
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
文
学
教
育

詩
教
育
を
中
心
に

ド
イ
ツ
の
詩
人
と
い
え
ば
'
た
い
て
い
の
人
は
ゲ
ー
テ
へ
　
シ
ラ
I
.
ハ
イ
ネ
'

ヘ
ッ
セ
へ
　
シ
ュ
-
ル
ム
'
メ
-
リ
ケ
な
ど
の
名
を
思
い
う
か
ペ
る
。
と
く
に
ゲ

ー
テ
の
詩
は
'
わ
が
国
の
国
語
教
科
雷
に
も
と
ら
れ
て
い
る
し
'
そ
の
他
の
詩

人
の
詩
も
'
音
楽
の
時
間
に
よ
く
歌
わ
れ
て
い
て
'
広
-
親
し
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
へ
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
詩
人
も
'
ベ
ッ
ヒ
ヤ
I
.
ブ
レ
ヒ
ト
、
ク
ー

バ
な
ど
の
名
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ベ
ッ
ヒ
ャ
-
は
'
ド
イ
ツ
民
主

共
和
国
の
国
歌
を
作
詞
し
'
一
九
五
四
年
か
ら
五
八
年
(
病
没
)
ま
で
は
文
化

相
を
つ
と
め
た
人
で
t
 
l
九
五
三
年
に
は
レ
ー
ニ
ン
国
際
平
和
賞
を
受
賞
し
た
。

わ
が
国
で
は
'
飯
塚
書
店
か
ら
「
世
界
現
代
詩
集
1
3
　
ベ
ッ
ヒ
ャ
-
詩
集
」
が

出
さ
れ
る
な
ど
し
て
'
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
プ
レ
ヒ
-
も
t
と
-
に
演
劇
関

係
で
は
'
「
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
の
生
涯
」
　
「
肝
っ
玉
お
っ
母
と
そ
の
子
供

た
ち
」
　
「
第
三
帝
国
の
恐
怖
と
貧
困
」
な
ど
が
さ
か
ん
に
上
演
さ
れ
'
よ
-
知

ら
れ
て
い
る
。
蔚
近
で
は
'
河
出
允
‖
居
所
社
か
ら
「
ブ
レ
ヒ
ト
の
仕
事
」
全
六

巻
が
出
版
さ
れ
る
な
ど
し
て
'
ひ
ろ
-
親
し
ま
れ
て
い
る
。

大
.
槻
　
和
　
夫

こ
う
し
た
古
今
に
わ
た
る
詩
人
の
詩
は
'
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
学
校
で
は

ど
の
よ
う
に
教
え
ら
れ
'
学
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
'
そ
う
し

た
詩
教
育
の
1
端
を
'
わ
が
国
で
も
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
作
品
の
取
り
扱
い
を

中
心
に
'
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二

六
学
年
の
「
読
み
方
・
文
学
課
程
」
用
教
科
書
「
私
た
ち
の
読
本
」
　
(
l
九

六
八
年
三
版
)
に
は
'
つ
ぎ
の
三
六
編
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
(
O
印
を

付
し
た
作
品
は
'
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
)
　
(
荏
-
)

-27-

H
H
H

2

O
.
34567

パ
ン
と
酒

海
　
　
浜

i
s
F
c
a
呂

あ
あ
'
遥
か
な
る
夕
べ

fcr朝
の
歌

夏
の
夜

ク
ー
バ

シ
ュ
-
ル
ム

メ
-
リ
ケ

ゲ
オ
ル
グ
~
・
ハ
イ
ム

ゲ
オ
ル
ク
・
マ
ウ
ラ
ー

ル
ー
ド
ヴ
ィ
ツ
ヒ
・
ウ
-
ラ
ン
ト

ゴ
ッ
-
フ
リ
ー
ト
・
ケ
ラ
ー
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川
辺
の
夏

晩
夏
の
夕
べ

九
月
の
朝

若
き
日
烈
科
学
者

雪
が
ふ
る

秋
の
歌

e
e
l
此
旧

魔
　
　
王

花
　
　
園

賓
し
き
ク
ン
ラ
ー
-

ヘ
ル
ム
ー
ト
・
プ
ラ
イ
ス
ラ
ー

ル
イ
ス
・
ヒ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク

メ
-
リ
ケ

ハ
イ
ン
ツ
・
カ
ー
ラ
ウ

ベ
ッ
ヒ
ャ
-

ベ
ッ
ヒ
ヤ
ー

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ミ
ュ
ー
ラ
「

ゲ
ー
テ

プ
レ
ヒ
-

パ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
レ
ー
ダ
ー

33
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へ

L

U

3

水
を
飲
む
人

す
ば
ら
し
く
へ
　
生
活
は

す
ば
ら
し
く
な
る

五
月
の
歌

連
帯
の
歌

ウ
ー
ヴ
ェ
・
ベ
ル
ガ
ー

ベ
ッ
ヒ
ヤ
ー

マ
ッ
ク
ス
・
ツ
ィ
ン
マ
ー
リ
ン
ク

ブ
レ
ヒ
ト

百
姓
の
歌
(
一
五
〇
〇
年
ご
ろ
)

ウ
ル
ム
の
仕
立
屋

ジ
ョ
ン
・
マ
イ
ナ
ー
ド

記
念
帳
の
中
に

!
S
G
E
監

慰
　
　
め

偉
大
な
る
世
紀

テ
ー
ル
マ
ン
・
コ
ロ
ネ

オ
ヴ
ィ
エ
ド
の
旗

S
 
f
;

棟
上
げ
の
唱
言

日
曜
日
の
午
前
に

大
都
市
の
子
ど
も

社
会
主
菜
建
設
の
歌

ガ
ガ
ー
リ
ン

ブ
レ
ヒ
ト

テ
オ
ド
ー
ル
・
フ
ォ
ン
タ
-
ネ

レ
ッ
シ
ン
グ

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
プ
ッ
シ
ュ

ゴ
ツ
-
フ
リ
ー
ト
・
ビ
ユ
ル
ガ
-

ハ
イ
ン
ツ
・
カ
ー
ラ
ウ

ポ
ー
ル
・
デ
ッ
ソ
ウ

エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ァ
イ
ネ
ル
ト

ハ
イ
ン
ツ
・
カ
ー
ラ
ウ

ク
ー
パ

ジ
ョ
ー
・
シ
ュ
ル
ツ

ル
イ
ス
・
ヒ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク

ベ
ッ
ヒ
ヤ
ー

ギ
ユ
ン
タ
-
・
ク
ー
ネ
ル
ト

さ
て
'
「
学
習
指
導
要
領
」
で
は
'
ゲ
ー
テ
の
「
先
王
」
'
フ
ォ
ン
タ
I
ネ

の
「
ジ
ョ
ン
・
マ
イ
ナ
ー
ド
」
へ
　
ブ
レ
ヒ
ト
の
「
ウ
ル
ム
の
仕
立
屋
」
の
三
つ

の
物
語
詩
と
'
そ
の
他
の
作
品
(
○
印
)
　
の
中
か
ら
選
ん
だ
三
つ
の
白
秋
…
詩
と

を
へ
　
必
ず
扱
う
よ
-
に
指
示
し
て
い
る
O
(
注
2
)
　
ま
た
へ
　
こ
れ
ら
の
詩
を
い

つ
扱
う
か
に
つ
い
て
は
へ
教
授
雷
「
文
学
教
授
　
六
学
年
　
-
　
専
門
科
学
的

方
法
学
的
手
引
き
」
に
お
い
て
'
つ
ぎ
の
よ
う
を
計
画
案
を
示
し
て
い
る
。
(
注

3
)

九
月
　
　
ヒ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
「
晩
夏
の
夕
べ
」

十
汀
　
　
ク
ー
バ
　
「
棟
上
げ
の
略
言
」
　
(
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
建
国
記
念
日

と
結
び
つ
け
て
)

ベ
ッ
ヒ
ャ
-
「
秋
の
歌
」

十
一
月
　
フ
ォ
ン
タ
-
ネ
「
ジ
ョ
ン
・
マ
イ
ナ
ー
ド
」

プ
レ
ヒ
-
「
ウ
ル
ム
の
仕
立
屋
」

十
二
月
　
ベ
ッ
ヒ
ャ
-
「
雪
が
ふ
る
」

三
月
　
ゲ
ー
テ
「
魔
王
」

四
月
　
　
メ
-
リ
ケ
「
そ
れ
ぞ
春
」

ヒ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
「
大
都
市
の
子
ど
も
」

28



こ
の
「
案
」
　
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
'
白
秋
一
詩
は
'
季
節
の
推
移
に
合
わ
せ
て

そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
詩
を
へ
　
そ
の
と
き
ど
き
に
扱
う
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
が
国
で
も
'
春
に
は
春
の
詩
を
'
秋
に
は
秋

の
詩
を
'
と
い
わ
れ
て
い
る
が
'
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
で
も
'
白
紙
一
詩
の
扱
い

に
つ
い
て
は
同
じ
原
則
が
と
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

三

で
は
'
こ
れ
ら
の
詩
は
'
ど
の
よ
う
な
目
標
で
[
　
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ

て
教
授
-
学
習
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
o
　
こ
こ
で
は
'
物
語
詩
の
中
か
ら

プ
レ
ヒ
寸
の
「
ウ
ル
ム
の
仕
立
足
」
と
ゲ
ー
テ
の
「
魔
王
」
　
の
ば
あ
い
に
つ
い

て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
O

ま
ず
'
ブ
レ
ヒ
ト
の
r
ウ
ル
ム
の
仕
立
屋
」
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
0

I
-
J
,
∴
r
 
j
j
ナ
:
.
㌧

ベ
ル
ト
ル
ト
・
ブ
レ
ヒ
ト
(
手
塚
寓
維
訳
)

BERTOLT BRECIIT

Der Schneider von Ulm

Biichof, id) kann瓜iegeo,

tagte der Schneider zum BiidnoE.
PaB auf, Yic idi'i madil

Una cr ftieg mit to 'uea Dingea,

die aui血vie Schwiogen,
fluf dai groGe, gro8c Kkcbendadu

Dcr Bucfaof ging甘citcr:

D山Iind lautcr・O L色gen.

der Mentai lit kein Voォd,

es wird me ein Mcnich fliegen,

caste dcr Bischof ▼om Schneider.

Der Schneider iit ▼erschieden,

lagtea die Leute dem Bitchof.

Et vAr due Ha巳.

Seine Fl軸el血d zercpeUet,
und cr liegt zerichcllct

auf dcm harten, hartcn Kld印platz.

Die Glodten tollen lluten,

eg waren nichti als Lもgen,

der Mensdi itt kdn Vogd,

C8 ▼ird me ein Mensch flicgen,

sagte der Bi血of den Leuten.

(Lqaide aus der Zcit der Bauer血iegO

「
上
人
さ
ま
'
わ
し
は
飛
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
だ
い
」

仕
立
屋
は
佃
正
に
い
っ
た
。

「
ご
ら
ん
な
さ
い
ま
L
t
わ
し
の
す
る
こ
と
を
」

そ
し
て
仕
立
屈
は
な
に
や
ら
羽
ら
し
い
も
の
を
も
っ
て
上
っ
て
行
っ
た
'

大
さ
V
*
-
-
'
へ
き
　
・
蝣
*
'
蝣
<
C
l
t
」
=
C
上
へ
。

僧
正
は
足
も
と
め
ず
に
過
ぎ
去
っ
た
。

こ
れ
は
嘘
に
き
ま
っ
て
い
る
。

人
間
は
烏
じ
ゃ
な
い
o
　
け
っ
し
て
人
間
は
飛
び
は
し
な
い
.

僧
正
は
仕
立
屈
の
こ
と
を
そ
う
い
っ
た
。

「
仕
立
尾
は
-
た
ぼ
り
ま
し
た
」

人
々
は
僧
正
に
そ
う
言
っ
た
。

ま
っ
た
く
気
狂
い
ぎ
た
だ
。

栄
は
や
ぶ
れ

あ
い
つ
は
木
端
微
鹿
に
な
っ
て
い
る
へ

固
い
固
い
教
会
の
広
域
に
.

教
会
の
紐
を
鳴
ら
せ
。

仕
立
屋
の
言
い
草
も
つ
ま
り
は
嘘
っ
ぱ
ち
O

人
間
は
鳥
じ
ゃ
な
い
。

け
っ
し
て
人
間
は
飛
び
は
し
な
い
。

僧
正
は
人
々
に
そ
う
言
っ
た
。

(
河
出
朔
日
房
桁
社
版
「
グ
リ
ー
ン
版
他
界
文
学
全
集
E
j
の
1
7
」
に
よ
る
)

蝣JO

こ
の
詩
は
'
1
九
三
九
年
刊
の
詩
集
「
ス
ヴ
エ
ン
ポ
ル
の
詩
」
(
S
v
e
n
b
o
r
g
e
r



G
e
d
i
c
h
t
e
)
　
軍
一
部
に
発
表
さ
れ
た
六
つ
の
「
童
謡
」
の
中
の
1
つ
で
あ
る
O

プ
レ
ヒ
-
は
'
1
九
三
三
年
に
国
外
に
亡
命
し
へ
そ
の
最
初
の
年
を
'
デ
ン
マ

ー
ク
の
小
さ
な
港
町
ス
ヴ
エ
ン
ポ
ル
の
近
く
で
す
ご
し
た
。
「
ス
ヴ
ェ
ン
ポ
ル

の
詩
」
は
へ
　
そ
の
と
き
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
.
か
れ
は
t
 
t
九
三
四
年
に
こ

の
「
童
謡
」
を
訂
い
た
。

ブ
レ
ヒ
ト
は
へ
　
こ
の
「
ウ
ル
ム
の
仕
立
屋
」
を
「
農
民
戦
争
時
代
の
伝
説
」

レ
ー
ゲ
ン
デ

と
よ
ん
で
い
る
。
「
伝
説
」
と
い
-
の
は
、
民
衆
に
理
解
さ
れ
や
す
い
単
純
な

形
で
教
説
を
ひ
ろ
め
る
た
め
に
教
会
で
も
っ
と
も
だ
い
じ
に
さ
れ
た
ア
ジ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
ジ
ャ
ン
ル
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
ま
た
へ
　
す
べ
て
の
変
革
に
対

し
て
反
対
す
る
者
の
存
在
を
証
明
す
る
不
屈
の
文
句
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
へ

人
間
は
自
然
的
制
約
を
克
服
で
き
な
い
　
-
　
人
間
は
決
し
て
飛
ぶ
こ
と
が
で
き

な
い
へ
　
と
。

作
者
は
'
こ
の
物
語
の
た
め
に
へ
　
伝
説
の
素
朴
で
'
信
仰
的
な
'
ま
た
教
訓

的
な
ト
ー
ン
を
と
り
入
れ
て
い
る
O
仕
立
屋
は
'
自
負
と
郡
実
を
は
っ
き
り
と

言
う
「
わ
し
は
飛
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
だ
い
」
と
。
僧
正
は
た
だ
ど
う
な
る
こ

と
か
注
志
し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
見
物
人
と
作
者
は
'
「
な
に
や
ら

羽
ら
し
い
も
の
を
も
っ
て
」
へ
　
お
そ
ろ
し
い
「
大
き
な
大
き
な
教
会
の
屋
根
」

か
ら
飛
ぼ
う
と
し
て
い
る
命
知
ら
ず
の
仕
立
屋
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
批
判
す

る
。
け
れ
ど
も
へ
　
も
の
ず
き
の
大
ぜ
い
の
人
々
が
集
ま
っ
て
く
る
。
し
か
し
'

僧
正
は
'
威
厳
を
も
っ
て
へ
軽
蔑
し
て
身
を
ひ
る
が
え
し
て
行
っ
て
し
ま
う
。

「
こ
れ
は
う
そ
に
き
ま
っ
て
い
る
。
飛
ぶ
な
ん
て
こ
と
は
い
ま
で
き
な
い
だ
け

で
は
登
-
'
永
遠
に
で
き
は
し
な
い
ん
だ
。
」
と
。
「
け
っ
し
て
人
間
は
飛
び
は

し
な
い
。
」

仕
立
屋
は
'
空
中
を
飛
び
た
い
と
い
う
欲
望
と
あ
こ
が
れ
を
も
っ
て
お
り
へ

そ
の
た
め
に
「
木
端
微
曲
に
な
る
」
と
い
う
代
供
を
支
払
っ
た
.
と
-
に
急
ぎ

の
用
事
も
な
-
'
ロ
を
ぽ
か
ん
と
あ
け
て
み
と
れ
て
い
た
見
物
人
は
'
僧
正
の

言
っ
た
こ
と
が
正
し
か
っ
た
と
い
う
し
ら
せ
が
僧
正
に
と
ど
い
た
と
き
'
「
ま

っ
た
-
気
狂
い
ぎ
た
だ
」
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
教
会
の
錘
は
'
大
昔
か
ら
の

人
類
の
夢
を
み
た
す
た
め
の
'
あ
ま
り
に
早
す
ぎ
た
'
役
に
も
た
た
ぬ
も
く
ろ

み
の
犠
牲
者
を
心
に
思
っ
て
鳴
る
の
で
あ
か
が
'
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
へ
変
革

の
始
ま
り
に
あ
る
へ
時
代
の
精
神
的
権
威
が
な
お
ゆ
る
が
ず
へ
　
そ
の
意
志
が
な

お
挫
折
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。

い
ま
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
'
空
中
を
飛
ぶ
こ
と
は
'
ふ
し
ぎ
な
こ
と

で
あ
り
'
胸
の
わ
-
わ
-
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
'
だ
れ
で
も
よ
く

知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
'
二
節
の
中
の
僧
正
の
こ
と
ば
に

反
対
し
'
見
物
人
や
僧
正
の
態
度
に
賛
成
し
な
い
。
作
者
は
'
こ
う
し
た
今
日

の
「
開
明
さ
れ
た
」
読
者
に
'
考
え
さ
せ
'
軍
乙
を
求
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
　
J

°
▼

る
。
「
学
習
指
導
要
領
」
は
へ
　
こ
の
詩
の
扱
い
の
観
点
と
し
て
'
つ
ぎ
の
二
点
　
3

を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
,
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I

①
　
作
者
の
ど
の
よ
う
な
異
な
っ
た
解
釈
が
'
仕
立
屋
に
よ
っ
て
'
ま
た
僧

正
に
よ
っ
て
代
表
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
′
(
自
炊
一
の
変
革
と
征
服
と
い
う
l

滴
と
'
現
存
す
る
も
の
の
保
持
と
人
間
の
力
の
軽
視
と
い
う
1
両
)

②
　
仕
立
屋
は
'
か
れ
の
理
解
が
正
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
な
ぜ
失
敗
し

k
'
C
s
V

と
い
う
二
点
で
あ
る
。
(
注
4
)

右
の
よ
う
な
主
題
・
思
想
を
も
っ
て
い
る
こ
の
詩
は
'
ま
た
は
っ
き
り
と
し

た
物
語
詩
の
基
本
構
造
を
そ
字
え
て
も
い
る
0
す
な
わ
ち
へ
第
l
節
と
箪
二
節

に
お
い
て
'
郎
件
の
す
じ
の
主
要
な
で
き
ご
と
が
描
か
れ
(
飛
行
の
試
み
の
通

告
と
準
備
へ
　
そ
の
失
敗
)
へ
　
第
二
節
と
第
四
節
で
そ
の
事
作
の
解
説
が
な
さ
れ

(
そ
の
試
み
は
僧
正
に
よ
っ
て
不
遜
と
み
な
さ
れ
'
そ
の
失
敗
は
′
永
遠
の
真



理
″
　
の
確
証
と
み
な
さ
れ
る
)
　
て
い
る
。

ま
た
へ
　
素
朴
で
'
目
に
見
え
る
よ
う
に
措
か
れ
'
余
計
な
も
の
は
な
に
ひ
と

つ
吉
か
れ
て
お
ら
ず
'
特
別
に
言
語
的
芸
術
的
な
技
巧
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
な
い
が
へ
　
し
か
し
そ
こ
に
は
独
特
の
押
粒
が
み
ら
れ
'
そ
れ
が
こ

の
詩
を
平
易
に
L
t
　
わ
か
り
や
す
く
し
て
い
る
こ
と
も
見
の
が
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
す
な
わ
ち
へ
　
節
〓
即
の
は
じ
め
の
詩
句
は
無
紋
で
あ
る
が
'
つ
ぎ
の
四

行
は
'
　
(
-
a
c
h
)
　
で
i
n
g
e
n
)
　
千
m
g
e
n
V
　
千
a
c
h
V
　
　
と
'
ォ
.
J
3
・

b
・
a
型
の
脚
箆
を
ふ
ん
で
い
る
.
こ
れ
と
同
じ
型
の
脚
路
は
第
三
節
に
も
み

ら
れ
'
こ
れ
に
よ
っ
て
前
l
節
と
節
三
節
が
密
接
に
関
連
し
あ
っ
て
い
る
こ
と

が
は
っ
き
り
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
へ
第
〓
即
と
第
六
節
の
各
第
六
句
は
'

(
a
u
f
d
a
s
 
g
r
o
/
J
e
,
g
r
o
/
3
e
K
i
r
c
h
e
n
d
a
c
h
)
　
　
　
(
第
〓
即
)

へ
a
u
f
 
d
e
m
h
a
r
t
e
n
,
h
a
r
t
e
n
 
K
i
r
c
h
e
n
p
l
a
t
z
)
　
　
(
箪
二
節
)

の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
対
応
は
'
第
二
節
と
第
四
節
の
問
に
も

み
ら
れ
る
0
　
こ
の
よ
う
に
へ
　
E
l
節
す
べ
て
が
l
　
つ
に
結
び
つ
き
へ
　
単
語
が
と
り

か
え
ら
れ
た
だ
け
の
よ
う
な
く
り
か
え
し
の
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
'
こ
の
形
式
に
よ
っ
て
へ
あ
る
変
化
が
表
現
さ
れ
て
.
い
る
わ
け
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
へ
　
こ
の
詩
の
全
体
が
反
立
的
　
(
a
n
t
i
t
h
e
t
i
s
c
h
)
　
に
構
成

さ
れ
て
.
い
る
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
を
い
ま
一
度
整
理
す
れ
ば
'
つ
ぎ
の
よ
う
に

SUSakテ
ー
ゼ
　
ー
　
「
上
人
さ
ま
'
わ
し
は
飛
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
だ
い
」
!
仕
立

屋
は
僧
正
に
い
っ
た
。
(
発
端
)

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
　
ー
　
「
け
っ
し
て
人
間
は
飛
び
は
し
な
い
。
」
　
!
僧
正
は
人

々
に
そ
う
言
っ
た
。
(
終
末
)

が
へ
　
こ
の
詩
は
僧
正
の
こ
と
ば
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ

う
で
は
な
い
。
作
者
は
'
読
者
に
問
い
か
け
へ
　
答
え
を
発
見
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
読
者
は
そ
れ
を
自
分
で
お
ぎ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
僧
正
は
決
し
て
正
し
く
な
い
。
仕
立
屋
の
試
み
は
た
し
か
に
失
敗
し
た
。
し

か
し
'
後
に
は
か
れ
の
試
み
を
う
け
つ
い
で
成
功
し
た
で
は
な
い
か
P
仕
立
尾

の
試
み
は
た
だ
早
す
ぎ
た
だ
け
だ
。
か
れ
の
試
み
は
進
歩
に
向
か
っ
て
の
一
歩

だ
っ
た
の
だ
。
」
と
。

で
は
へ
　
こ
の
詩
は
ど
の
よ
う
に
と
り
あ
つ
か
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
教
授

吾
「
文
学
教
授
　
第
六
学
年
」
は
'
つ
ぎ
の
よ
う
な
「
方
法
論
的
指
示
」
を
与

え
て
い
る
。

「
教
師
が
導
入
を
断
念
し
よ
う
と
し
な
い
な
ら
ば
へ
　
空
間
を
飛
行
す
る
機
会

を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
'
他
の
プ
レ
ヒ

-
の
詩
　
(
「
冬
に
烏
た
ち
は
窓
の
外
で
待
っ
て
い
る
」
　
「
カ
ー
ル
広
場
の
ポ
プ

ラ
」
　
「
子
ど
も
頒
歌
」
)
　
に
つ
い
て
の
生
徒
の
知
識
と
結
び
つ
け
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。

仕
立
屋
の
企
て
を
へ
　
そ
の
方
法
手
段
の
不
十
分
さ
の
ゆ
え
に
噸
笑
に
あ
た
い

す
る
と
思
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
だ
い
じ
で
あ
る
。
こ
の
年
ご
ろ
の

生
徒
は
'
た
い
て
い
へ
空
中
飛
行
の
は
じ
ま
り
に
つ
い
て
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
知
識

を
も
っ
て
い
る
。
オ
ッ
ト
ー
・
リ
リ
エ
ン
タ
ー
ル
が
お
ど
ろ
く
ほ
ど
簡
単
な
装

置
で
と
ん
だ
と
か
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ビ
ン
チ
の
飛
行
機
の
絵
を
見
た
こ
と

が
あ
る
と
か
と
い
っ
た
よ
う
に
。
も
ち
ろ
ん
へ
　
教
師
は
飛
行
積
の
歴
史
と
い
っ

た
こ
と
へ
脱
線
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
'
教
師
は
'
仕
立

尾
が
た
ん
な
る
妄
想
家
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
-
に
'
二
・
三

の
弔
実
を
手
短
に
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
0
　
か
れ
の
努
力
は
'
生
徒
に
'
仕
立

屋
の
失
敗
が
'
つ
ぎ
の
意
味
で
惜
し
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
る

こ
と
に
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
'
仕
立
屋
は
'
人
間
の
創
造
力
が
な
に
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を
す
る
能
力
な
の
か
を
僧
正
に
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
に
お

い
て
。
こ
の
詩
は
ま
さ
に
へ
生
徒
に
'
か
れ
ら
自
身
が
'
い
わ
ゆ
る
永
遠
の
真

理
を
か
れ
・
ら
の
知
と
行
為
に
よ
っ
て
克
服
で
き
る
も
の
に
属
し
て
い
る
と
い
う

感
情
を
め
ぎ
め
さ
せ
る
こ
と
に
適
し
て
い
る
。
こ
の
詩
を
教
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
へ
生
徒
の
自
意
識
と
楽
天
主
柔
が
め
ぎ
め
さ
せ
ら
れ
'
促
進
さ
れ
る
の
で
あ

る
。解

釈
　
(
E
r
a
r
b
e
i
t
u
n
g
)
に
あ
た
っ
て
は
'
ぎ
り
ぎ
り
の
形
で
与
え
ら
れ
た

場
面
を
生
徒
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
広
-
詳
論
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ

れ
は
ま
た
へ
生
徒
が
r
で
き
ご
と
の
節
j
を
F
解
説
の
節
j
か
ら
区
別
す
る
の

を
助
け
る
で
あ
ろ
う
。
「
だ
れ
の
主
張
が
正
し
か
っ
た
か
」
　
と
い
う
教
師
の

問
い
は
'
ほ
と
ん
ど
無
用
で
あ
る
。
だ
い
じ
な
の
は
t
 
r
な
ぜ
僧
正
は
そ
う
考

ぇ
た
の
か
'
ま
た
'
か
れ
は
な
ぜ
そ
れ
を
人
々
に
言
っ
た
の
か
し
と
い
う
問
い

で
あ
る
。
」
　
(
注
5
)

こ
れ
は
へ
　
い
わ
ば
「
指
導
上
の
留
意
点
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
'

具
体
的
に
授
業
が
ど
-
展
開
さ
れ
る
の
か
は
'
こ
れ
だ
け
で
は
明
ら
か
で
な
い
。

し
か
し
'
こ
.
e
詩
の
指
導
に
あ
た
っ
て
'
な
に
が
煎
祝
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る

こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
'
「
な
ぜ
僧
正
は
そ
う
考
え
た
の
か
へ

ま
た
'
か
れ
は
な
ぜ
そ
れ
を
人
々
に
言
っ
た
の
か
」
と
い
う
発
問
が
重
要
で
あ

る
と
し
て
い
る
点
は
'
た
ん
な
る
図
式
的
解
釈
'
観
念
的
解
釈
で
な
く
'
歴
史

社
会
的
現
実
と
の
か
か
わ
り
で
こ
の
作
品
を
と
ら
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
'
注
目
に
あ
た
い
し
よ
う
。

四

っ
ぎ
に
'
ゲ
ー
テ
の
「
魔
王
」
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
O

U
O
H
A
N
N
 
W
O
L
F
G
A
N
G
 
G
O
E
T
H
E

Erlkonig

W
c
r
r
r
i
t
e
t
s
o
j
p
a
t
d
u
r
d
i
N
a
c
h
t
u
n
d
W
i
n
d
?

E
s
i
s
乙
c
r
V
a
t
c
t
m
i
t
s
e
i
n
e
D
K
i
n
d
;

c
r
h
a
t
d
e
n
K
n
a
b
c
n
w
o
W
i
n
d
c
m
A
r
m
,

e
r
L
g
t
i
h
o
s
i
c
h
c
r
,
e
r
h
巴
t
i
h
n
蝣
w
a
r
m
.

M
e
i
n
S
o
h
n
,
w
a
s
b
i
r
g
s
t
d
u
s
o
b
a
n
g
d
e
l
n
G
e
s
i
c
h
t
?
-

S
i
e
h
s
t
,
V
a
t
c
r
,
d
u
d
e
n
E
r
l
k
o
n
i
g
n
i
c
h
t
?

D
c
n
E
M
I
c
o
k
o
n
i
g
m
i
t
K
r
o
n
u
n
d
S
c
h
w
c
i
f
?
-

M
c
i
n
S
o
h
n
,
c
j
i
s
t
c
i
n
N
c
b
c
l
s
t
r
c
i
f
.
-

D
u
l
i
c
b
c
s
K
i
n
d
,
k
o
m
m
,
g
e
h
m
i
t
m
i
r
!

G
a
r
s
c
h
d
n
e
S
p
i
c
l
e
s
p
i
e
l
i
c
h
m
i
t
d
i
r
;

m
a
n
c
h
b
u
n
t
e
B
l
u
m
e
n
s
i
n
d
a
n
d
e
m
S
:
t
.
乙
"

ロ
c
i
n
e
M
u
t
t
e
r
h
a
t
m
a
n
c
h
甘
-
d
e
n
G
e
w
a
n
d
,

M
c
i
n
V
a
t
c
r
,
m
r
n
V
a
t
c
r
,
u
n
d
h
o
r
c
s
t
d
u
f
t
i
c
h
t
,

w
a
s
F
r
l
e
n
k
o
n
i
g
m
t
r
l
c
i
s
c
v
e
r
s
p
r
i
c
h
t
?
-

S
e
i
r
u
h
i
g
,
b
l
e
i
b
c
r
u
h
i
g
,
m
e
i
ロ
K
i
n
d
:

I
d
d
i
i
r
r
e
n
B
l
a
t
t
c
r
n
s
a
u
s
e
l
t
d
e
n
W
i
n
d
.
-

W
i
l
l
s
t
,
f
e
i
n
e
r
K
n
a
b
c
.
d
u
邑
t
m
i
r
g
e
h
n
?

M
e
i
n
e
T
o
c
h
t
c
r
l
o
l
l
e
n
d
i
c
h
w
a
r
t
c
n
s
c
h
o
n
;

m
e
i
n
c
T
o
c
h
t
e
r
f
u
h
r
e
n
d
e
n
n
a
c
h
d
i
d
i
c
n
R
c
i
b
'
n
,

u
n
d
w
i
c
g
c
o
u
n
d
t
a
a
z
c
n
u
n
d
s
i
n
g
e
n
d
i
d
i
e
i
n
.

M
c
i
n
V
a
t
e
r
,
m
e
i
P
V
a
t
c
r
,
u
n
d
t
i
c
h
s
t
d
u
o
t
c
h
t
d
o
r
t

E
r
l
i
c
o
n
i
g
s
T
o
c
h
t
e
r
a
m
d
訂
t
e
r
n
O
r
t
?
-

M
e
i
n
S
o
h
n
,
m
e
i
n
S
o
h
n
,
i
c
h
s
c
h
e
s
g
c
n
a
u
:

E
s
s
c
h
e
i
a
e
n
d
i
e
a
l
t
e
n
W
e
i
d
e
n
t
o
g
r
a
u
.
-

I
d
)
巳
e
b
e
d
i
c
h
,
m
i
c
b
r
c
l
z
t
d
e
i
n
e
s
c
h
o
n
c
G
c
s
t
a
H
t
;

u
n
d
b
i
s
t
d
u
ロ
i
c
h
t
w
i
l
l
i
g
,
s
o
b
r
a
u
c
h
i
c
h
G
c
w
a
l
t
.
-

M
e
i
n
V
a
t
e
r
,
甘
e
m
V
a
t
e
r
,
i
e
t
z
t
l
a
B
t
c
r
m
i
c
h
a
n
!

E
r
i
k
o
n
i
g
h
a
t
m
i
r
t
i
n
L
c
i
d
s
g
c
t
a
n
!
-

D
e
m
V
a
t
c
r
g
c
a
u
s
c
t
'
s
,
c
r
r
㌢
e
t
g
e
s
c
h
w
i
n
d
.

e
r
h
a
l
t
i
n
A
r
m
e
n
d
a
s
恥
d
n
N
a
d
e
K
-
n
d
.

e
r
r
c
i
c
f
a
t
d
e
n
H
o
f
m
i
t
M
u
h
e
u
n
d
N
o
t
;

i
n
s
e
i
n
e
n
A
r
m
e
n
d
a
s
K
i
n
d
w
a
r
t
o
L
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先
　
王
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
ー
テ
作
(
高
橋
健
二
訳
)

あ
ら
し
の
夜
半
に
馬
を
駆
る
は
た
れ
ぞ
?

い
と
し
子
と
そ
の
父
な
り
。

父
は
子
を
腕
に
か
か
え

あ
た
た
か
く
し
か
と
か
ば
え
り
。

「
わ
が
子
よ
'
何
と
て
お
ぴ
え
'
顔
を
隠
す
ぞ
?
」
　
-

「
父
上
よ
'
か
の
魔
王
を
見
た
ま
わ
ず
や
?

か
む
り
を
頂
き
'
す
そ
な
が
-
引
け
る
を
」
　
-

「
わ
が
子
よ
'
そ
は
霧
の
た
な
び
け
る
な
り
」

「
う
ま
し
児
よ
'
釆
た
れ
へ
　
共
に
行
か
ん
!

た
の
し
き
戯
れ
へ
共
に
遊
ば
ん
。

岸
ペ
に
は
色
と
り
ど
り
の
花
咲
き
へ

わ
が
母
は
黄
金
の
恕
も
て
り
」
I

「
父
上
よ
父
上
よ
'
聞
き
た
ま
わ
ず
や
?

B
I
T
S

魔
王
の
さ
さ
や
き
誘
う
を
」
　
-

「
心
し
ず
め
よ
'
心
し
ず
か
に
へ
わ
が
子
よ
'

柏
葉
に
風
の
さ
わ
げ
る
な
り
」
　
-

美
し
き
わ
ら
ペ
よ
'
共
に
行
か
ん
!

わ
が
娘
ら
楽
し
く
そ
な
た
を
も
て
な
さ
ん
。

わ
が
娘
ら
夜
の
踊
り
を
舞
い
め
ぐ
り
て
'

そ
な
た
を
揺
す
り
踊
り
歌
い
眠
ら
せ
ん
」
　
-

「
父
上
よ
父
上
よ
'
か
し
こ
の
気
味
悪
き
所
に

魔
王
の
娘
ら
を
見
た
ま
わ
ず
や
?
」
　
-

「
わ
が
子
よ
わ
が
子
よ
'
さ
や
か
に
見
た
り
'

そ
は
古
き
柳
の
灰
色
に
見
ゆ
る
な
り
」
　
-

「
愛
ら
し
く
も
心
ひ
く
そ
な
た
の
美
し
き
姿
よ
。

進
み
て
釆
ず
ば
'
力
も
て
引
き
行
か
ん
」
　
-

「
父
上
よ
父
上
よ
'
斑
王
は
わ
れ
を
捕
え
た
り
!

魔
王
は
わ
れ
を
さ
い
な
め
り
!
」
　
　
-

父
は
お
ぞ
け
立
ち
へ
　
馬
を
せ
か
し
ぬ
。

う
め
く
子
を
既
に
か
か
え
'

か
ら
く
も
屋
敷
に
若
き
け
る
が
'

腕
の
中
の
い
と
し
子
は
死
に
て
あ
り
き
。

(
新
潮
文
庫
「
ゲ
ー
テ
詩
集
」
に
よ
る
。
)

「
魔
王
」
は
一
七
八
「
二
年
の
作
と
い
わ
れ
て
い
る
が
'
こ
の
詩
に
シ
ュ

ー
ベ
ル
ト
が
曲
を
つ
け
'
世
界
的
に
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
.
わ
が
国
で
も
、
堀

内
敬
三
訳
詩
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
作
曲
の
「
魔
王
」
が
よ
-
歌
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
詩
の
解
釈
に
つ
い
て
は
'
早
く
か
ら
二
つ
の
説
が
対
立
し

て
き
て
い
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
'
ま
ぼ
ろ
し
の
出
現
を
'
子
ど
も
の
た
ん
な
る

空
想
の
産
物
と
す
る
説
で
へ
　
そ
の
な
か
に
は
'
こ
れ
が
幻
覚
で
あ
る
こ
と
を
証

明
し
よ
う
と
し
て
'
そ
れ
を
熱
病
だ
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
'

こ
う
し
た
「
合
理
的
」
解
釈
を
否
定
し
て
'
こ
れ
は
作
者
が
民
衆
の
空
想
や
仮

構
を
芸
術
作
品
の
な
か
へ
リ
ア
ル
な
形
象
と
し
て
高
め
た
も
の
だ
と
す
る
説
で
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あ
る
。
こ
の
説
を
主
張
す
る
人
は
'
多
Y
の
ば
あ
い
へ
　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
や
レ

ッ
シ
ン
グ
や
ゲ
ー
テ
の
「
漁
夫
」
を
ひ
き
あ
い
に
出
し
て
説
明
し
て
い
る
。
こ

の
二
説
の
-
ち
前
者
は
'
ゲ
ー
テ
が
'
人
間
の
合
理
的
精
神
の
優
位
を
描
-
こ

と
に
よ
っ
て
神
話
学
の
成
立
を
破
壊
し
ょ
-
と
し
た
の
だ
と
説
-
。
後
者
は
'

人
間
に
対
す
る
自
然
の
ー
話
力
の
宿
命
的
な
力
を
示
そ
う
と
し
た
の
だ
と
主
張
す

る
。
し
か
し
'
こ
れ
ら
の
両
説
も
'
は
っ
き
り
し
た
証
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な

-
'
多
か
れ
少
な
か
れ
自
分
の
信
念
に
も
と
づ
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。
詩
そ
の
も
の
は
'
な
ん
ら
の
解
説
を
示
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
'
こ
の
作
品
を
統
1
的
包
括
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
は
'
ゲ
ー
テ
が

自
然
の
中
で
の
'
ま
た
自
然
に
対
し
て
'
さ
ら
に
は
人
間
へ
の
自
然
の
影
響
に

つ
い
て
へ
　
人
間
の
立
場
を
ど
-
と
ら
え
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
L
t
　
そ
の
健
界

観
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
こ
の
作
品
を
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
い
ま
そ
の
詳
細
な
論
述
を
す
る
紙
幅
が
な
い
が
へ
　
教
授
書
「
文
学

教
授
　
第
六
学
年
」
　
で
は
'
か
な
り
綿
密
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け

を
記
し
て
お
き
た
い
。

な
お
へ
こ
の
詩
も
は
っ
き
り
し
た
構
成
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
'
こ
こ
~
で
指

摘
し
て
お
き
た
い
o
　
つ
ま
り
'
第
1
節
と
第
八
節
と
は
'
い
わ
ゆ
る
「
物
語
節
」

で
'
第
二
節
か
ら
第
七
節
ま
で
は
'
い
わ
ゆ
る
「
対
話
的
劇
的
節
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
へ
　
ま
た
'
二
・
四
二
ハ
節
は
父
と
息
子
と
の
対
話
'
三
・
五
節
は
魔

王
の
こ
と
ば
で
あ
る
と
い
う
こ
と
へ
第
七
節
が
子
ど
も
と
魔
王
の
声
が
も
っ
と

も
集
中
的
に
緊
迫
し
て
お
り
へ
　
ヤ
マ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

さ
ら
に
'
組
に
つ
い
て
も
'
主
要
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
o
す
な
わ
ち
へ
　
ォ
J
 
r
t
-
Q
-
Q
型
の
脚
路
を
ふ
ん
で
い
る
こ
と
'
し
か
し
単

調
に
な
ら
な
い
よ
-
に
　
(
s
t
r
a
n
T
g
e
w
a
n
d
)
　
(
g
e
s
t
a
l
t
-
g
e
w
a
l
t
)

と
斑
を
ふ
ん
だ
り
'
半
階
音
に
よ
っ
て
弛
緩
を
つ
く
っ
た
り
(
g
e
h
n
-
s
c
h
'
o
n
)

し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
'
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
'
二
節
四
行
二
二

節
一
行
・
八
節
三
行
に
だ
け
あ
ら
わ
れ
る
強
弱
格
の
基
本
構
造
が
'
状
況
に
応

じ
て
強
弱
弱
格
に
か
わ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
へ
　
子
ど
も
の
恐
怖
が
高
ま
っ
た

と
き
が
そ
れ
で

'
M
e
i
n
 
V
a
t
e
r
,
　
m
e
i
n
 
V
a
t
e
r
,
　
u
n
d
 
h
o
r
e
s
t
 
d
u
 
n
i
c
h
t
"

×
　
　
×
、
I
 
X
 
X
 
X
、
l
 
X
 
X
 
X
、
l
 
X
 
X
 
X
、

の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
六
節
一
行
・
七
節
三
行
お
よ
び
五
節
四
行
な
ど
に
も

み
ら
れ
る
。
周
語
を
-
り
か
え
し
用
い
る
法
(
二
節
1
行
と
二
節
四
行
へ
四
節

1
行
と
六
節
1
行
'
五
節
二
行
と
五
節
三
行
)
や
頭
組
法
　
(
m
e
i
n
e

M
u
t
t
e
r
 
h
a
t
 
m
a
n
c
h
 
g
u
l
d
e
n
 
j
j
e
w
a
n
d
)
　
　
さ
ら
に
は
母
音
の
重

用
法
(
た
と
え
ば
'
第
三
節
で
た
-
み
に
誘
惑
す
る
と
こ
ろ
で
は
川
母
音
が
支

配
的
で
あ
り
'
次
の
お
だ
や
か
な
和
ら
げ
る
作
用
に
は
^
l
a
母
音
が
多
用
さ
れ
'

ま
た
?
も
多
い
。
第
五
節
で
は
'
こ
び
る
よ
う
な
ひ
び
き
を
も
つ
3
川
が
用
い

〔

ら
れ
て
い
る
)
な
ど
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

右
に
み
て
き
た
よ
う
に
'
「
魔
王
」
は
'
そ
の
主
題
に
お
い
て
き
わ
め
て
深

い
も
の
を
も
ち
へ
　
そ
の
構
成
に
お
い
て
は
っ
き
り
し
た
構
造
を
そ
な
え
て
お
り
へ

さ
ら
に
は
音
調
に
お
い
て
き
わ
め
て
内
容
と
マ
ッ
チ
し
た
リ
ズ
ム
と
ひ
び
き
を

お
ぴ
て
い
る
。

で
は
へ
　
こ
の
詩
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
I
か
O
　
「
学
習
指
導
要

領
」
に
よ
れ
ば
へ
　
こ
の
詩
の
教
授
-
学
習
の
ポ
イ
ン
ト
は
つ
ぎ
の
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
(
注
6
)

o
「
魔
王
」
　
の
伝
説
は
な
に
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
か
。

○
ど
の
よ
う
な
表
象
が
'
荒
野
を
こ
え
て
走
っ
て
い
-
馬
上
の
子
ど
も
を
恐
れ
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さ
せ
る
の
か
。

○
父
は
'
子
ど
も
に
'
そ
れ
が
妄
想
で
あ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
わ
か
ら
せ
よ

う
と
つ
と
め
て
い
る
か
。

○
魔
王
は
'
子
ど
も
を
ど
の
よ
う
に
誘
慈
し
へ
　
お
び
や
か
し
て
い
る
か
。

○
子
ど
も
の
恐
れ
は
ど
の
よ
う
に
増
大
し
て
い
き
'
父
の
な
だ
め
る
こ
と
ば
は

ど
の
よ
う
に
無
駄
に
お
わ
っ
た
か
。

○
物
語
詩
は
ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
か
。

○
父
と
子
'
お
よ
び
魔
王
の
問
の
こ
と
ば
の
や
り
と
り
は
ど
の
よ
う
に
高
ま
っ

て
い
っ
て
い
る
か
　
(
子
ど
も
の
興
奮
し
た
こ
と
ば
へ
　
父
の
な
だ
め
す
か
す
こ

と
ば
'
魔
王
の
誘
慈
し
脅
迫
す
る
こ
と
ば
)
o

O
物
語
詩
は
ど
の
よ
-
に
構
成
さ
れ
て
い
る
か
　
(
会
話
の
小
節
が
物
語
の
小
節

に
よ
っ
て
つ
つ
み
こ
ま
れ
て
い
る
)
。

○
こ
の
詩
の
リ
ズ
ム
は
'
ど
の
よ
-
に
騎
行
の
リ
ズ
ム
か
ら
展
開
し
て
輪
舞
の

リ
ズ
ム
に
移
っ
て
い
っ
て
い
る
か
。

こ
れ
を
さ
ら
に
l
時
間
の
技
菜
で
扱
う
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
文
学
教
授
　
第
六
学
年
」
に
示
さ
れ
た
「
授
業
案
」
(
U
n
t
e
r
r
i
c
h
t
s
s
k
i
z
z
e
)

を
つ
ぎ
に
掲
げ
る
。
(
注
7
)

へ
授
業
の
目
標
)

生
徒
は
'
異
な
っ
た
自
然
認
識
能
力
を
も
っ
た
人
間
(
父
と
子
)
と
自
炊
一
現

象
と
の
間
の
劇
的
な
対
決
が
描
か
れ
た
r
先
王
」
に
よ
っ
て
物
語
詩
を
知
る
i
l

い
た
る
。
か
れ
ら
は
子
と
父
の
魂
の
過
程
に
導
き
入
れ
ら
れ
'
そ
の
根
本
的
な

反
作
川
を
自
炊
州
認
識
の
異
な
る
段
階
の
表
現
と
し
て
理
解
す
る
.
か
れ
ら
は
'

詩
の
言
語
芸
術
的
形
態
(
で
き
ご
と
・
像
・
リ
ズ
ム
・
母
音
の
響
き
)
を
知
覚

す
る
が
'
同
時
に
お
も
に
へ
個
々
の
芸
術
的
形
成
方
法
(
物
語
節
と
対
話
節
と

の
分
節
・
対
話
的
劇
的
部
分
の
分
節
・
漸
層
法
・
-
り
か
え
し
・
母
音
の
響
き
)

の
全
体
的
な
効
果
へ
の
か
か
わ
り
を
意
識
的
に
理
解
す
る
よ
う
に
導
か
れ
る
0

内
容
と
そ
の
形
式
の
理
解
は
'
教
師
の
模
範
に
よ
っ
て
へ
ま
た
そ
の
指
示
に
よ

っ
て
へ
あ
る
い
は
生
徒
白
免
で
'
把
得
し
た
知
識
を
実
際
に
使
っ
て
会
得
さ
れ

る
生
徒
の
暗
詞
の
本
質
的
な
前
提
と
な
る
。

(
導
入
と
提
示
)

白
秋
一
詩
の
ば
あ
い
と
同
じ
よ
う
に
'
物
語
詩
の
ば
あ
い
に
お
い
て
も
'
学
級

の
雰
囲
気
が
効
果
的
な
扱
い
に
木
質
的
な
影
野
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
0
教
師

は
'
な
る
べ
-
'
そ
の
詩
に
ふ
さ
わ
し
い
気
分
の
背
景
が
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
な

時
間
を
見
こ
し
'
日
を
と
っ
て
お
-
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
こ
の
よ

ぅ
な
と
き
に
は
'
か
れ
は
教
師
の
話
に
よ
っ
て
始
ま
り
の
状
態
を
つ
-
る
こ
と

を
や
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ぞ
の
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
「
歌
い
始
め
」
　
(
た
と
え

ば
'
生
徒
の
似
た
よ
う
な
体
験
を
想
起
さ
せ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
)
は
'
寸
断

や
主
要
で
な
い
こ
と
へ
の
脱
線
の
危
険
を
も
た
ら
す
L
t
あ
る
い
は
ま
っ
た
く

こ
っ
け
い
な
と
こ
ろ
へ
落
ち
こ
む
お
そ
れ
が
あ
る
。
詩
は
'
は
じ
め
に
な
お
誤

っ
た
気
分
を
つ
-
る
ぐ
ら
い
へ
じ
ゆ
う
ぶ
ん
魂
に
し
み
入
る
も
の
を
も
っ
て
い

る
。す

べ
て
の
物
語
詩
の
朗
読
は
'
話
し
手
の
理
解
'
そ
の
意
図
へ
聞
き
手
に
よ

っ
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
へ
並
‖
遥
妥
当
の
モ
デ
ル
を
柄
想

す
る
.
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
が
'
つ
ぎ
の
注
意
は
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

-
物
語
詩
の
事
件
の
ヤ
マ
は
結
末
(
第
七
節
)
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
へ
静

か
に
ゆ
っ
-
り
と
始
め
'
l
=
間
ま
っ
て
行
-
可
能
性
を
残
す
0

2
　
す
じ
は
し
だ
い
に
幽
霊
的
ド
ラ
マ
的
に
高
ま
っ
て
い
-
。
「
ノ
ー
マ
ル
」
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に
は
じ
ま
り
'
父
は
は
じ
め
子
ど
も
が
賢
が
-
す
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ

驚
い
た
　
(
d
a
s
K
i
n
d
 
m
e
h
r
 
v
e
r
w
u
n
d
e
r
t
 
a
l
s
 
e
r
s
c
h
r
e
c
k
t
)

こ
と
を
ま
だ
心
配
し
て
い
な
い
　
(
二
節
)
。
そ
れ
は
そ
の
よ
う
に
詰
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
魔
王
は
は
じ
め
は
身
の
毛
の
よ
だ
つ
よ
う
な
も
の
で
は
な
-
'
な
に
か

誘
い
か
け
る
よ
う
な
'
愛
ら
し
い
も
の
を
も
っ
て
い
た
　
(
二
節
と
五
節
)

が
'
七
節
二
行
で
誘
悪
的
態
度
か
ら
脅
迫
に
か
わ
っ
て
い
-
O
し
た
が
っ

て
'
は
じ
め
の
魔
王
は
好
戦
的
で
粗
野
な
よ
う
に
話
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

、4　0
)

4
　
物
語
詩
の
す
じ
は
ド
ラ
マ
で
は
な
い
。
形
象
の
ち
が
い
と
対
照
は
'
声

の
高
さ
と
強
さ
'
速
さ
に
よ
っ
て
の
み
示
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し

い
か
な
る
ば
あ
い
に
も
「
演
じ
」
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
(
こ
の
理
由

で
'
生
徒
が
「
役
を
き
め
て
」
読
ん
だ
り
朗
読
し
た
り
す
る
試
み
も
禁
じ

ら
れ
る
。
)

5
　
全
物
語
詩
は
'
終
始
息
切
れ
す
る
よ
う
な
性
急
さ
で
演
じ
ら
れ
て
は
な

ら
な
い
o
騎
行
は
'
は
じ
め
へ
　
急
ぐ
と
い
-
よ
り
む
し
ろ
ゆ
っ
た
り
と
し

て
お
り
'
子
ど
も
の
疎
む
び
っ
く
り
し
た
よ
う
な
追
い
つ
め
ら
れ
た
も
の

で
は
な
く
'
父
の
な
だ
め
わ
か
ら
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
ば
が
問
を
お
い
て

た
が
い
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

(
学
習
活
動
)
　
(
E
r
a
r
b
e
i
t
u
n
g
)

教
師
に
よ
る
二
回
め
の
詩
の
朗
読
の
後
(
そ
の
間
生
徒
は
テ
キ
ス
ト
を
目
で

追
っ
て
い
る
)
へ
　
短
い
問
答
に
よ
っ
て
客
観
的
な
内
容
の
理
解
を
し
ら
べ
そ
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
.
そ
の
際
妖
魔
の
世
界
に
つ
い
て
不
可
欠
の
説
明
も

与
え
ら
れ
る
。

学
習
拍
動
に
際
し
て
は
'
つ
ぎ
の
二
つ
の
主
要
目
標
を
追
う
こ
と
を
す
す
め

5
S

l
　
物
語
詩
の
中
で
何
が
お
こ
っ
た
か
O
ま
た
へ
　
そ
れ
を
作
者
は
ど
う
叙
述

し
て
い
る
か
。

2
　
な
ぜ
こ
う
い
う
成
り
行
き
に
な
っ
た
の
か
.
ま
た
'
作
者
は
な
ぜ
そ
れ

.
を
形
象
化
し
た
の
か
o

第
1
の
目
標
は
'
テ
キ
ス
ト
で
の
半
円
に
よ
っ
て
本
質
的
に
達
成
さ
れ
る
。

教
師
は
'
は
じ
め
の
状
態
の
安
全
さ
　
(
〓
即
三
行
か
ら
四
行
)
と
悲
劇
的
な
結

末
と
の
対
照
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
'
は
じ
め
の
節
と
結
び
の
節
を
も
-

1
度
よ
む
O
　
そ
の
は
じ
め
と
お
わ
り
の
問
に
あ
る
で
き
ご
と
を
問
う
こ
と
に
よ

っ
て
へ
　
対
話
の
節
の
学
習
へ
と
導
い
て
い
-
。
そ
の
発
間
と
は
'
「
だ
れ
が
形

象
化
さ
れ
て
い
る
か
O
か
れ
ら
は
何
を
感
じ
'
考
え
へ
話
し
て
い
る
か
」
　
「
子

ど
も
は
何
を
見
'
父
は
何
を
見
た
か
」
　
「
魔
王
は
何
に
よ
っ
て
誘
惑
し
た
か
」

「
か
れ
は
ま
ず
何
を
期
待
さ
せ
'
つ
ぎ
に
は
何
を
期
待
さ
せ
た
か
」
と
い
っ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
発
問
は
発
見
的
な
対
話
を
導
-
O
そ
の
な
か
で
生
徒

は
該
当
筒
所
を
-
り
か
え
し
よ
む
こ
と
に
な
る
O
　
(
そ
れ
と
と
も
に
へ
　
略
説
の

練
習
で
内
在
的
に
な
さ
れ
る
.
)

同
じ
学
習
段
階
で
'
適
当
な
問
い
と
刺
激
に
よ
っ
て
へ
　
生
徒
の
注
意
は
'
目

立
っ
た
形
成
方
法
に
向
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
'
た
と
え
ば
'
「
ど
の
節
で
魔

.
王
は
話
し
て
い
る
か
へ
父
は
'
子
ど
も
は
」
　
「
詩
の
流
れ
の
中
で
作
者
は
ど
ん

々
語
句
群
を
-
り
か
え
し
用
い
て
い
る
か
」
　
「
そ
れ
は
ど
ん
な
は
た
ら
き
を
し

て
い
る
か
」
　
「
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
を
し
ず
か
に
ゆ
っ
-
り
と
話
す
か
'
ど
こ
を

ゆ
り
動
か
し
お
ど
る
よ
う
に
詰
す
か
　
(
妖
髭
の
お
ど
り
へ
行
動
が
移
る
)
」
「
ど

こ
を
恐
れ
急
ぐ
よ
う
に
話
す
か
J
 
o
　
と
-
に
'
こ
の
教
授
芋
的
方
法
論
的
段
階

は
'
知
的
理
解
・
認
識
と
情
的
理
解
・
認
識
と
の
統
1
を
守
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
時
問
の
段
階
の
お
わ
り
に
は
'
生
徒
は
詩
の
客
観
的
な
内
容
を
分
節
さ
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れ
た
流
れ
に
お
い
て
と
ら
え
へ
形
象
の
位
置
と
役
割
と
そ
の
相
互
間
係
を
知
り
へ

疏
要
な
形
象
の
方
法
を
発
見
し
'
そ
れ
を
そ
れ
ら
の
作
川
に
お
い
て
認
識
し
記

述
す
る
。

前
二
の
目
標
の
学
習
の
際
に
は
'
物
語
詩
の
お
.
C
り
か
ら
出
発
す
る
の
が
い

ち
ば
ん
よ
い
。
そ
れ
と
と
も
に
'
中
ほ
ど
の
判
断
を
も
う
l
蛙
ふ
り
か
え
っ
て

み
る
の
で
あ
る
。
「
子
ど
も
は
な
ぜ
死
ん
だ
の
か
」
「
子
ど
も
は
な
に
を
兄
へ

間
き
'
感
知
し
た
の
か
O
何
が
現
実
だ
っ
た
の
か
」
「
だ
れ
が
そ
う
ふ
る
ま
っ

た
の
か
」
「
な
ぜ
父
は
子
ど
も
を
そ
う
見
た
の
か
」
と
。

こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
教
師
は
生
徒
自
身
の
経
験
を
語
る
機
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
L
へ
そ
う
す
る
べ
き
で
あ
る
.
い
ま
や
生
徒
は
記
憶
と
そ
の
迫
合

の
中
で
'
業
際
に
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
「
方
向
づ
け
ら
れ
て
」
い
る
0

生
徒
は
'
詩
の
中
で
は
迂
せ
ら
れ
な
か
っ
た
自
炊
藷
誠
へ
つ
ま
り
'
不
十
分

を
'
「
子
ど
も
じ
み
た
」
、
早
期
の
'
未
発
達
の
自
炊
一
把
捉
を
知
り
'
そ
れ
と

自
分
r
l
身
の
臼
a
J
i
認
識
と
を
比
較
し
'
詩
の
中
の
父
の
態
"
f
i
'
つ
ま
り
お
と
な

の
'
道
理
に
か
t
=
H
つ
た
'
自
照
に
対
す
る
態
度
を
と
る
こ
と
を
励
ま
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

「
魔
王
」
の
取
り
摂
い
の
後
'
す
で
に
よ
く
知
っ
て
い
る
物
語
詩
の
特
徴
を

新
し
い
踊
象
形
式
に
適
用
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
O
(
た
と
え
ば
、
対
話
的

劇
的
物
語
詩
の
す
じ
を
'
緊
張
の
甘
同
ま
り
の
他
の
手
段
に
)
も
ち
ろ
ん
へ
こ
の

時
間
に
'
他
の
新
し
い
体
系
化
さ
れ
た
視
E
=
-
i
一
で
く
り
か
え
さ
れ
る
べ
き
復
円
の

時
間
に
で
は
な
く
へ
ほ
ん
の
つ
い
で
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
O

以
上
が
「
魔
王
」
の
授
業
展
開
の
構
想
案
で
あ
る
0
こ
の
案
で
み
る
か
ぎ
り
'

教
材
分
析
・
教
材
解
釈
も
徹
底
し
て
お
り
へ
導
入
か
ら
終
結
に
い
た
る
ま
で
周

到
に
考
え
ぬ
か
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
り
わ
け
'
朗
読
に
関
す
る
注
意

は
要
古
州
を
お
さ
え
へ
ち
み
つ
に
な
さ
れ
て
い
る
0
学
習
目
標
が
明
確
に
お
さ
え

ら
れ
て
い
る
古
…
も
'
注
目
に
あ
た
い
し
よ
う
。

五

以
上
'
六
千
年
の
詩
教
材
「
ウ
ル
ム
の
仕
立
鎚
」
と
「
魔
王
」
に
つ
い
て
へ

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
'
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
教
材
化

さ
れ
て
'
授
業
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
み

て
き
た
。
こ
れ
は
'
も
ち
ろ
ん
へ
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
詩
教
育
の
一

端
で
あ
っ
て
'
詩
教
L
r
の
体
系
を
わ
さ
え
た
う
え
で
仕
訳
づ
け
て
考
察
し
な
け

れ
ば
掌
ら
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
い
ま
は
て
そ
の
不
十
分
さ
を
じ
ゅ
う
ぶ

ん
承
知
し
た
う
え
で
'
人
′
後
の
考
察
の
恨
説
的
視
　
と
し
て
'
以
下
'
群
千
の

気
づ
き
を
述
べ
て
お
き
た
い
.

ド
イ
ツ
比
主
共
利
付
で
は
'
五
学
年
か
ら
体
系
的
に
詩
教
育
が
行
な
わ
れ
て

い
る
が
'
詩
の
種
村
を
マ
ル
ク
ス
主
菜
的
に
体
系
化
す
る
し
ご
と
は
ま
だ
な
さ

れ
て
い
な
い
と
い
わ
れ
て
お
り
(
注
7
)
'
い
ま
は
六
半
年
で
「
物
語
詩
」
と

「
白
秋
詩
」
と
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
'
人
-
後
な
お
そ
の
体
系
は
帽

正
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
.
し
か
し
'
と
も
か
く
へ
　
〓
正
の
体
系
を
も
っ

て
詐
欺
封
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
郎
"
r
s
で
あ
る
。

と
り
あ
げ
ら
れ
る
作
品
は
'
ゲ
ー
テ
な
ど
の
古
典
的
作
品
か
ら
現
代
の
作
品

に
ま
で
わ
た
っ
て
い
て
へ
そ
の
敗
も
か
な
り
多
い
o
 
L
か
し
へ
そ
れ
は
〓
・
4
の

観
月
一
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
'
い
わ
ゆ
る
名
作
羅
列
主
菜
と
は
異
な

る
。
た
と
え
ば
六
学
年
の
「
物
語
詩
」
は
'
「
ウ
ル
ム
の
仕
立
屋
」
と
「
魔
王
」

と
の
共
辿
　
州
と
し
て
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
'
「
人
間
と
優
位
に
立
っ
て
い

る
自
然
の
謂
力
あ
る
い
は
ま
だ
認
識
さ
れ
て
い
な
い
自
然
の
法
則
性
と
の
対
決
」

を
テ
ー
マ
と
J
.
た
作
品
で
'
し
か
も
「
人
間
の
日
照
に
対
す
る
関
係
」
に
つ
い
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て
何
ら
か
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
(
注
8
)
　
こ
の
よ
う
に
へ

教
材
は
'
生
徒
の
認
識
諸
能
力
の
発
達
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
を
選
び
'
〓
正

の
体
系
を
も
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

教
材
の
扱
い
は
'
六
学
年
の
ば
あ
い
'
一
教
材
一
時
間
が
原
則
と
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
一
教
材
に
二
時
間
以
上
も
許
や
す
こ
と
は
ま
ず
な
さ
そ
う
で
あ

る
。
し
か
も
'
詩
を
と
り
あ
げ
る
時
期
や
時
間
に
つ
い
て
は
へ
と
-
に
「
雰
囲

気
づ
-
り
」
と
い
う
点
か
ら
'
慣
重
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
季
節
の
変
化
に
合

わ
せ
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
詩
を
扱
う
よ
う
に
計
画

さ
れ
て
い
る
の
な
ど
も
へ
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ
の
点
へ
「
春
に
は
春
の
詩
を
'

雨
の
日
に
は
雨
の
詩
を
」
と
い
わ
れ
て
い
る
わ
が
国
の
詩
教
育
の
原
則
と
も
l

S
s
g
j
s
S

詩
教
材
の
扱
い
に
つ
い
て
は
'
ま
ず
朗
読
と
暗
詞
が
虫
視
さ
れ
て
い
る
点
に

注
目
さ
せ
ら
れ
る
0
教
師
の
朗
読
は
'
と
か
-
脱
線
し
が
ち
な
説
明
な
ど
に
よ

る
導
入
よ
り
も
は
る
か
に
効
果
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
朗
読
の
た
め
に
へ
　
た
と

え
ば
「
先
王
」
の
ば
あ
い
に
み
て
き
た
よ
う
に
'
糟
級
な
作
品
分
析
(
内
容
・

構
成
・
展
開
・
リ
ズ
ム
・
綴
律
な
ど
に
わ
た
る
)
が
な
さ
れ
て
い
る
o
　
(
こ
れ

ま
で
「
朗
読
j
と
い
っ
て
き
た
の
は
'
ド
イ
ツ
語
で
V
o
r
t
r
a
g
と
よ
ば
れ
て
い

る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
語
は
'
も
と
も
と
「
人
の
前
で
何
か
を
演
じ
る

こ
と
」
で
あ
っ
て
'
わ
が
国
で
い
う
「
朗
読
」
と
は
多
少
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に

す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
'
適
切
な
語
も
な
い
の
で
'
ひ
と
ま
ず
「
朗
読
」

と
い
っ
て
お
く
こ
と
に
す
る
0
な
お
へ
「
暗
詞
」
と
い
う
の
は
t
f
r
e
i
 
V
o
r
t
r
a
g

の
こ
と
で
あ
る
。
)

授
業
の
展
開
場
面
で
は
'
学
習
目
標
が
は
っ
き
り
と
見
定
め
ら
れ
へ
　
そ
の
目

標
に
向
か
っ
て
ね
ら
れ
た
発
間
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
発
問
は
'
す
じ
の

展
開
を
と
ら
え
さ
せ
る
も
の
、
人
物
像
を
と
ら
え
さ
せ
る
も
の
'
場
面
や
心
情

を
と
ら
え
さ
せ
る
も
の
'
構
成
を
と
ら
え
さ
せ
る
も
の
へ
　
表
現
技
巧
を
と
ら
え

さ
せ
る
も
の
な
ど
多
彩
で
あ
る
が
'
い
ず
れ
も
形
象
を
き
ち
ん
と
と
ら
え
さ
せ
'

作
品
の
主
題
や
思
想
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
0
ド

イ
ツ
語
の
特
性
と
い
ヶ
こ
と
も
あ
っ
て
'
頭
韻
・
脚
韻
・
同
語
畳
用
・
母
音
の

響
き
な
ど
に
つ
い
て
も
'
内
容
と
切
り
紅
さ
な
い
形
で
'
生
徒
に
気
づ
か
せ
へ

意
識
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

授
業
展
開
の
終
結
段
階
で
は
'
生
徒
自
身
の
体
験
を
想
起
さ
せ
た
り
'
詩
の

そ
れ
と
比
較
さ
せ
た
り
し
て
い
る
o
生
徒
の
体
験
を
導
入
段
階
で
想
起
さ
せ
か

こ
と
に
は
批
判
的
で
'
む
し
ろ
〓
正
の
方
向
づ
け
が
な
さ
れ
た
段
階
で
そ
れ
を

行
な
う
べ
き
だ
と
し
て
い
る
点
は
注
目
に
あ
た
い
し
よ
う
。

ま
た
へ
　
授
業
で
獲
得
し
た
知
識
を
発
展
的
に
適
用
・
応
用
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
点
も
'
一
般
的
に
は
だ
れ
し
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
へ
　
こ
の
国

の
教
授
原
則
の
ひ
と
つ
と
し
て
み
て
お
か
を
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
0

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
詩
教
育
は
'
「
全
面
的
に
発
達
し
た
社
会
主
菜
的
人

格
の
形
成
」
を
め
ざ
す
教
育
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
'
一
定
の
体
系
を

も
っ
て
教
材
の
選
択
・
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
へ
授
業
の
展
開
に
あ

た
っ
て
は
'
徹
底
的
な
教
材
研
究
を
ふ
ま
え
て
'
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
を

た
い
せ
つ
に
し
な
が
ら
へ
形
象
を
き
ち
ん
と
と
ら
え
さ
せ
る
き
め
の
細
か
い
指

導
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
.

融
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L
i
t
e
r
a
t
u
r
u
n
t
e
r
r
i
c
h
t
.
S
.
1
2
8

L
P
.
S
.
5
1

L
i
t
e
r
a
t
u
r
u
n
t
e
r
r
i
c
h
t
.
S
.
1
3
5
f
f
.

A
.
a
.
0
.
S
.
1
1
6
f
.

3
　
文
学
教
育
の
目
標
と
課
題

-
　
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
ば
あ
い
　
-

(
「
国
語
科
教
育
し
第
2
0
集
　
全
国
大
学
E
B
l
語
教
育
学
全
編
)

(
本
学
助
教
授
)

(
追
記
)

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
国
語
教
育
・
文
学
教
育
に
つ
い
て
は
'
つ
ぎ
の
拙
稿

を
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

1
　
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
国
語
教
育
ル

ー
　
「
補
習
教
育
要
項
」
を
中
心
に
　
-

(
「
教
育
学
研
究
紀
要
」
第
1
7
巻
　
中
国
四
国
教
育
学
会
編
)

2
　
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
国
語
教
育
脚

-
　
文
学
教
育
に
お
け
る
陶
冶
と
訓
育
の
目
標
　
-

(
　
同
　
前
　
　
第
1
8
巻
)




