
外
部

か
ら
の
偶
然
さ
え
も
排
除
し
て
、
宇
宙
な
る
世
界
の
「
法
則
の
な
か
に
留
ま
る
」
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
状
態
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

戦
争
に
よ
っ
て
喪
失
し
た
「
自
然
と
の
親
密
な
つ
な
が
り
」
♀R
B

町

リ
ル
ケ
が
求
め
る
、

リ
ル
ケ
の
も
う
少
し
卑
近
な
言
葉
を
借
り
て
説
明
す
れ
ば
、

門
町
田
》

師
。
ロ
由
同
目
。
口
同
何
回
目
〉
回
田
町

E
ロ
旬
2

・
内
位
。Z
E
ロ
同
)
を
取
り
戻
し
、「
ひ
と
り
の
平
和
な
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
者
、
創
造
の
仕
事
に
従

事
し
て
い
る
者
と
、
厳
か
に
か
つ
徹
底
的
に
自
ら
の
営
み
に
か
か
わ
っ
て
い
る
自
然
と
の
間
に
あ
る
、
言
い
表
わ
し
が
た
い
関
連
(
巾
E

内m
v

E
g

回
目
官
R
E
U
Z
H
N

ロ
白
曲
目
目
。
巳
回
目
ロ
閃
)
」
の
な
か
に
留
ま
る
乙
と
と
言
え
よ
う
。
詩
人
が
、
つ
ま
り
詩
的
創
造
を
営
む
と
き
の
詩

人
の
「
内
部
」
が
、
宇
宙
な
る
世
界
の
「
法
則
」
、自
然
と
の
「
関
連
」
の
な
か
に
留
ま
る
と
い
う
と
き
、

そ
の
「
内
部
」
は
た
ん

に
詩
が
生
み
出
さ
れ
る
母
体
と
い
っ
た
一
般
的
な
通
念
を
は
る
か
に
越
え
て
い
る
。
先
に
検
討
し
た
三
篇
の
詩
の
な
か
で
、
完
成
し
た

「
心
の
家
」
に
「
一
切
の
も
の
が
至
福
に
み
ち
て
移
り
入
る
」
(
第
二
部
第
一
)
と
か
、
詩
人
の
内
部
を
象
徴
す
る
「
み
し
ら
ぬ
果
実
は

「
ぼ
く
の
荒
れ
た
心
に
/
・
・
:
・
・
不
滅
の
時
が
泊
ま
る
」

聞
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
」

(
第
一
部
第
一
)
と
か
、

(
第
一
部
第
十
)
と
か

歌
わ
れ
て
い
る
詩
句
を
合
わ
せ
て
思
い
だ
す
と
き
に
、

「
内
部
」
と
は
リ
ル
ケ
の
言
う
、
外
部
と
内
部
の
境
が
取
り
払
わ
れ
て
一
切
の

も
の
が
同
時
に
存
在
し
う
る
「
世
界
内
部
空
間
」
(
当
o
E
ロ
5

日

2

日
)
、
ま
た
は
「
聞
か
れ
た
世
界
」
2
2
0
H
H
g巾
)
を
く
り
広
げ

る
詩
人
の
「
内
部
の
空
間
」
(
「
心
の
空
間
」
)
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
乙
の
「
心
の
空
間
」
は
、
論
理
の
上
に
う
ち
た
て
ら
れ
た
観
念

的
な
空
間
で
も
な
く
、
詩
人
の
想
像
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
架
空
の
空
間
で
も
な
い
。
お
の
れ
の
自
我
の
す
べ
て
を
滅
却
し
て
、
静

か
に
自
然
と
の
「
関
連
」
の
な
か
に
身
を
お
く
と
き
、
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
営
み
が
静
か
に
映
し
出
さ
れ
る
、
き
わ
め
て
微
妙
な

感
性
の
空
間
で
あ
る
。
そ
乙
に
は
お
の
れ
の
内
部
と
外
部
を
区
別
す
る
意
識
さ
え
消
え
去
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し
た
内
部
の

「
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
物
が
感
受
へ
と
手
招
き
す
る
」
(
何
回
当
E
E
E

匂
巴
乙
ロ
ロm
p
え

2

白
色
F
P

空
間

Jし、

唱の

長空
ま塑
るま

詩きで
竺五
節
で
あ
る

17 

u
r
H
m叩ロ
)
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U
R
n
r
巳
F
d
〈
2
2
8
W

宮
内
同R
R

器
用
N
E
S
H

巧
冊
目
同
町
M
g
g
H
E
B

・
U
-叩
ぐ
α
岡
市
-
m
F
o
m
g白色
目

内H
E
R
-
H
C
ロ
臼
古
口
円
吉
同nr・
0
・
門
戸
叩
円
山

n
v
d
z
n
F曲
。
ロ

d
z
-
r

山n
v
g
v
E
P
E
P
ロ
ロ
門
戸g
s
-
『
d
『
陣n
Z
H
向
日
常
切
匝
ロ
自
・

す
べ
て
の
存
在
を
つ
ら
ぬ
い
て
一
つ
の
空
聞
が
ゆ
き
わ
た
る

世
界
内
部
空
聞
が
。
ぼ
く
た
ち
の
な
か
を
通
り
ぬ
け
て

鳥
た
ち
が
静
か
に
飛
ぶ
。
あ
あ
、
ぼ
く
が
伸
び
あ
が
ろ
う
と
し
て

外
を
見
る
と
、
ぼ
く
の
な
か
に
樹
が
伸
び
る
。

リ
ル
ケ
は
と
の
詩
が
生
ま
れ
る
直
前
、
一
九
一
四
年
六
月
『
転
向
』(
F
L
J
と
い
う
詩
を
書
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
「
限
の
仕

の
限
界
を
認
め
、
あ
ら
た
に
「
心
の
仕
事
」
(
出
叩
R
・
者
R
W
)

『
新
詩
集
』
を
中
心
と
す
る
中
期
の
物
象
詩
(
U
E
R
E
-
n
宮
市
)
の
時
代
は
、
個
々
の
事
物
を
凝
視
す
る

(
B
R
E
E
P
)

乙
と
に
詩
作
の
重
点
が
お
か
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
が
、
あ
ま
り
に
も
「
視
る
」
と
い
う
乙
と
に
す
べ
て
の
神
経
が
集
中
さ
れ
た
た
め

に
、
対
象
へ
の
愛
の
心
ま
で
排
除
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し
た
と
と
ろ
に
「
肢
の
仕
事
」
の
も
つ
限
界
を
認
識
し
た
リ
ル
ケ

の
詩
作
は
、
晩
年
に
お
い
て
「
世
界
内
部
空
間
」
と
か
、
そ
れ
を
別
な
面
か
ら
捕
え
た
「
関
連
の
世
界
」
と
か
、
「
完
全
な
時
間
」
と

か
、
あ
る
い
は
「
変
容
」

2
0
2
2
丘
E
m
)
と
い
っ
た
「
心
」
、
つ
ま
り
詩
人
の
「
内
部
」
に
か
か
わ
る
詩
の
世
界
へ
と
展
開
し
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。
(
な
お
、
こ
う
し
た
リ
ル
ケ
晩
年
の
問
題
は
、
後
で
取
り
扱
う
「
事
物
か
ら
フ
ィ
グ
l

ル
へ
の
展
開
」
や
、

の
問
題
」
な
ど
と
の
関
連
の
な
か
で
さ
ら
に
別
な
角
度
か
ら
検
討
し
た
い
)
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
き
、

事
」
(
君
。
同
回
円
角
田

g

。
宮
町
町
三
曲
)

へ
と
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
と
を
告
げ

て
い
る
。

晩
年
の

Jレ

ケ
の「
詩 I~!j
作間



活
動
に
お
い
て
、
詩
人
の
「
内
部
」
の
果
た
す
役
割
は
、
た
ん
に
詩
を
生
み
だ
す
母
体
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
晩
年
の
詩
の
世
界
の
本

質
的
な
根
源
を
な
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
リ
ル
ケ
晩
年
の
詩
境
を
論
ず
る
場
合
、
ど
う
し
て
も
詩
人
の
「
内
部
の
問
題
」
を
案
通
り
に

し
て
論
ず
る
と
と
が
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
重
要
な
意
味
を
も
っ
詩
人
の
「
内
部
」
の
危
機
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
が
、
乙
の
『
C

・

W
伯
爵
の
遺
稿

よ
り
』
の
時
期
に
克
服
さ
れ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。
先
に
検
討
し
た
二
つ
の
詩
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
内
部
」
に
た
い
し

て
不
安
の
響
き
を
も
つ
も
の
と
、
期
待
の
響
き
を
も
つ
も
の
と
が
あ
っ
た
。
と
く
に
後
者
に
属
す
る
『
入
居
を
ま
つ
あ
き
部
屋
の
な

か
の
よ
う
に
:
:
:
』
(
第
二
部
第
一
)
の
詩
で
は
、
内
部
の
充
実
を
目
前
に
し
た
詩
人
の
期
待
と
抱
負
が
見
ら
れ
た
。
と
は
い
え
、
む

ろ
ん
乙
の
詩
だ
け
か
ら
内
的
危
機
が
克
服
さ
れ
た
と
判
断
す
る
の
は
ま
だ
危
険
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
第
二
部
第
二
の
詩
で
、
「
蝶
よ
、

、
.
‘
.
‘
.
‘
.
・
レ
白

Z

ぼ
く
の
も
の
と
伽
の
も
の
と
に
/
自
然
の
も
の
と
ぼ
く
の
も
の
と
に
、
お
ま
え
は
橋
を
か
け
る
/
ぼ
く
た
ち
の
幸
鶴
に
か
け
橋
を
。
・
:

:
・
/
:
:
:
〆
つ
い
先
ほ
ど
ま
で
、
ま
だ
ぼ
く
に
は
資
格
が
な
い
よ
う
に
思
え
た
/
乙
の
未
来
の
織
物
の
た
て
糸
と
な
る
の
に
」
、

て
第
三
節
で
「
け
れ
ど
い
ま
、
お
ま
え
は
ぼ
く
の
視
線
の
糸
を
/
四
月
の
織
物
の
な
か
に
引
き
入
れ
た
の
だ
/
だ
か
ら
ぼ
く
が
、
ま
だ

拙
た
内

m
v

織
機
の
な
か
で
逆
ら
っ
て
い
る
と
/
乙
の
楽
し
い
紙
謹
に
傷
を
つ
け
よ
う
」
と
歌
わ
れ
る
と
き
、
詩
人
は
、
蝶
を
媒
体
と
し
て
「
自
然

と
の
親
密
な
つ
な
が
り
」
、

そ
し

自
然
と
の
「
関
連
」
の
な
か
に
た
ち
戻
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
第
二
部
第
六
の
詩
で
、

し
た
の
だ
、
幸
福
を
も
/
す
っ
か
り
克
服
し
た
、
静
か
に
そ
の
根
底
か
ら
|
|
/
と
き
に
試
練
は
無
言
で
あ
り
、
と
き
に
口
頭
で
あ
っ

内
田
》

た
」
と
歌
い
始
め
ら
れ
る
と
き
、

「
乙
れ
を
克
服

克
服
さ
れ
た
の
は
危
機
に
さ
ら
さ
れ
た
「
生
」2
2
F
o
g
巴
そ
の
も
の
で
あ
る
が
、

「
無
言
の

試
練
」
、
「
口
頭
の
試
練
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
「
生
」
は
同
時
に
詩
人
の
「
生
」
で
も
あ
り
、
そ
ζ

に
合
わ
せ
て
詩
人
の
内
的

危
機
の
克
服
を
も
見
て
取
る
乙
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
詩
は
第
二
部
の
詩
で
あ
る
。
お
の
が
「
内
部
」
の
状
態
を
肯
定
的
に
捕
え

て
い
る
詩
の
グ
ル
ー
プ
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
第
二
部
の
詩
で
あ
り
、
全
般
的
に
見
て
も
第
一
部
よ
り
も
第
二
部
の
方
が
よ
り
明
る
い

響
き
を
も
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
『C
・

W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
を
詩
人
の
「
内
部
]
の
問
題
を
対
象
に
し
て
見
て
く
る
と
き
、

19 
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一
方
で
は
不
安
の
響
き
を
も
っ
詩
も
あ
る
が
、
詩
人
の
内
的
危
機
は
、
乙
の
連
作
の
期
間
中
に
、
と
く
に
第
二
部
が
書
か
れ
た
頃
に
は

ほ
と
ん
ど
克
服
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
大
戦
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
て
い
た
『
悲
歌
』
の
完
成
は
、
つ
ね
に
リ
ル
ケ
の
悲
願

と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
ベ
ル
ク
の
館
で
、
『C
・
W
伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
第
一
部
完
成
後
、
未
完
の
も
の
と
は
い
え
『
悲
歌
』
・
一
様

も
生
ま
れ
た
。

な
お
、
最
初
に
触
れ
た
、
リ
ル
ケ
の
こ
の
連
作
へ
の
責
任
回
避
の
乙
と
で
あ
る
が
、
お
の
れ
の
内
部
に
不
安
を
抱
く
詩
が
第
一
部
の

冒
頭
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
晩
年
の
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
「
内
部
」
に
い
さ

さ
か
の
不
安
が
あ
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
乙
れ
が
主
な
原
因
の
一
つ
で
あ
る
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
先
に
引
用
し
た
メ

ル
リ
l

ヌ
に
宛
て
た
手
紙
の
一
節
が
、
そ
の
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

註1 

ベ
ル
ク
・
ア
ム
・
イ
ル
ヘ
ル
と
は
、
ス
イ
ス
の
チ
ュ

l

リ
ヒ
州
に
あ
る
寒
村
で
、
チ
ュ

1

リ
ヒ
市
か
ら
北
東
に
あ
た
る
ヴ
イ
ン
タ
ー
ト
ヲ
l

ル

の
町
に
近
い
イ
ル
ヘ
ル
山
の
麓
に
あ
る
。
そ
の
山
村
に
あ
る
ベ
ル
ク
の
館

(
ω
n
E
D
回
国
町
長
)
は
、
十
七
世
紀
に
建
て
ら
れ
た
切
り
石
造
り
の

堅
固
な
建
物
で
、
元
来
は
エ
ッ
シ
ャ
ー
・
フ
ォ
ム
・
ル
ク
ス
(
切
符r
R
4
0
5
F
c
n
Z
)
家
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
人
手

に
渡
り
、
リ
ル
ケ
は
そ
の
当
時
所
有
し
て
い
た
ス
イ
ス
の
陸
軍
大
佐
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
チ

1

グ
ラ

l
(
担
口
r
R
仏

N
m
m
Z
H
)
氏
か
ら
借
り
受
け

た
。
そ
乙
の
広
い
庭
に
は
池
が
あ
り
、
池
の
中
に
は
噴
水
が
た
ち
昇
り
、
そ
の
眺
望
は
イ
ル
ヘ
ル
山
の
麓
へ
と
続
い
て
い
た
。
部
屋
の
な
か
も

し
っ
く
り
と
落
ち
着
い
て
い
た
。
そ
う
し
た
好
環
境
の
館
に
ひ
と
り
引
き
箆
っ
た
リ
ル
ケ
は
、
ひ
と
り
の
家
政
婦
の
世
話
を
受
け
な
が
ら
、
お

の
が
内
部
に
沈
潜
す
る
孤
独
で
静
か
な
毎
日
を
送
っ
て
い
た
。

第
一
部
の
詩
の
配
列
は
リ
ル
ケ
の
つ
け
た
配
列
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
第
二
部
の
は
個
々
の
詩
が
、
番
号
の
う
っ
て
い
な
い
ば
ら
ば
ら
の
紙
に

脅
か
れ
て
い
た
の
で
、
本
来
の
配
列
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
確
か
で
な
い
(
エ
ル
ン
ス
ト
・
チ
ン
の
註
に
よ
る
、
担
保
冊
目

ω
富
岳

n
Z
4
3

門
官
・

回
円
四
・
N
-
ω・
叶
印
∞
同
・
)
。

な
お
、
第
一
部
の
写
し
は
、
一
九
ニ
O
年
十
一
月
三
十
日
ヴ
ン
ダ
l

リ

l
H

フ
ォ
ル
カ
ル
ト
夫
人
(
句
B

ロ
巧
c
E
R
q
〈
O
F
R
C
K
、
一
九

二
一
年
二
月
ア
ン
ト
ン
・
キ
ッ
ベ
ン
ペ
ル
ク
(
〉R
S
E
S
g

官
片
岡
)
に
、
一
九
一
二
年
三
月
六
日
夕
ク
シ
ス
侯
爵
夫
人(E
E
Z
冨
吉
開

2 
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3 

4
8
H

，

r
R
ロ
ロ
ロ
仏
吋
E
Z
)
に
、
そ
れ
ぞ
れ
送
ら
れ
て
い
る
。
タ
ク
シ
ス
侯
爵
夫
人
の
写
し
に
は
、
第
二
部
の
、
第
九
『
・
つ
つ
く
し
い
ア
グ
ラ

l

ヤ
:
:
:
』(
F
E
S
〉
包
&
同
・
:
)
と
第
十
「
ぼ
く
は
わ
が
道
を
行
っ
た
:
:
:
』
(
円
口

v
m
E
m
-
-
・
)
の
二
篇
の
詩
も
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
『
カ
ル

ナ
ク
で
の
こ
と
だ
っ
た
:
:
:
』
の
詩
は
『
イ
ン
ゼ
ル
年
鑑
』
に
『
C
-
W伯
爵
の
遺
稿
よ
り
』
と
い
う
表
題
で
掲
載
さ
れ
た
が
、
そ
の
先
に
ζ

の

詩
の
写
し
が
恋
人
メ
ル
リ
l

ヌ
(
冨
m
H
-
Eろ
に
も
送
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
カ
ル
ナ
ク
で
の
こ
と
だ
っ
た
:
:
:
』
一
篇
を
除
く
他
の
全
詩

は
、
結
局
リ
ル
ケ
の
遺
稿
の
ま
ま
で
残
り
、
第
一
部
・
第
二
部
の
会
詩
が
初
め
て
一
冊
の
詩
集
に
ま
と
め
ら
れ
て
、
世
に
出
た
の
は
八
河
包
ロ

R

冨
R
E
E
F
R

〉
g

仏
3
2

曲
目
広
島
含
の
民
自
の
・
再
開

F
H
Hの島

n
Z
宵
3

・
同
g

色
・
〈
包
括-
dヨ
g
E
L
3
5
g
V
に
お
い
て
で
あ

る
。
そ
の
後
、
と
れ
ら
の
連
作
は
リ
ル
ケ
の
詩
と
し
て
、
八
回
川
町
F
R
ω

野
ロ
昨
日
目
n
z
d
〈
R
r

・
由
回
円
四
四
・
同
ロ
加
。
「
ぐ
冊
同
日
開
拓
・
者

-
a
z
r
ロ

H
E
印

1
5
8
V

の
第
二
巻
(
一
九
五
六
年
)
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

第
一
部
第
十
の
詩
『
な
ん
と
奇
妙
な
言
葉
よ
:
:
:
」
(
d
F
E町
長
与
g

当

o
p
-
-
)の
第
三
節
。

岡
市
周
何
冊
目
E
・
4
0
ロ

ω
5
5
ロ
国

Z
G
H阻
n
E
m円
山l
i

乱
世
叩
『E
岳
山
岡
岡
山
富
自
由
昌
也
ロ
冊
立N岳
・

〉
己
r
z
g
m
z
g
H
d匂
巴
仏
開
口
出
巾
同

N
mロ
ロ
蹴

n
V広
間
件

。
E
曲
目E
g

会
m
C
5
0
円
程
ロm
F
F
Z
-

山
々
は
安
ら
う
、
き
ら
び
や
か
な
星
々
に
お
お
わ
れ
て
|

け
れ
ど
か
の
山
々
の
な
か
に
も
、
時
が
き
ら
め
く
。

あ
あ
、
ぼ
く
の
荒
れ
た
心
に

よ
る
べ
も
な
く
不
滅
の
時
が
泊
ま
る
。

な
お
、
乙
の
詩
句
に
は
、
ゲ
ー
テ
の
影
響
の
跡
が
み
ら
れ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
晩
年
の
ゲ
1

テ
の
詩
『
地
球
の
う
え
に
浮
か
ぷ
精
霊
』

(
ω各
4
3
宮
昆
尽
の

g
g
c
g

含
何
丘
吉
岡
冊
目
)
の
第
二
節
ハ
の
8

昏
巾
日
の8
岳
g
d
司
自
同F

国
母
島
再
開
時
〉
語
白F
E
-
Y
ω
・
8
3
。

乙
の
ゲ
l

テ
の
詩
は
、
か
つ
て
ア
ン
ト
ン
・
キ
ッ
ベ
ン
ベ
ル
ク
が
リ
ル
ケ
に
朗
読
し
、
そ
の
写
し
を
も
彼
に
送
っ
た
と
と
の
あ
る
詩
で
あ
っ

て
、
リ
ル
ケ
の
好
き
な
詩
の
一
つ
で
あ
る
(
河
口
宮
日
切
号
F
ω
-
M
E
E
L
ω
-
u
E
ご
。

C
E

唱
g

ロ

E
n
r
曲
B

吋
品
向
日
目
m
p
B
m

F
Z
E
m品同
国m
H尚
o
g
v
己
主
回
同
庁
Z
・

2
2
F
昨
日
仏g
C

『m
H
自
国
白
色R
g
m
g
m

M
M同此n
r己
犠
E
H
N
Z

出
陣
ロ
宮g
m
z
z
・

昼
は
、
山
な
み
の

空
の
彼
方
が
、
乙
が
れ
る
わ
た
し
を
招
き

夜
は
、
き
ら
め
く

満
天
の
星
が
、
わ
た
し
の
頭
上
に
輝
く
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4 

ゲ
ー
テ
の
詩
句
が
こ
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
と
き
、
ボl
ヴ
エ
ン
タ
ー
は
リ
ル
ケ
の
こ
の
一
節
に
、
響
き
と
形
象
の
な
か
に
類
似
性
を
見
出

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
乙
の
情
熱
的
な
詩
句
は
お
ま
え
の
で
は
な
い
」
と
い
う
リ
ル
ケ
の
言
葉
と
も
合
わ
せ
て
、
リ
ル
ケ
が
ζ

の
連
作
へ
の

責
任
を
拒
絶
し
た
{
本
文
二
一
良
参
照
の
こ
と
〉
、
そ
の
理
由
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
推
論
し
て
い
る
(
回
目
回
回

0
4
8
R
H
U
E
-
r
g
N『
区
ロ
聞

い
g
ι
冊
目

Z
2
Z
曲
白
色
刊
明
。E
g
p
d

司
-
J
ω・
・8
3
0

『
マ
ル
テ
の
子
記
』
で
ゲl
テ
に
反
発
し
て
い
た
リ
ル
ケ
は
、
晩
年
に
な
る
と
ゲ

ー
テ
の
作
品
を
よ
く
読
む
よ
う
に
な
り
、
そ
乙
に
感
動
を
も
お
ぼ
え
て
い
る
。
乙
の
ベ
ル
ク
の
館
に
も
ゲ
1

テ
の
蔵
書
が
あ
り
、
晩
に
は
ゲ
ー

テ
を
よ
く
読
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
(
担
ロ82

宮
R
E
S

二
U
Dロ
g

匂
O
E
S
n
p
ω・
ロ
N
)。
た
し
か
に
、
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
の
星
を
い
た
だ

く
夜
の
形
象
に
は
、
双
方
の
つ
な
が
り
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
影
響
の
跡
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
の
内
実
は

ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
り
、
乙
の
双
方
の
節
の
言
葉
が
も
っ
意
味
内
容
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
リ
ル
ケ
が
自
分
の
詩
に
ゲ
1

テ
の
影
を
感
じ

た
と
す
れ
ば
、
む
ろ
ん
何
か
引
っ
掛
か
る
も
の
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
が
、
乙
の
連
作
へ
の
責
任
を
ま
っ
た
く
否
定
す
る
ほ
ど
の
、
大
き
な
根

拠
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

一
九
一
二
年
二
月
付
ア
ン
ト
ン
・
キ
ッ
ペ
ン
ベ
ル
ク
宛
の
手
紙
の
註
(
回
目
宮
日
切
払
弘
司
自

8

宮
g

〈
伺
ユm
m
m
F
ω
・
h
o
)
O

A
』
・
河
・4
8
E

日
目
白
川
河
包
ロ
m
H

去
問
即
時
担
-
w
g
ω各
唱
刊
日N
R

』
岳
5
ω
・
立
問
-
V
か
ら
の
引
用
(
な
お
、
乙
の
手
紙
は
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り

で
は
ま
だ
未
公
開
で
あ
る
)
。

河
口r
m
g
円
四
冨R
W
4
0
ロ
吋
V
Z
B
E
国
内
山
吋
自
ぽ
日
一
切
岡
山
内
弘
唱

R
F
百
「
切
仏
・M
-
ω・
8
H

同
・

註
3

を
参
照
の
こ
と
。

H
N
-
-
r

刊
日
切
岡
山
広
0
・
ω
・
M
∞
D

同
・
ロ
ロ
仏ω
・
∞
包

乙
乙
で
詩
人
リ
ル
ケ
の
時
代
区
分
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
一
般
に
、
リ
ル
ケ
が
『
新
詩
集
』
(
第
一
部
一
九

O
七
年
刊
・
第
二
部
一
九

O
八
年
刊
)
・
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
(
一
九
一O年
刊
)
を
中
心
と
す
る
仕
事
に
打
ち
込
ん
だ
パ
リ
時
代
を
、
彼
の
詩
作
に
お
け
る
中
期
と
考
え
る

の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
リ
ル
ケ
が
パ
リ
に
や
っ
て
来
た
一
九
O
二
年
か
ら
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
完
成
の
一
九
一O
年
ま
で
の

期
間
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
完
成
の
後
か
ら
一
九
二
六
年
の
詩
人
の
死
に
い
た
る
ま
で
の
、
『
ド
ヲ
イ
ノ
の
悲
歌
』
・
『
オ
ル
フ

ォ
イ
ス
に
よ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
を
中
心
と
し
た
詩
作
の
時
代
を
お
お
き
く
晩
年
と
考
え
た
い
。
た
だ
、
実
質
的
に
晩
年
が
始
ま
る
の
は
、
『
第

一
の
悲
歌
』
、
『
第
二
の
悲
歌
』
が
生
ま
れ
た
一
九
一
二
年
頃
か
ら
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
晩
年
の
な
か
で
も
『
悲
歌
』
・
『
ソ
ネ

y

ト
』

完
成
後
の
、
新
し
い
詩
境
の
見
ら
れ
る
詩
作
の
時
代
を
、
最
晩
年
の
時
代
と
解
す
る
乙
と
も
で
き
よ
う
。
ポ
ル
ノ
ウ
は
と
の
時
期
を
「
成
熟
期

の
リ
ル
ケ
」
と
呼
ん
で
い
る
(
0
2
0明
江
主
ユ
各
国
o
-
E
C唱
日
一E
F
0
・
ω
・
2
0
)。

5 6 7 8 9 
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10 

リ
ル
ゲ
は
ア
ン
ド
レ
ア

H

サ
ロ
メ

(
F
Oロ
〉
ロ
舟
g

∞
-
E
-
0
5串
)
と
お
こ
な
っ
た
二
皮
目
の
ロ
シ
ア
旅
行
(
一
九O
O
年
五
|
八
月
)
の
途

上
、
ヴ
ォ
ル
ガ
河
畔
の
牧
草
地
を
疾
駆
し
て
く
る
「
白
馬
」
を
見
た
。
そ
の
時
の
印
象
が
晩
年
に
い
た
る
ま
で
彼
の
脳
裏
か
ら
離
れ
な
か
っ

た
。
一
九
二
二
年
二
月
十
一
日
付
サ
ロ
メ
宛
の
子
紙
、
「
(
:
:
:
「
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
よ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
の
な
か
で
)
私
は
あ
の
馬
を
書
い
た

の
で
す
、
あ
の
馬
を
作
っ
た
の
で
す
。
い
い
で
す
ね
、
か
つ
て
の
夕
方
、
ヴ
ォ
ル
ガ
河
畔
の
牧
草
地
を
、
足
に
杭
を
ひ
き
ず
っ
た
ま
ま
、
私
た

ち
の
方
へ
疾
駆
し
て
き
た
、
あ
の
自
由
な
幸
福
な
白
馬
を
|
|
」

(
E
F
P
T
)ロ〉
ロ
母
g
M
a
r
-
O
B
T国
号
z
s
z
m
-
-
ω
・
念
品
同
・
)
。

『
自
然
は
幸
福
で
あ
る
:
:
:
』(
E
F
R
E
E
-
E属
当
局
宮

-
E
-
M・
ω
・
怠
由
)
の
、
第
三
節
の
初
め
二
行
。

11 

者
向
田

g
a

骨
三
刊
当

g
a
c
σ

向
田
市
即
日
z
a
同
g
m

F
5
5
z
r
R
g
s
o
z
n
r
g
H
O
F
g
円
高
吋

誰
が
水
の
よ
う
に
お
の
が
心
の
傾
斜
を
ζ

え
て

純
に
、
溌
ら
つ
と
、
未
知
の
幸
福
の
な
か
へ
と
流
れ
込
も
う
?

13 12 

切
。
ぐ
叩
ロ
宮
w
H
H
F『
山
門
戸
・

ω
-
A
H
由

『
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
よ
せ
る
ソ
ネ
ッ
ト
』
第
一
部
第
十
三
の
詩
は
、
八
百
F
R
E
E
-
-
n
z
d
〈
R
F
E
-
Y
ω
・
叶
ω
U
Vを
参
照
の
こ
と
。

『
果
実
』
の
詩
は
、
八E
F
R
E

自
己
F
n
z
d弓
R
r
p
E
・
N
-∞
-
H
品
∞
同-
M
Vを
参
照
の
と
と
。

、
、

こ
う
し
た
リ
ル
ケ
の
生
と
死
に
関
す
る
思
想
は
、
晩
年
の
詩
の
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
、
乙
の
連
作
で
は
と
く
に
第
一
部
第
九
の
詩
に
展
開
さ
れ

て
い
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
考
え
は
、
一
九
二
三
年
一
月
六
日
付
7
ル
ゴ
ッ
ト
・
ジ
ッ
ツ
ォ
日
ノ
リ
ス

H

ク
ル
イ
伯
爵
夫
人
(
の
協
同
宮
富
民
向
。
同

ω
U
N
D
-
2
0号わ

8
4
)
宛
の
手
紙
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
自
己aH
切
江
由F
ω
-
g
由
民
・)
0・

「
ド
ヲ
イ
ノ
の
悲
歌
』
第
七
の
第
四
節
(
自
己
向
。
日
留
自
己
主
弱
者

2
r
・
国
内
同
-
Y
ω
・
戸
。
)
0

担
F
R
E
E
-
-
n
v
m当
日
r
・
E
-
Y
ω
・
叶
ω由

回
o

ロ
ロ
ロ
唱
日
号
広-
M
ω・ω
N
ω

切
ロ
ロ
ロ04匂
H
F
V
E
-
-
ω

・
ω
N
A肝

回
ロ
ロ
ロo
d
q
H
F
-
P
-

∞
-
U
N
A
P


回
0
4
何
回
窓
口

F
E
-
-
ω
-
N
ω
l
u
H

リ
ル
ケ
は
そ
う
し
た
悩
み
を
多
く
の
手
紙
で
訴
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
二
九
一
一
年
十
二
月
二
十
八
日
付
サ
ロ
メ
宛
の
手
紙
、
「
私
が
ま
る
で

生
き
残
り
の
よ
う
に
こ
の
審
物
の
背
後
に
と
り
残
さ
れ
て
、
心
の
奥
底
で
は
途
方
に
く
れ
、
無
為
の
ま
ま
で
、
も
は
や
仕
事
に
手
を
つ
け
る
乙

と
も
で
き
な
い
で
い
る
の
を
、
お
わ
か
り
に
な
っ
て
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
か
。
:
・
〔
中
略
〕
・
:
と
こ
ろ
が
今
や
、
あ
ら
ゆ
る
水
が
分
水
嶺
の

14 21 20 19 18 17 16 15 



24 

22 

昔
の
側
に
流
れ
落
ち
て
し
ま
い
、
私
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
枯
渇
の
な
か
へ
と
下
り
て
行
っ
て
い
る
の
が
、
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
の
で
す
」

(
担F
f

回
乱
開F
ω
・
8
3
。
「
こ
の
書
物
」
と
は
『
マ
ル
テ
の
手
記
』
の
乙
と
。

り
ル
ケ
の
ド
イ
ツ
語
の
遺
稿
詩
を
、
「
完
成
詩
」
(
〈o
F
E
R
g

〉
、
「
献
詩
」
(
宅
配BE
m
g
)、
「
詩
の
草
稿
」
泊
三
唱E
H片
品
の
三
つ
に
分
け

る
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
チ
ン
の
分
類
法
(
八
担
保
叩HE
a
-
-各
自
巧
叩
H
r
m
-
E
-
M
V
を
参
照
)
に
従
っ
た
。

た
と
え
ば
、
一
九
一
六
年
二
月
十
五
日
付
ア
ン
ト
ン
・
キy
ペ
ン
ベ
ル
ク
宛
の
手
紙
A

「
あ
な
た
は
私
の
仕
事
の
乙
と
を
お
尋
ね
に
な
っ
て
い

さ
い

ま
す
。
と
れ
は
ほ
と
ん
ど
最
悪
の
状
態
で
す
。
い
な
、
綾
子
が
投
げ
ら
れ
た
当
地
で
の
徴
兵
検
査
に
先
だ
っ
二
週
間
に
は
、
私
は
急
速
な
仕
事

の
上
昇
期
に
、
い
わ
ば
仕
事
の
嵐
が
お
し
ょ
せ
る
前
兆
の
な
か
に
い
た
乙
と
は
、
確
か
な
の
で
す
・
:
〔
中
略
〕
・
:
す
で
に
私
は
と
て
も
ひ
ら
け

た
展
望
の
前
に
立
っ
て
い
る
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
私
の
澄
み
わ
た
っ
た
視
界
の
前
に
、
軍
隊
と
い
う
厚
い
灰
色
の
騒
が
お
ろ
さ
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
す
」

(
E
F
f
国
民
叩F
ω
・
印
包
同
・
)
。
一
九
一
九
年
八
月
六
日
付
ア
リ
l

ネ
・
デ
ィ
l

ト
リ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
伯
爵
夫
人

(
の
同
陣
営
注
目
s
g
o
E

各
国
同
冊
目
ロ
)
宛
の
手
紙
、
「
し
か
し
け
っ
き
ょ
く
私
は
、
乙
の
生
の

ζ

と
、
私
の
生
の
と
と
や
、
現
に
そ
れ
に
課
せ
ら

れ
て
い
る
使
命
の
乙
と
を
も
、
ふ
た
た
び
考
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
私
の
生
は
、
乙
の
五
年
こ
の
か
た
、
そ
の
最
も
内
面
的

な
仕
事
に
畜
起
す
る
と
と
も
な
く
、
阻
止
さ
れ
、
萎
え
さ
せ
ら
れ
た
ま
ま
で
、
お
の
が
使
命
に
向
か
い
あ
っ
て
い
る
の
で
す
」
〈
担
ロ
円
叩
日
切
同
町
・

同
開
・ω・
印
∞
由
)
。

一
九
一
二
年
二
月
二
十
二
日
付
メ
ル
リ
l

ヌ
宛
の
手
紙
(
担
F
m
R
V
向
島
ロE
H
F
-
F
ω
・
M
E

同
・
)
。

担
E
h由
民
冨
邑

z
f
E
L
-
-
ω
-
M
Z

一
九
一
九
年
八
月
六
日
付
ア
リ1
ネ
・
デ
ィ
l

ト
リ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
伯
爵
夫
人
宛
の
手
紙
(
列
店
内
巾
日
国
民
向
F
ω
・
印
∞
由
同
・
)
。
な
お
リ
ル
ケ
は
、

戦
争
に
よ
る
自
然
と
の
つ
な
が
り
の
喪
失
を
、
多
く
の
手
紙
で
痛
切
に
訴
え
て
い
る
。

註
お
の
手
紙

(
E
F
O
H回同
時
同
w
F
ω・
印
由
。
)
。

一
九
一
四
年
八
月
か
ら
九
月
ま
で
の
聞
に
替
か
れ
た
詩(
E
F
f
皆
目
岳

n
Z
巧
R
Z

・
回
仏-
N
ω・
U
N
同-
X

E
-
-同冊
目ω
郎
自
己
目
口
r
叩
巧
骨
同
r
p
E
-
N・
ω
・
∞N
片
岡
・

ω
n
r
a
E
E
Z
m
-

色
白
岡
田
冊
目
ロ
叩
ロ
ロ
仏
仏
g
p
H
P

品
。
同z
a
母
国
昆
白
色

g
-

乱
四
円
同
ロ
ぽA認
可
R
E
f

s

認
、
色
白
n
F
4
3
E
E
s
e
B
S

巳
宙
開

-
a
n
r
p
d
Z

即
日
ロ
何
ロ
門
司E
H同g

・
4
q
m伊
丹
叩
同
位
n
r
E
-
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Eben schien ich mir noch unberechtigt, 
di白es KUnftigen ein Teil zu sein; 

denn du glaubst nicht, wie es uns verdächtigt, 
unser Herz, das schwer ist und allein. 

Doch nun hast du meines Blickes Faden 

eingezogen ins Aprilgeweb, 
und ich tu dem frohen Teppich Schaden, 
wenn ich noch im Webstuhl wideぉtreb.

Dies uberstanden haben, auch das Gluck 

ganz �erstanden haben, still und grUndlich，一

bald war die PrUfung stumm, bald war sie mundlich, 

53 1 長110叶十II~Qと惚 (Rilke: S舂tliche Werke, Bd. 2, S. 457-460)。
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