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シ
ョ
パ
ン
が
作
っ
た
ピ
ア
ノ
独
奏
曲
で
作
品
番
号
が
そ
れ
ぞ
れ

二
三
、三
八
、四
七
、五
二
と
打
た
れ
て
い
る
も
の
に
は
「
バ
ラ
ー
ド
」
と

い
う
題
が
付
け
ら
れ
て
い
て
、
い
た
っ
て
不
思
議
な
こ
と
だ
と
以
前
か

ら
考
え
て
い
た
。
ま
し
て
や
演
奏
家
や
音
楽
評
論
家
、
音
楽
学
や
音
楽

史
の
研
究
者
で
あ
れ
ば
、
そ
う
思
う
の
が
む
し
ろ
当
然
で
、
少
な
か
ら

ぬ
論
争
が
あ
っ
た
し
、
今
も
あ
る
。
色
々
な
論
点
が
あ
る
が
、
最
大
の

関
心
事
は
、
シ
ョ
パ
ン
の
曲
が
何
ら
か
の
詩
に
基
づ
い
て
い
る
か
、
あ

る
い
は
ど
う
「
読
め
る
か
」
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
、
比
較
的
最
近
で

は
パ
ラ
キ
ラ
ス
（
一
九
九
二
）

1
、サ
ム
ソ
ン
（
一
九
九
二
）

2
、ザ
ク
シ
ェ

フ
ス
カ
（
一
九
九
九
）

3
、
青
柳
い
づ
み
こ
（
二
〇
〇
一
）

4
、
ビ
ョ
ル
リ

ン
ク
（
二
〇
〇
二
）

5
、
ク
ラ
イ
ン
（
二
〇
〇
四
）

6
そ
し
て
ベ
ル
マ
ン

（
二
〇
一
〇
）

7
な
ど
、
純
然
た
る
ア
ナ
リ
ー
ゼ
で
は
な
い
、
か
つ
英
語
や

日
本
語
で
読
め
る
も
の
だ
け
で
も
、
こ
れ
に
関
す
る
文
献
は
結
構
あ
る
。

　

ベ
ル
マ
ン
の
近
著
は
、《
バ
ラ
ー
ド
・
ヘ
長
調
・
作
品
三
八
》
を
一
つ

の
詩
と
関
連
付
け
る
の
で
は
な
く
、「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
殉
難
と
民
族
と

し
て
の
彼
ら
の
願
望
を
音
に
よ
っ
て
語
っ
た
、
明
示
的
に
民
族
主
義
的
な

物
語
」

8
と
し
て
見
て
、三
国
分
割
以
前
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
牧
歌
的
イ
メ
ー

ジ
か
ら
始
ま
り
、
一
八
三
〇
年
の
十
一
月
蜂
起
、
翌
年
の
そ
の
挫
折
、
ミ

ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
が
予
言
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
「
復
活
」

─
と
実
際
の

歴
史
的
時
間
に
沿
っ
て
曲
を
「
読
ん
で
ゆ
く
」
と
い
う
驚
く
べ
き
書
物
だ

が
、
シ
ョ
パ
ン
の
こ
の
バ
ラ
ー
ド
が
一
九
世
紀
に
そ
う
読
ま
れ
得
た
、
あ

る
い
は
そ
う
読
ま
れ
て
当
然
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
考
古
学
的
に
証
明

し
た
い
の
か
、
そ
れ
と
も
現
在
そ
の
よ
う
に
読
め
る
と
い
う
こ
と
に
力
点

が
あ
る
の
か
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
は
し
な
い
。

　

音
楽
と
い
う
、
主
と
し
て
音
響
的
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
テ
ク
ス

ト
を
、
ど
の
よ
う
に
（
読
ん
で
）
演
奏
す
る
か
、
ど
の
よ
う
に
（
読
ん
で
）

鑑
賞
す
る
か
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
論
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
演
奏
者
や
受

容
者
の
自
由
や
権
利
と
い
っ
た
問
題
も
含
め
て
、
ア
プ
ロ
ー
チ
は
さ
ま
ざ

ま
あ
る
。
私
の
場
合
は
、
そ
う
い
う
こ
と
よ
り
も
、
シ
ョ
パ
ン
が
曲
に
バ

ラ
ー
ド
と
い
う
題
を
付
し
た
時
、
あ
る
い
は
作
品
二
三
を
作
っ
た
と
さ
れ

る
一
八
三
四
〜
五
年
頃
ま
で
、「
バ
ラ
ー
ド
」
と
い
う
言
葉
を
ど
う
了
解

し
て
い
た
の
か
、
こ
の
語
の
響
き
に
何
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
の
か
、
と

い
う
こ
と
を
知
り
た
い
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
彼
が
自
作
を
バ
ラ
ー

ド
と
命
名
し
た
行
為
を
ど
う
解
釈
で
き
る
の
か
と
い
う
、
い
わ
ば
文
化
史

的
な
興
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
文
学
へ
の
接
近
だ
っ
た
の
か
、
挑
戦
だ
っ
た

の
か
、
意
欲
的
な
実
験
だ
っ
た
の
か
、
む
し
ろ
商
業
的
な
意
匠
だ
っ
た
の

か
。

　

シ
ョ
パ
ン
は
自
分
の
曲
に
楽
曲
の
ジ
ャ
ン
ル
以
外
の
題
を
付
け
な

か
っ
た
。「
バ
ル
カ
ロ
ー
レ
」
は
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
れ
も
曲
種
と
み
な
し
得
る
。
音
楽
に
文
学
的
な
要
素
を
は
な
は
だ
し
く

バ
ラ
ー
ド
の
変
容
、
あ
る
い
は
シ
ョ
パ
ン
の
実
験
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———　〈かたち〉の変容　———
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持
ち
込
ん
だ
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ま
っ
た
く
同
世
代
の

シ
ュ
ー
マ
ン
や
リ
ス
ト
と
比
べ
れ
ば
、
シ
ョ
パ
ン
の
「
標
題
」
嫌
い
は
決

定
的
だ
っ
た
。
英
国
の
楽
譜
出
版
人
ウ
ェ
ッ
セ
ル
は
、
彼
の
作
品
《
ノ
ク

タ
ー
ン
・
作
品
九
》に「Les M

urm
ures de la Seine

セ
ー
ヌ
の
さ
ざ
め
き
」、

《
ス
ケ
ル
ツ
ォ
・
ロ
短
調
》
に
「Le Banquet infernal

地
獄
の
宴
」、《
バ

ラ
ー
ド
・
ト
短
調
・
作
品
二
三
》
に
は
「La M

éditation

瞑
想
」、《
バ
ラ
ー

ド
・
ヘ
長
調
・
作
品
三
八
》
に
「La G

racieuse

優
美
な
女ひ

と

」
等
々
と
い
っ

た
題
名
を
無
断
で
付
し
て
出
版
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
シ
ョ
パ
ン
は
、
楽

譜
の
出
版
な
ど
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
任
せ
て
い
た
友
人
ユ
リ
ア
ン
・
フ
ォ
ン
タ

ナ
宛
て
に
こ
う
書
い
て
い
る

─

　

例
の
ウ
ェ
ッ
セ
ル
に
関
し
て
言
え
ば
、
ぼ
ん
く
ら
、
ペ
テ
ン
師
。
奴
に

は
君
の
方
で
好
き
な
よ
う
に
返
事
を
し
て
く
れ
て
い
い
が
、
僕
は
《
タ
ラ

ン
テ
ッ
ラ
》
に
対
す
る
自
分
の
権
利
を
譲
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
こ
と
、

な
ぜ
な
ら
期
限
内
に
返
送
し
て
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
、
も

し
僕
の
曲
で
あ
ま
り
儲
け
が
出
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、そ
れ
は
、

僕
が
禁
止
し
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ス
テ
イ
プ
ル
ト
ン
氏
に
何
回
も
虚こ

け仮
に

さ
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
あ
あ
い
う
馬
鹿
げ
た
題
名
を
付
け
続
け
た
せ
い

に
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
も
し
も
僕
が
自
分
の
心
の
声
に
従
っ
て

い
れ
ば
、
あ
ん
な
題
名
の
後
で
は
、
も
う
奴
に
は
一
曲
も
送
っ
て
や
ら
な

か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
や
っ
て
欲
し
い
。
と
に
か
く
な
る

べ
く
虚
仮
に
し
て
や
っ
て
貰
い
た
い
。（
一
八
四
一
年
一
〇
月
九
日
付
け
、

ユ
リ
ア
ン
・
フ
ォ
ン
タ
ナ
宛
て
書
簡
）
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標
題
音
楽
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
シ
ョ
パ
ン
は

─
同
時
代
の
知

識
人
を
基
準
に
す
れ
ば

─
文
学
に
関
心
が
な
か
っ
た
。
文
章
を
書
く
こ

と
も
好
ま
な
か
っ
た
。
当
時
の
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
ロ
マ
ン
主
義
時
代
の

藝
術
家
の
中
で
は
異
例
だ
。
彼
が
残
し
た
唯
一
の
テ
ク
ス
ト
と
い
っ
て
い

い
書
簡
類
を
見
て
も
、
文
学
に
関
す
る
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

オ
ペ
ラ
を
、
そ
れ
も
民
族
的
、
ス
ラ
ヴ
的
オ
ペ
ラ
を
書
い
て
く
れ
と
い

う
要
望
が
色
々
な
方
面
か
ら
あ
っ
て
も
、
一
切
応
じ
な
か
っ
た
。
た
と
え

ば
、
シ
ョ
パ
ン
が
二
一
歳
の
時
、
若
干
年
長
の
友
人
、
詩
人
ス
テ
フ
ァ
ン
・

ヴ
ィ
ト
フ
ィ
ツ
キ
は
こ
う
説
い
た

─

　

か
く
な
る
上
は
、
君
は
絶
対
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
オ
ペ
ラ
の
創
始
者
に
な

る
べ
き
だ
。
君
な
ら
な
れ
る
し
、ポ
ー
ラ
ン
ド
の
国
民
的
作
曲
家
と
し
て
、

測
り
知
れ
ぬ
ほ
ど
広
大
な
活
躍
の
場
を
自
ら
の
才
能
の
た
め
に
切
り
開
く

こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
途
方
も
な
い
名
声
を
手
に
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
を
、
僕
は
深
く
、
深
く
確
信
し
て
い
る
。
と
に
か
く
ひ
た
す
ら
心
が
け

る
こ
と
だ

─
一
に
民
族
性
、
二
に
民
族
性
、
そ
し
て
三
に
も
民
族
性
を
。

こ
れ
は
、
凡
庸
な
作
家
連
中
に
は
た
だ
の
空
疎
な
言
葉
に
過
ぎ
な
い
が
、

君
の
よ
う
な
才
能
に
と
っ
て
は
、
そ
う
で
は
な
い
の
だ
。（
一
八
三
一
年

七
月
六
日
付
け
シ
ョ
パ
ン
宛
て
書
簡
）

10

　

シ
ョ
パ
ン
が
作
曲
を
学
ん
だ
師
は
ユ
ゼ
フ
・
エ
ル
ス
ネ
ル
と
い
う
作
曲

家
だ
っ
た
が
、
エ
ル
ス
ネ
ル
は
、
二
七
篇
も
の
オ
ペ
ラ
を
書
き
、
そ
の
多

く
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
史
に
取
材
し
た
、
い
わ
ば
民
族
物
で
あ
っ
た
。
他
に
も

ミ
サ
曲
、
オ
ラ
ト
リ
オ
、
カ
ン
タ
ー
タ
な
ど
の
声
楽
曲
を
作
っ
て
い
る
。

そ
の
エ
ル
ス
ネ
ル
も
、
シ
ョ
パ
ン
に
対
し
て
、
オ
ペ
ラ
を
書
い
て
ロ
ッ

シ
ー
ニ
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
の
仲
間
入
り
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
望
ん
で

い
て
、「
オ
ペ
ラ
に
よ
っ
て
こ
そ
不
朽
の
名
を
残
す
べ
き
で
す
」
と
言
っ

て
い
た
（
一
八
三
一
年
一
一
月
二
七
日
付
け
、
姉
ル
ド
ヴ
ィ
カ
の
シ
ョ
パ
ン
宛



8

て
書
簡
）

11
。

　

シ
ョ
パ
ン
が
出
国
し
て
三
週
間
ほ
ど
で
決
起
し
た
対
ロ
シ
ア
の
十
一

月
蜂
起
は
、
翌
一
八
三
一
年
の
九
月
に
鎮
圧
さ
れ
る
が
、
そ
の
挫
折
を
挟

む
よ
う
に
前
後
相
次
い
だ
、
こ
う
し
た
オ
ペ
ラ
作
曲
の
要
請
に
対
し
て
、

シ
ョ
パ
ン
自
身
は
、
あ
く
ま
で
「
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て
世
の
中
を
渡
っ
て

ゆ
く
こ
と
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
」
と
応
じ
て
い
る

12
。
シ
ョ
パ
ン
は
オ

ペ
ラ
が
好
き
だ
っ
た
。
よ
く
聴
き
に
行
っ
て
い
た
し
、
手
紙
で
は
オ
ペ
ラ

に
つ
い
て
の
言
及
も
多
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
人

た
ち
が
切
望
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
オ
ペ
ラ
は
書
か
な
か
っ
た
。

声
楽
曲
を
本
気
で
書
く
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
現
在
流
通
し
て
い

る
《
歌
曲
集
》（
作
品
番
号
七
四
）
と
い
う
の
は
何
な
の
か
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
こ
れ
は
彼
の
死
後
に
ユ
リ
ア
ン
・
フ
ォ
ン
タ
ナ
が
ま
と
め
て
、

い
わ
ば
勝
手
に
出
版
し
た
も
の
で
、
作
曲
者
本
人
に
は
出
版
の
意
思
が
な

か
っ
た
も
の
で
あ
る
。《
歌
曲
集
》
の
初
版
に
は
一
八
五
九
年
一
月
付
け

の
編
者
の
序
文
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
フ
ォ
ン
タ
ナ
自
身
が
こ
う
認
め
て
い

る
の
は
、
せ
め
て
も
の
弁
解
の
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か

─

　

し
か
し
言
葉
は
音
楽
に
対
し
て
、
思
考
の
あ
る
種
の
秩
序
を
、
ス
タ
イ

ル
や
曲
調
を
強
制
す
る
。
シ
ョ
パ
ン
は
決
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
よ
し
と

し
な
か
っ
た
。
ま
た
外
国
語
の
詩
に
曲
を
付
け
る
と
い
う
こ
と
も
一
度
と

し
て
試
み
た
こ
と
が
な
い
。

13

　

シ
ョ
パ
ン
は
自
分
の
作
っ
た
歌
曲
を
コ
ン
サ
ー
ト
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

載
せ
た
こ
と
が
一
度
も
な
い
。
つ
ま
り「
作
品
」と
し
て
考
え
て
い
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
歌
曲
の
多
く
が
、
友
人
に
頼
ま
れ
て
、
特
に
女

性
の
「
ア
ル
バ
ム
」
に
書
き
込
ん
で
ち
ょ
っ
と
し
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
す
る

た
め
に
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
余
興
に
供
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
、
い
わ

ば
私
的
、
サ
ロ
ン
的
、
社
交
的
な
用
途
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の

主
題
や
曲
調
も
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　

音
楽
と
言
葉
の
関
係
に
つ
い
て
見
る
限
り
、
シ
ョ
パ
ン
の
こ
う
し
た
姿

勢
は
ロ
マ
ン
主
義
の
範
疇
か
ら
逸
脱
す
る
。
彼
の
文
体
自
体
が
ロ
マ
ン
主

義
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
は
縷
々
記
さ
な
い
が
、

事
実
だ
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。

　

ち
な
み
に
、
現
存
す
る
シ
ョ
パ
ン
の
書
簡
で
初
め
て
ロ
マ
ン
主
義
に

関
連
す
る
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
、
一
八
二
六
年
の
友
人
あ
て
手
紙
で
、

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
《
魔
弾
の
射
手
》
に
触
れ
な
が
ら
、「
彼
の
ド
イ
ツ
的
な

性
格
、
例
の
妙
な
浪
漫
性
〔ow

a dziw
na rom

antyczność

〕」
14

と
表
現
し

て
い
る
箇
所
だ
が
、
肯
定
的
な
使
い
方
と
は
と
ら
え
が
た
い
。
こ
こ
で

使
わ
れ
て
い
るdziw

na

と
い
う
形
容
詞
を
「
不
思
議
な
」
と
訳
す
こ
と

も
で
き
、
そ
う
す
る
と
日
本
語
で
は
い
き
お
い
肯
定
的
な
響
き
に
な
る

が
、
一
八
三
一
年
に
パ
リ
で
の
新
し
い
生
活
が
始
ま
る
ま
で
の
シ
ョ
パ
ン

の
書
簡
に
現
れ
る
こ
の
形
容
詞
の
用
い
ら
れ
方
を
吟
味
検
討
し
た
上
で
、

「
妙
な
」
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。rom

antyczność

と
い
う
単
語
も
、「
ロ

マ
ン
主
義
」
と
訳
し
た
い
誘
惑
は
常
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
現
在
普
通

に
ロ
マ
ン
主
義
と
訳
す
単
語rom

antyzm

は
当
時
ま
だ
使
わ
れ
て
お
ら

ず
、rom

antyczność

が
そ
れ
に
相
当
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。

　

一
八
二
八
年
、
自
然
科
学
者
の
フ
ェ
リ
ク
ス
・
ヤ
ロ
ツ
キ
と
と
も
に
ワ

ル
シ
ャ
ワ
を
九
月
九
日
に
発
ち
、
一
四
日
に
ベ
ル
リ
ン
に
着
い
た
シ
ョ
パ

ン
は
、
乗
合
馬
車
に
揺
ら
れ
な
が
ら
、
こ
ん
な
観
察
を
し
て
い
る

─

　

僕
た
ち
の
旅
の
同
行
者
は
、
ポ
ズ
ナ
ン
在
住
の
ド
イ
ツ
人
で
、
重
苦
し
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い
、
ド
イ
ツ
的
な
冗
談
が
特
徴
的
な
法
律
家
一
人
と
、
駅
馬
車
で
（
頻
繁

な
旅
行
ゆ
え
）
学
問
の
出
来
上
が
っ
た
、
肥
え
た
プ
ロ
イ
セ
ン
人
農
学
者

一
人
。
そ
ん
な
メ
ン
バ
ー
で
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト〔
ア
ン
・
デ
ア
・
オ
ー
デ
ル
〕

の
一
つ
手
前
の
駅
ま
で
辿
り
着
い
た
の
で
と
こ
ろ
へ
も
う
一
人
、
ド
イ
ツ

版
コ
リ
ン
ナ
と
も
い
う
べ
き
、
や
た
ら
とA

ch!  Ja! N
ein! 

を
連
発
す
る
、

要
す
る
に
正
真
正
銘
の
ロ
マ
ン
主
義
ぶ
り
っ
こ
〔rom

antyczna pupka

〕

が
乗
り
込
ん
で
き
て
、
道
中
ず
っ
と
隣
の
法
律
家
に
対
し
て
腹
を
立
て
て

い
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
面
白
く
て
、
気
散
じ
に
な
り
ま
し
た
。

15

　

コ
リ
ン
ナ
（K

orynna

）
と
い
う
の
は
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
の
書
い
た
小

説
『
コ
リ
ン
ヌ
、
或
は
イ
タ
リ
ア
』

16
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
も
流
行
し
て
で

き
た
言
葉
の
よ
う
で
、「
ぶ
り
っ
こ
」
と
苦
し
い
訳
を
し
たpupka

は
、

衣
裳
や
化
粧
の
様
子
は
い
い
が
、
中
味
の
な
い
、
人
形
の
よ
う
な
女
も
し

く
は
男
を
指
し
た
一
九
世
紀
前
半
の
単
語
で
、
今
で
は
死
語
に
な
っ
て
い

る
。「
気
取
り
屋
」「
カ
マ
ト
ト
」も
考
え
た
が
、ど
れ
も
し
っ
く
り
こ
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
十
代
の
シ
ョ
パ
ン
が
使
っ
た
「
浪
漫
性
」「
浪
漫
的
」

の
語
に
は
皮
肉
や
批
判
の
響
き
が
強
い
。

＊

　

フ
ラ
ン
ツ
・
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
や
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ェ
の
作
品
の
よ
う
に
、

シ
ョ
パ
ン
以
前
に
も
バ
ラ
ー
ド
と
い
う
楽
曲
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
ど

れ
も
、
文
学
作
品
と
し
て
の
バ
ラ
ー
ド
の
歌
詞
に
曲
や
伴
奏
を
付
し
た
歌

曲
だ
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
作
曲
家
マ
リ
ア
・
シ
マ
ノ
フ
ス
カ
が
、
ミ

ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
バ
ラ
ー
ド
か
ら
ご
く
一
部
の
言
葉
を
切
り
取
っ
て

曲
を
付
け
た
歌
曲
、「
シ
フ
ィ
テ
ジ
ャ
ン
カ
」
を
一
八
二
八
年
に
出
版
し

て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
歌
曲
で
あ
り
、
そ
れ
も
小
曲
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
シ
ョ
パ
ン
の
バ
ラ
ー
ド
に
は
言
葉
が
な
い
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン

の
《
無
言
歌
》
の
よ
う
に
小
品
で
も
な
い
。
私
は
そ
こ
に
、
つ
ま
り
歌
詞

を
伴
わ
な
い
、
比
較
的
規
模
の
大
き
い
、
ピ
ア
ノ
独
奏
の
純
粋
な
器
楽
曲

を
バ
ラ
ー
ド
と
命
名
し
た
こ
と
に
、
シ
ョ
パ
ン
の
挑
戦
的
な
姿
勢
を
感
じ

る
。

　

そ
も
そ
も
彼
が
最
初
の
《
バ
ラ
ー
ド
・
ト
短
調
・
作
品
二
三
》
を

一
八
三
六
年
六
月
に
ラ
イ
プ
チ
ヒ
で
出
版
す
る
ま
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の

空
間
で
、
バ
ラ
ー
ド
と
い
う
言
葉
は
ど
の
よ
う
な
外
示
、
共
示
を
持
つ
単

語
だ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ま
で
こ
う
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
、
調
べ
ら
れ
た

形
跡
は
、
私
が
知
る
限
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
内
で
も
外
で
も
な
い
。

　

ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
バ
ラ
ー
ド
、ballada

17
の
語
は
、
欧
州
共
通
語
と
し

て
中
世
ま
で
遡
り
得
る
そ
の
古
い
語
源
は
別
と
し
て
、
使
用
の
実
態
か
ら

み
れ
ば
、
一
八
一
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
直
接
に
は
ド
イ
ツ

語B
allade

か
ら
の
借
用
語
と
し
て
使
わ
れ
始
め
た
と
言
え
る
。
具
体
的

に
は
一
八
一
六
年
の
月
刊
文
藝
誌
『
パ
ミ
ェ
ン
ト
ニ
ク
・
ヴ
ァ
ル
シ
ャ
フ

ス
キPam

iętnik W
arszaw

ski

』
一
五
号
に
、
ユ
ゼ
フ
・
デ
ィ
オ
ニ
ズ
ィ
・

ミ
ナ
ソ
ー
ヴ
ィ
チ
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ラ
ー
の
詩
「
潜
水
夫
」
を
翻
訳

し
掲
載
し
た
「N

urek. Ballada

潜
水
夫
。
バ
ラ
ー
ド
」
あ
た
り
が
ポ
ー

ラ
ン
ド
語
と
し
て
公
け
に
使
用
さ
れ
た
初
の
例
だ
ろ
う

18
。
ミ
ナ
ソ
ー

ヴ
ィ
チ
は
、
同
じ
年
の
三
月
一
一
日
に
「
Ａ
・
Ｃ
公

19
の
求
め
に
応
じ
て
」

ゲ
ー
テ
の「
魔
王
」も「W

ilkołak. Ballada

狼
男
。
バ
ラ
ー
ド（Erlkönig

）」

と
題
し
て
翻
訳
し
た
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
る
が

20
、
こ
れ
は
す
ぐ
に
は
印

刷
公
表
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
二
年
後
に
は
、
ヤ
ン
・
ネ
ポ

ム
ツ
ェ
ン
・
カ
ミ
ン
ス
キ
が
シ
ラ
ー
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
訳
詩
集
『
バ
ラ
ー

ド
と
歌
』
を
出
版
し
た

21
。
さ
ら
に
翌
一
八
一
九
年
、
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
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ア
ウ
グ
ス
ト
・
ビ
ュ
ル
ガ
ー
の
バ
ラ
ー
ド
「
レ
ノ
ー
レ
」
の
ポ
ー
ラ
ン
ド

語
訳
が
出
た
が
、実
に
原
作
発
表
（
一
七
七
四
年
）
後
、半
世
紀
近
く
も
た
っ

て
の
紹
介
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
ウ
ィ
ー
ン
会
議
後
に
相
次
い
で
ド
イ
ツ
の
バ
ラ
ー
ド
が
紹

介
さ
れ
る
ま
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
バ
ラ
ー
ド
と
い
う
言
葉
は
な
か
っ
た
。

言
葉
が
な
か
っ
た
か
ら
、
似
た
よ
う
な
内
容
の
ジ
ャ
ン
ル
が
な
か
っ
た

か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
く
、
か
な
り
近
い
も
の
に
「dum

a

〔
ド
ゥ
ー

マ
〕」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
ド
ゥ
ー
マ
と
い
う
言
葉
は
「
歌
」
の
意

味
で
多
様
な
指
示
内
容
を
は
ら
み
な
が
ら
、
民
衆
的
な
も
の
も
文
学
的
な

も
の
も
含
め
、
中
世
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
が
、
一
八
世
紀
末
に
は
特
定
の

勇
者
や
歴
史
上
の
偉
人
を
弔
い
、
そ
の
功
績
を
賞
揚
す
る
多
く
の
ド
ゥ
ー

マ
が
書
か
れ
出
し
た
。
こ
の
種
の
も
の
で
と
り
わ
け
有
名
な
の
が
、
オ
シ

ア
ン
の
歌
に
触
発
さ
れ
て
書
い
た
と
い
う
フ
ラ
ン
チ
シ
ェ
ク
・
カ
ル
ピ
ン

ス
キ
の
「D

um
a Lukierdy

ル
キ
ェ
ル
ダ
の
ド
ゥ
ー
マ
」（
一
七
八
〇
年
頃
執

筆
、
一
七
八
二
年
刊
）
や
、
ユ
リ
ア
ン
・
ウ
ル
ス
ィ
ン
・
ニ
ェ
ム
ツ
ェ
ー

ヴ
ィ
チ
の「D

um
a o Żółkiew

skim

ジ
ュ
ウ
キ
ェ
フ
ス
キ
に
寄
せ
る
ド
ゥ
ー

マ
」（
一
七
八
六
年
執
筆
？
）、「D
um

a o Stefanie Potockim

ス
テ
フ
ァ

ン
・
ポ
ト
ツ
キ
に
寄
せ
る
ド
ゥ
ー
マ
」（
一
七
八
八
年
執
筆
？
）、「D

um
a o 

kniaziu M
ichale G

lińskim

ミ
ハ
ウ
・
グ
リ
ン
ス
キ
殿
に
寄
せ
る
ド
ゥ
ー

マ
」（
一
八
〇
三
年
作
）
な
ど
の
作
品
で
、
い
ず
れ
も
伝
説
上
あ
る
い
は
史

上
名
高
い
人
物
を
詠
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
プ

レ
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
形
成
す
る
近
代
的
ド
ゥ
ー
マ
で
あ
り
、
バ
ラ
ー

ド
の
前
身
と
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
典
型
の
よ
う
に
、
題
が
「
○
○
の
ド
ゥ
ー
マ
」「
○
○
に

寄
せ
る
ド
ゥ
ー
マ
」
と
あ
っ
て
、
内
容
も
○
○
と
い
う
人
物
と
そ
の
事

績
を
歌
い
上
げ
る
も
の
の
後
に
、
ニ
ェ
ム
ツ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
は
「Alonzo i 

H
elena. D

um
a naśladow

ana z angielskiego

ア
ロ
ン
ゾ
と
ヘ
レ
ナ

─

英
国
風
ド
ゥ
ー
マ
」（
一
八
〇
二
年
作
）
や
「Sen M

arysi. D
um

a

マ
リ

シ
ャ
の
夢

─
ド
ゥ
ー
マ
」（
一
八
二
〇
年
作
）
と
い
う
よ
う
な
、
異
な

る
発
想
と
題
を
持
つ
詩
も
書
い
て
い
て
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
れ
ら
が

い
ず
れ
も
英
語
の
バ
ラ
ー
ド
的
作
品
を
下
敷
き
に
し
た
翻
案
で
あ
り
な

が
ら

22
、
ニ
ェ
ム
ツ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
が
ド
ゥ
ー
マ
と
い
う
古
い
呼
称
に
こ
だ

わ
っ
て
、
つ
い
ぞ
バ
ラ
ー
ド
と
い
う
新
語
を
導
入
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
。

「Zim
a. D

um
a naśladow

ana z angielskiego

冬

─
英
国
風
ド
ゥ
ー
マ
」

（
一
八
〇
三
年
作
）
と
い
う
短
い
詩
な
ど
も
、
そ
の
原
作
は
同
定
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
に
住
ん
で
い
た
時
代
の
作
品
で
も
あ
り
、
副
題

通
り
、
読
ん
だ
味
わ
い
も
い
た
っ
て
英
国
文
学
風
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
固
有

の
名
詞
は
現
れ
ず
、
偉
人
に
捧
げ
た
弔
歌
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
作
品
と

な
っ
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
文
学
の
バ
ラ
ー
ド
がballada

と
し
て
輸
入
、
紹
介
さ
れ
始

め
て
も
「Artur i M

inw
ana. D

um
a

ア
ル
ト
ゥ
ル
と
ミ
ン
ヴ
ァ
ナ

─

ド
ゥ
ー
マ
」（
一
八
一
八
年
作
）、「Ludm

iła w
 O

jcow
ie. D

um
a. W

iersz 
m

iarow
y

オ
イ
ツ
フ
の
ル
ド
ミ
ワ

─
ド
ゥ
ー
マ
」（
一
八
一
八
年
作
）、

「O
ldyna. D

um
a galicyjska

オ
ル
デ
ィ
ナ

─
ガ
リ
ツ
ィ
ア
の
ド
ゥ
ー

マ
」（
一
八
一
九
年
作
）、「Alfred. D

um
a

ア
ル
フ
レ
ッ
ト

─
ド
ゥ
ー
マ
」

（
一
八
二
一
年
作
？
）、「D

um
a. M

eliton i Ew
elina

ド
ゥ
ー
マ

─
メ
リ

ト
ン
と
エ
ヴ
ェ
リ
ナ
」（
一
八
二
一
年
作
）
等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
詩
人
が

ド
ゥ
ー
マ
と
銘
打
っ
た
詩
を
書
い
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
す
で
に
歴

史
的
偉
人
の
挽
歌
で
は
な
く
、
名
も
な
い
、
む
し
ろ
庶
民
を
主
人
公
に
設

定
す
る
こ
と
で
、
よ
り
バ
ラ
ー
ド
に
近
づ
い
て
い
た
。
だ
が
、
す
べ
て
の

ド
ゥ
ー
マ
に
は
死
が
描
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。dum

a

は
静
か
に
も

の
思
う
、
と
り
わ
け
過
去
や
故
人
を
ふ
り
か
え
っ
て
瞑
想
す
る
と
い
う
意
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味
の
動
詞
ド
ゥ
マ
ッ
チdum

ać

と
連
な
る
言
葉
な
ら
で
は
の
こ
と
か
も

し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
て
一
九
世
紀
初
頭
の
段
階
で
は
、
文
学
的
ド
ゥ
ー
マ
と
は
別

に
、
ド
ゥ
ー
マ
は
、
特
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
地
方
で
行
わ
れ
る
民
間
の
物
語
歌

と
し
て
も
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
戦
に
出
か
け
る
騎

士
や
若
者
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
後
に
と
り
残
さ
れ
た
女
性
の
悲
嘆
を

歌
う
、
し
ば
し
ば
悲
劇
的
な
結
末
を
持
つ
叙
事
的
・
感
傷
的
ド
ゥ
ー
マ

と
、
超
自
然
現
象
や
妖
怪
に
つ
い
て
物
語
る
怪
奇
的
ド
ゥ
ー
マ
な
ど
が
少

な
か
ら
ず
流
通
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
民
間
伝
承
の
色
合
い
が
濃
く
な
れ

ば
な
る
ほ
ど
、
ド
ゥ
ー
マ
は
バ
ラ
ー
ド
に
近
づ
い
た
と
言
う
べ
き
な
の
だ

が
、
結
局
一
九
世
紀
後
半
に
入
っ
て
、
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
姿
を
消
す
。
恐

ら
く
は
、
日
本
語
の
「
挽
歌
」
の
よ
う
に
、
古
代
的
、
前
時
代
的
な
響
き

が
強
く
な
り
、
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
ド
ゥ
ー
マ
と
翻
訳
詩
の
バ
ラ
ー
ド
が
共
存
す
る
中
、

一
八
二
二
年
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
手
に
な
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
詩
に
初
め

て
「
バ
ラ
ー
ド
」
と
い
う
題
が
冠
せ
ら
れ
て
発
表
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
で

一
七
九
七
年
が
「
バ
ラ
ー
ド
の
年
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
年

は
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
に
お
け
る
「
バ
ラ
ー
ド
の
年
」
と
呼
ば
れ
て
よ
い
ほ
ど
、

ballada

と
い
う
、
耳
慣
れ
ぬ
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
南
欧
語
を
想
わ
せ

る
新
奇
な
響
き
の
単
語
が
一
挙
に
流
行
し
始
め
た
年
だ
っ
た
。

　

こ
の
年
、
ヴ
ィ
ル
ノ
市
（W

ilno

─
現
在
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
の
首
都

ヴ
ィ
リ
ニ
ュ
スV

ilnius

）
の
月
刊
文
藝
誌
『D

ziennik W
ileński

ジ
ェ
ン
ニ

ク
・
ヴ
ィ
レ
ン
ス
キ
』
に
ア
ダ
ム
・
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
「Św

itezianka. 
Ballada

シ
フ
ィ
テ
ジ
ャ
ン
カ

─
バ
ラ
ー
ド
」
と
ト
マ
シ
ュ
・
ザ
ン

23

の
「C

yganka. Ballada

ジ
プ
シ
ー
女

─
バ
ラ
ー
ド
」
が
相
次
い
で
掲

載
さ
れ
た
。
前
者
に
は
「
近
日
中
に
公
刊
さ
れ
る
予
定
の
詩
集
『
バ
ラ
ー

ド
と
ロ
マ
ン
ス
』
か
ら
」
と
い
う
注
記
も
添
え
ら
れ
て
い
た
。
一
方
ま
っ

た
く
時
を
同
じ
く
し
て
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
も
、
シ
ラ
ー
の
バ
ラ
ー
ド
を
数
年

前
に
掲
載
し
た
雑
誌
『
パ
ミ
ェ
ン
ト
ニ
ク
・
ヴ
ァ
ル
シ
ャ
フ
ス
キ
』
に
二

篇
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
バ
ラ
ー
ド
が
掲
載
さ
れ
た
。
ユ
ゼ
フ
・
ボ
フ
ダ
ン
・

ザ
レ
ス
キ

24
の
「Lubor. Ballada z pow

ieści ludu 

ル
ボ
ル

─
民
衆
の

物
語
に
よ
る
バ
ラ
ー
ド
」と
ス
テ
フ
ァ
ン
・
ヴ
ィ
ト
フ
ィ
ツ
キ

25
の「Xenor 

i Zelina. Ballada 

ク
セ
ノ
ル
と
ツ
ェ
リ
ナ

─
バ
ラ
ー
ド
」
で
あ
る
。
こ

の
二
人
は
、
と
も
に
シ
ョ
パ
ン
よ
り
八
、九
歳
年
上
で
、
や
が
て
シ
ョ
パ

ン
と
親
し
く
し
、
シ
ョ
パ
ン
に
歌
曲
を
作
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
詩
人

で
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
文
学
者
で
は
最
も
シ
ョ
パ
ン
に
近
か
っ
た
人

物
た
ち
だ
と
言
っ
て
い
い
。
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
も
含
め
、
や
が
て
シ
ョ

パ
ン
と
知
り
合
う
こ
う
い
う
詩
人
た
ち
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
初
の
バ
ラ
ー

ド
を
発
表
し
た
と
い
う
事
実
は
見
逃
せ
な
い
。
ち
な
み
に
、「
ジ
プ
シ
ー

女
」
の
他
に
も
「
ベ
キ
ェ
シ
ュ
の
バ
ラ
ー
ド
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
を
早
く

一
八
一
八
年
に
書
い
て
い
た
、
ヴ
ィ
ル
ノ
の
詩
人
グ
ル
ー
プ
を
代
表
す
る

ザ
ン
は
、
反
ロ
シ
ア
的
活
動
の
廉
で
ロ
シ
ア
奥
地
に
流
さ
れ
、
ワ
ル
シ
ャ

ワ
に
上
る
こ
と
も
な
く
、
西
欧
に
も
亡
命
し
な
か
っ
た
の
で
、
シ
ョ
パ
ン

と
の
接
点
は
な
か
っ
た
。

　

こ
の
際
、
こ
れ
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
バ
ラ
ー
ド
の
先
駆
者
た
ち
の
詩
に

シ
ョ
パ
ン
が
作
曲
し
た
歌
曲
を
挙
げ
て
お
く
。
フ
ォ
ン
タ
ナ
が
編
ん
だ

シ
ョ
パ
ン
歌
曲
集
に
収
め
る
一
九
曲
の
う
ち
、
実
に
一
五
曲
に
の
ぼ
る

26

─
ザ
レ
ス
キ

─
「
素
敵
な
若
者
」「
ふ
た
と
お
り
の
結
末
」「
あ
る
べ
き
も

の
な
く
」（「
ド
ゥ
ム
カ
」
と
題
さ
れ
た
も
の
と
同
曲
）

ヴ
ィ
ト
フ
ィ
ツ
キ

─
「
願
い
」「
春
」「
悲
し
い
河
」「
酒
場
の
唄
」「
好
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き
な
場
所
」「
使
い
」「
つ
わ
も
の
」「
指
輪
」「
魔
法
」

ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ

─
「
私
の
前
か
ら
消
え
て
！
」「
僕
の
可
愛
い
甘

え
ん
ぼ
さ
ん
」

　

一
八
二
二
年
の
ほ
ぼ
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
こ
れ
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
語

初
の
バ
ラ
ー
ド
四
篇
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
す
べ
て
こ
こ
に
訳
出
す
べ
き
だ

が
、
と
り
あ
え
ず
は
最
も
短
い
「
ル
ボ
ル
」
の
み
掲
げ
る

─

ル
ボ
ル

　

 
 

民
衆
の
物
語
に
よ
る
バ
ラ
ー
ド

疲
弊
し
た
軍
勢
に
休
息
の
時
を
与
え
る
と
、

　

年
老
い
た
猛
将
ル
ボ
ル
は
独
り

黒
毛
馬
に
跨
り
、
暗
い
夜
の
闇
を

　

黒
々
と
し
た
太
古
の
森
へ
分
け
入
っ
て
ゆ
く
。

戦
で
勝
ち
取
っ
た
旗
の
数
々
が

　

遠
く
、
塚
に
突
き
立
て
ら
れ
て
風
に
鳴
り
、

ち
り
ぢ
り
と
な
っ
た
軍
歌
の
木
霊
に

　

怯
え
る
獣
た
ち
は
逃
げ
ま
ど
う
。

馬
上
の
大
将
は
、
騎
乗
槍
術
試
合
に

　

う
ち
過
ご
し
た
青
春
を
懐
か
し
み
、

傷
跡
を
数
え
、
冒
険
を
指
折
り
数
え
て
は
、

　

新
た
な
遠
征
を
夢
想
し
た
。

す
べ
て
が
黙
し
た
…
…
と
、
路
傍
の
叢
で
何
か
が
跳
ね
た
が

　

ず
ん
ず
ん
と
進
む
大
将
に
は
聞
こ
え
な
い
。

古
い
樫
の
木
の
下
、
物
音
ひ
と
つ
な
い
静
寂
の
中

　

森
の
女
神
た
ち
が
集
ま
っ
た
。

そ
れ
は
残
忍
な
ル
サ
ル
カ
た
ち
の
集
団
。

　

そ
の
一
人
が
凄
み
、
叫
ん
だ

─

「
一
体
何い

つ時
ル
ボ
ル
は
、
何
時
に
な
っ
た
ら
こ
の
命
知
ら
ず
は
、

　

血
腥
い
戦
い
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

死
神
が
槍
試
合
場
か
ら
片
付
け
た

　

若
い
身
空
の
騎
士
た
ち
は
あ
ん
な
に
も
大
勢
。

身
罷
っ
た
息
子
達
、
恋
人
達
を
悼
ん
で

　

泣
く
母
親
達
、
女
達
。

半
世
紀
も
戦
に
明
け
暮
れ
て
、

　

人
の
血
を
流
し
続
け
る
冷
血
漢
…
…

さ
て
は
神
々
、
ル
ボ
ル
の
胸
を

　

不
撓
の
鎧
で
蔽
わ
れ
た
か
。

勲
功
は
も
う
充
分
だ
ろ
う

─
息
の
時
だ
、
老
人
よ
！

　

そ
の
鋭
敏
な
瞼
を
閉
じ
る
時
が
来
た
の
だ
。

間
も
な
く
お
前
は
弓
も
楯
も
打
ち
棄
て
て

　

眠
り
に
つ
く

─
永と

わ久
の
眠
り
に
つ
く
の
だ
」

と
言
っ
て
ル
サ
ル
カ
は
霧
の
闇
に
消
え
失
せ
た
。

　

あ
と
に
は
黒
々
と
し
た
太
古
の
森
が
そ
よ
め
く
ば
か
り
。

何
も
知
ら
ず

─
黒
毛
の
馬
に
跨
っ
て

　

年
老
い
た
猛
将
、
ル
ボ
ル
は
行
く
。

す
る
と
遠
く
か
ら
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
が

　

暗
い
叢
を
通
し
て
聞
こ
え
き
て
、

ル
ボ
ル
は
何
と
も
抑
え
難
い
喉
の
渇
き
に
見
舞
わ
れ
た
。

　

泉
の
方
へ

─
谷
を
下
り
て
ゆ
き

水
を
飲
み
干
し
、
す
っ
か
り
人
変
わ
り
し
た
ル
ボ
ル
、
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睡
魔
に
よ
っ
て
瞼
が
閉
ざ
さ
れ
、

馬
を
下
り
、
岩
の
上
で
寝
入
っ
た

─

　

寝
入
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
永
久
の
眠
り
。

そ
れ
を
感
じ
た
駿
馬
、
風
の
如
く
に
翔
り
、

　

そ
の
脚
音
、
眠
る
者
達
を
脅
か
し
、

武
者
達
の
陣
営
に
躍
り
込
ん
で
は

　

嘶
い
て
司
令
官
の
死
を
告
げ
る
。

陣
中
た
ち
ま
ち
騒
然
と
し
て

　

恐
怖
が
猛
者
達
の
隊
伍
を
乱
す
。

一
同
散
開
し
て
大
将
を
探
す
が
、

　

手
を
尽
く
し
て
も
甲
斐
は
な
し
。

夜
が
明
け
て
、
騎
士
の
群
れ
は

　

再
び
武
勲
を
求
め
て
戦
場
へ
向
か
い
、

戦
の
歌
が
四
方
に
響
き
わ
た
り
、

　

弔
い
の
歌
が
響
き
わ
た
っ
た
。

勇
将
は
し
か
し
森
の
片
隅
に
横
た
わ
り

　

永
遠
に
同
じ
姿
勢
の
石
と
化
し
た
。

足
元
に
は
草
の
生
い
茂
っ
た
兜
と
弓
、

　

そ
の
手
に
は
半
ば
抜
き
か
か
っ
た
剣
。

そ
し
て
北
方
か
ら
恐
る
べ
き
嵐
が

　

黒
々
と
し
た
太
古
の
森
を
轟
か
せ
る
時
、

眼
を
さ
ま
し
、
錆
び
つ
い
た
剣
を
抜
か
ん
と
す
る

　

年
老
い
た
猛
将
、
ル
ボ
ル
。

27

　

生
前
、
つ
ま
り
一
九
世
紀
前
半
は
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
な
ど
と
同

列
の
す
ぐ
れ
た
詩
人
と
し
て
賞
賛
さ
れ
て
い
た
ザ
レ
ス
キ
に
は
、
実
は

「
ド
ゥ
ー
マ
」
や
「
ド
ゥ
ム
カ
〔dum

ka

─

dum
a

の
指
小
形
〕」
と
題
す

る
作
品
の
方
が
は
る
か
に
多
く
、
バ
ラ
ー
ド
と
題
し
た
作
品
は
ご
く
少
な

い
。
ザ
レ
ス
キ
が
故
郷
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
風
土
や
言
葉
に
自
ら
を
は
な
は
だ

強
く
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
て
い
た
こ
と
と
も
、
こ
れ
は
関
わ
っ
て
い

る
だ
ろ
う
。
ル
ボ
ル
は
固
有
名
詞
で
は
あ
っ
て
も
、
何
ら
具
体
的
な
人
物

を
指
す
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
武
将
の
死
を
歌
い
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
歴

史
へ
の
参
照
は
な
く
、
死
の
原
因
は
あ
く
ま
で
非
人
間
的
な
妖
怪
の
仕
業

で
あ
る
。「
民
衆
の
物
語
に
よ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
一
〇
音
節
＋
八
音

節
と
い
う
長
め
の
対
句
を
連
続
さ
せ
る
、
有
節
性
も
な
い
詩
形
は
、
ザ
ン

の
「
ジ
プ
シ
ー
女
」
や
後
に
触
れ
る
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
「
百
合
の
花
」

の
よ
う
に
、
韻
律
の
上
で
民
謡
・
民
話
を
手
本
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
意
味
で
「
ル
ボ
ル
」
は
正
に
ド
ゥ
ー
マ
と
バ
ラ
ー
ド
の
中
間
形

だ
が
、
こ
の
時
代
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
詩
に
詳
し
い
バ
ラ
ー
ド
研
究
家
チ
ェ

ス
ワ
フ
・
ズ
ゴ
ジ
ェ
ル
ス
キ
は
、
こ
の
作
品
を
「（
一
）
民
衆
詩
か
ら
の

借
用
に
よ
っ
て
語
彙
の
革
新
を
試
み
よ
う
と
す
る
傾
向
、（
二
）
ド
イ
ツ
、

英
国
を
始
め
と
す
る
外
国
文
学
の
経
験
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
努
力

─
と
い
う
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
バ
ラ
ー
ド
が
〔
ド
ゥ
ー
マ
の
〕
感
傷
的
な

因
習
を
克
服
し
て
ゆ
く
上
で
重
要
だ
っ
た
二
つ
の
姿
勢
を
結
び
つ
け
た

見
事
な
例
」

28
と
し
て
い
る
。

　

一
八
二
二
年
前
半
、
シ
ョ
パ
ン
が
や
が
て
つ
き
あ
う
こ
と
に
な
る
三
人

を
含
む
四
人
の
詩
人
が
轡
を
並
べ
て
初
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
バ
ラ
ー
ド

を
発
表
し
た
と
い
う
こ
と
は
繰
り
返
し
強
調
し
て
お
き
た
い
が
、
読
書
界

に
お
け
る
バ
ラ
ー
ド
の
流
行
の
最
大
の
震
源
は
と
言
え
ば
、
そ
れ
ら
雑
誌

掲
載
詩
に
続
い
て
実
現
し
た
『
ア
ダ
ム
・
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
詩
集
』
第

一
巻
の
発
行
に
あ
っ
た
。
こ
の
単
行
本
の
中
味
全
体
が
『
バ
ラ
ー
ド
と
ロ

マ
ン
ス
』
と
い
う
内
題
の
下
に
次
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
た
バ
ラ
ー
ド
（B

）
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一
〇
篇
、
ロ
マ
ン
ス
（R

）
二
篇
、
そ
の
他
一
篇
の
詩
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
た

─
 

「
浪
漫
性
」Rom

antyczność (B
)

（
単
刀
直
入
に
「
ロ
マ
ン
主
義
」
と
訳

し
て
も
構
わ
な
い
）

「
シ
フ
ィ
テ
シ

─
バ
ラ
ー
ド
。ミ
ハ
ウ
・
ヴ
ェ
レ
ス
チ
ャ
カ
に
」Św

iteź (B
)

「
シ
フ
ィ
テ
ジ
ャ
ン
カ

─
バ
ラ
ー
ド
」Św

itezianka (B
)

「
魚

─
バ
ラ
ー
ド
（
俗
謡
か
ら
）」Rybka (B

)

「
お
父
様
の
帰
還

─
バ
ラ
ー
ド
」Pow

rót taty (B
)

「
マ
リ
ラ
の
小
塚

─
ロ
マ
ン
ス
（
リ
ト
ア
ニ
ア
の
歌
に
想
を
得
て
）」

K
urhanek M

aryli (R
)

「
友
に

─
バ
ラ
ー
ド
《
気
に
入
っ
た
》
を
贈
る
に
際
し
て
」D

o 
przyjaciół

「
気
に
入
っ
た

─
バ
ラ
ー
ド
」To lubię (B
)

「
手
袋

─
小
咄
（
シ
ラ
ー
よ
り
）」Rękaw

iczka 

〔
シ
ラ
ー
作 

H
andschuh

〕

「
ト
フ
ァ
ル
ド
フ
ス
キ
夫
人

─
バ
ラ
ー
ド
」Pani Tw

ardow
ska (B

)

「
ト
ゥ
カ
イ
、
或
は
友
の
契
り
の
試
み

─
四
部
構
成
の
バ
ラ
ー
ド
」

Tukaj albo próby przyjaźni (B
)

「
百
合

─
バ
ラ
ー
ド
（
俗
謡
か
ら
）」Lilije (B

)

「
バ
グ
パ
イ
プ
吹
き

─
ロ
マ
ン
ス
（
俗
謡
に
想
を
得
て
）」D

udarz (R
)

　

こ
れ
ほ
ど
の
数
の
詩
が
「
バ
ラ
ー
ド
」
と
誇
ら
し
げ
に
題
さ
れ
、
し
か

も
さ
ま
ざ
ま
な
ス
タ
イ
ル
に
書
き
分
け
ら
れ
て
、
単
行
本
と
し
て
出
版
さ

れ
た
こ
と
自
体
が
目
を
引
く
事
柄
だ
っ
た
が
、
実
際
に
こ
の
詩
集
の
出
版

が
ポ
ー
ラ
ン
ド
文
化
史
上
の
大
き
な
「
事
件
」
と
な
っ
た
理
由
は
、
企

画
の
目
新
し
さ
と
と
も
に
、
作
品
自
体
の
群
を
抜
い
た
文
学
的
質
に
あ
っ

た
。

　

こ
の
本
の
初
版
は
、
一
八
二
二
年
六
月
後
半
、
ヴ
ィ
ル
ノ
の
版
元
ユ
ゼ

フ
・
ザ
ヴ
ァ
ツ
キ
が
五
〇
〇
部
刷
り
、
販
売
し
た
。
詩
集
は
大
き
な
反
響

を
呼
び
、
一
ヶ
月
後
に
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
週
刊
新
聞
に
こ
ん
な
無
署
名
記

事
も
載
っ
た

─

　

こ
の
作
品
、ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
は
僅
か
数
部
し
か
店
頭
に
並
ば
な
か
っ
た
。

国
文
学
愛
好
家
は
こ
れ
を
読
み
た
い
と
願
い
、
喜
ん
で
読
ん
で
い
る
。
独

自
性
、
簡
素
さ
、
美
し
く
且
つ
緊
密
な
詩
形
、
熱
く
、
生
き
生
き
と
し
た

想
像
力
、
非
凡
な
仕
方
で
表
現
さ
れ
る
思
想
の
大
胆
さ

─
こ
れ
ら
が
こ

の
前
途
洋
々
た
る
若
き
詩
人
の
作
物
の
主
た
る
特
質
で
あ
る
。

29

　

秋
に
は
、「
わ
れ
ら
が
吟
遊
詩
人
の
『
バ
ラ
ー
ド
集
』
が
ワ
ル
シ
ャ
ワ

で
と
て
も
褒
め
ら
れ
、
読
ま
れ
て
い
ま
す
」
と
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の

意
中
の
人
で
、
彼
が
い
く
つ
も
重
要
な
詩
を
捧
げ
た
女
性
、
マ
リ
ラ
・
プ

ト
カ
メ
ロ
ー
ヴ
ァ
が
書
い
て
い
る
が

30
、
文
中
で
本
の
題
を
『Ballady

バ

ラ
ー
ド
集
』と
略
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
払
い
た
い
。
あ
く
ま
で『
ア

ダ
ム
・
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
詩
集
』
と
表
紙
に
あ
る
書
の
内
題
が
「
バ
ラ
ー

ド
と
ロ
マ
ン
ス
」
な
の
だ
が
、
こ
ち
ら
の
方
が
弁
別
し
や
す
く
、
か
つ

「
バ
ラ
ー
ド
」
と
い
う
新
語
の
印
象
が
強
烈
な
た
め
に
、
省
略
し
て
単
に

『Ballady

バ
ラ
ー
ド
集
』
と
し
て
流
通
し
得
る
契
機
を
有
し
て
い
た
と
言

え
よ
う
。
や
が
て
プ
ラ
ハ
や
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
な
ど
国
外
で
の
反
響
も
伝
え

ら
れ
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
こ
の
デ
ビ
ュ
ー
詩
集
が
例
外
的
な
好
評
を

も
っ
て
各
地
の
読
書
界
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
証
す
情
報
は
多
い
。

　

本
は
年
内
に
は
売
り
切
れ
、
注
文
も
殺
到
し
た
た
め
に
、
翌
二
三
年
の
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四
月
に
は
、
初
版
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
形
態
で
一
〇
〇
〇
部
、
秘
密
裡
に
増

刷
さ
れ
た
（
秘
密
裡
と
い
う
の
は
、
再
び
検
閲
を
受
け
て
時
間
が
か
か
る
の
を

避
け
た
た
め
）。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
が

詩
集
を
捧
げ
た
四
人
の
友
人
の
一
人
、
ヤ
ン
・
チ
ェ
チ
ョ
ッ
ト
に
宛
て
て

書
い
て
い
る
手
紙
か
ら
も
窺
わ
れ
る

─

　

ワ
ル
シ
ャ
ワ
は
、
君
の
本
の
増
刷
・
到
着
を
待
ち
焦
が
れ
て
い
る
。
ワ

ル
シ
ャ
ワ
に
出
回
っ
た
十
数
冊
で
は
、
た
だ
渇
望
感
を
掻
き
立
て
る
ば
か

り
で
、
足
り
は
し
な
か
っ
た
。
ヴ
ェ
ン
ツ
キ

31
は
、
殺
到
す
る
注
文
・
問

い
合
わ
せ
に
悲
鳴
を
上
げ
て
い
る
。（
一
八
二
三
年
二
月
八
日
付
け
書
簡
）

32

　

後
輩
詩
人
ク
ラ
シ
ン
ス
キ
が
、
ほ
ぼ
同
世
代
の
や
は
り
詩
人
だ
っ
た
ス

ウ
ォ
ヴ
ァ
ツ
キ
に
宛
て
た
手
紙
で
、
こ
の
時
代
の
こ
と
を
回
顧
し
て
い
る

が
、
そ
の
言
葉
遣
い
も
私
に
は
興
味
深
い

─

　

ア
ダ
ム
兄
が
バ
ラ
ー
ド
ご
っ
こ
を
始
め
た
ら
（
…
…
）、
ポ
ー
ラ
ン
ド

中
で
、
猫
も
杓
子
も
、
彼
に
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た

─
僕
も
こ
の
時
代

を
覚
え
て
い
る
け
れ
ど
も

─
彼
の
最
初
の
頃
の
本
を
手
に
入
れ
て

─

貪
り
読
ん
だ
け
れ
ど
も
、
ま
っ
こ
と
理
解
が
ゆ
か
な
か
っ
た
。
熊
と
い
う

熊
が
（
時
節
は
冬
だ
っ
た
の
で
）
掌
を
舐
め
る

33
の
を
や
め
て
立
ち
上
が

り
、吠
え
た

─
「〔
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
は
〕
一
体
何
が
し
た
い
の
だ
？
」

と
。
栗
鼠
と
い
う
栗
鼠
が
、松
の
木
の
上
で
赤
い
尻
尾
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
、

か
細
く
鳴
い
た

─
「〔
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
は
〕
未
熟
者
」
と
。

34

　

一
八
一
二
年
生
ま
れ
の
ク
ラ
シ
ン
ス
キ
は
、『
ア
ダ
ム
・
ミ
ツ
キ
ェ
ー

ヴ
ィ
チ
詩
集
』
を
十
代
の
若
さ
で
読
ん
だ
か
ら
「
ま
っ
こ
と
理
解
が
ゆ
か

な
か
っ
た
」
と
考
え
る
よ
り
も
、
や
は
り
詩
の
斬
新
過
ぎ
る
表
現
そ
の
も

の
に
つ
い
て
ゆ
け
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
正
直
な
告
白
と
し
て
読
み
た

い
。
熊
や
栗
鼠
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
は
大
方
の
詩
人
だ
ろ
う
。
ミ

ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
発
表
し
た
バ
ラ
ー
ド
と
い
う
も
の
が
、
い
か
に
新
し

く
未
知
な
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ク
ラ

シ
ン
ス
キ
の
証
言
か
ら
も
あ
る
程
度
は
想
像
が
つ
く
。

　

い
ま
一
つ
大
事
な
こ
と
に
、
一
八
二
二
年
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
バ
ラ
ー

ド
元
年
だ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
文
学
の
ロ
マ
ン
主
義

元
年
と
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
文
学
史
で
は
、
ミ

ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
『
バ
ラ
ー
ド
と
ロ
マ
ン
ス
』
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
が
始

ま
っ
た
と
、
ど
ん
な
教
科
書
に
も
書
い
て
あ
る
。
か
り
に
ド
イ
ツ
語
文
学

史
に
お
い
て
、
ゲ
ー
テ
と
シ
ラ
ー
が
「
古
典
主
義
文
学
を
完
成
さ
せ
て
、

ド
イ
ツ
文
学
の
黄
金
時
代
を
招
来
し
〔
…
…
〕
二
人
の
バ
ラ
ー
ド
の
競
作

が
そ
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
」

35
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
の
だ
と
す
れ

ば
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
に
お
い
て
は
、
か
な
り
の
時
間
遅
れ
て
、
し
か
し
爆

発
的
な
仕
方
で
登
場
し
た
バ
ラ
ー
ド
が
、
古
典
主
義
を
「
完
成
」
さ
せ
た

の
で
は
な
く
、「
打
倒
」
し
、
ロ
マ
ン
主
義
を
開
始
し
た
の
だ
っ
た
。
実

際
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
が
『
バ
ラ
ー
ド
と
ロ
マ
ン
ス
』
の
冒
頭
に
置
い

た
バ
ラ
ー
ド
「
浪
漫
性
」
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
き
わ
め
て
明
瞭
な
、
い

わ
ば
ロ
マ
ン
主
義
宣
言
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。
加
え
て
、
ロ
マ
ン
主
義

が
ポ
ー
ラ
ン
ド
文
化
史
に
お
い
て
は
最
も
重
要
な
時
代
と
し
て
認
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
バ
ラ
ー
ド
の
果
た
し
た
役
割
は
い

た
っ
て
大
き
い
。

　

ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
に
続
い
て
、
ヴ
ィ
ト
フ
ィ
ツ
キ
も
ま
っ
た
く
同
名

の
『
バ
ラ
ー
ド
と
ロ
マ
ン
ス
』
と
い
う
詩
集
を
一
八
二
四
年
（
第
一
巻
）、
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二
五
年
（
第
二
巻
）
に
出
し
て
い
て
、
そ
こ
に
は
合
わ
せ
て
一
九
篇
の
詩

が
収
め
ら
れ
て
い
た

36
。
巻
頭
に
は
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
バ
ラ
ー
ド

「
浪
漫
性
」
と
は
う
っ
て
か
わ
っ
て
、
古
典
派
と
ロ
マ
ン
派
の
論
争
を
笑

い
話
に
し
た
よ
う
な
「
対
話
」
と
い
う
韻
文
の
寸
劇
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
読
む
と
、
や
は
り
ロ
マ
ン
派
前
衛
に
と
っ
て
も
古
典
主
義
的
守
旧

派
に
と
っ
て
も
、
い
か
に
バ
ラ
ー
ド
と
い
う
新
ジ
ャ
ン
ル
が
重
要
な
争

点
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。「
対
話
」

は
「
コ
テ
ン
氏
」
の
こ
ん
な
言
葉
で
始
ま
る

─

「
藝
術
0

0

を
侮
辱
し
、
美
的
感
覚

0

0

0

0

を
滅
ぼ
さ
ん
と
し
て
、

貴
君
ま
で
が
立
ち
上
が
り
、
バ
ラ
ー
ド

0

0

0

0

を
書
こ
う
と
い
う
訳
か
？

他
の
者
な
ら
そ
れ
を
読
み
も
す
れ
ば
、
好
み
も
す
る
だ
ろ
う
が
、

吾
輩
は
、浪
漫
性

0

0

0

が
必
ず
や
我
々
を
破
滅
に
導
く
こ
と
を
知
っ
て
い
る
し
、

吾
輩
が
理
性
を
も
っ
て
物
事
を
判
断
し
て
ゆ
く
限
り
は
、

諸
君
の
如
何
な
る
バ
ラ
ー
ド

0

0

0

0

も
吾
輩
に
と
っ
て
は
何
の
価
値
も
持
た
ぬ
だ

ろ
う
」

37

　

バ
ラ
ー
ド
の
何
が
古
典
主
義
者
の
眉
を
顰
め
さ
せ
た
の
か
。
色
々
あ
る

要
素
の
中
で
も
、
題
材
、
言
語
、
形
式
そ
れ
ぞ
れ
の
民
衆
性
、
民
俗
性
が

最
大
の
「
障
害
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
が

プ
チ
・
ト
リ
ア
ノ
ン
宮
の
「
王
妃
の
村
里
」
で
楽
し
ん
だ
田
舎
ご
っ
こ
と

は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
異
な
る
、
下
か
ら
の
視
線
、
上
層
階
級
文
化
に
対

す
る
告
発
も
含
ん
だ
民
衆
の
言
葉
を
バ
ラ
ー
ド
詩
人
が
採
用
す
る
こ
と

に
、
コ
テ
ン
氏
は
た
じ
ろ
い
だ
よ
う
だ
っ
た
。
ズ
ゴ
ジ
ェ
ル
ス
キ
は
こ
う

書
い
て
い
る

─

　
ロ
マ
ン
主
義
的
バ
ラ
ー
ド
の
も
つ
最
も
重
要
な
諸
特
徴
を
成
立
さ
せ

る
た
め
の
ほ
ぼ
す
べ
て
の
前
提
条
件
が
、
こ
う
し
た
〔
新
し
い
、
ロ
マ
ン

主
義
詩
の
〕
志
向
か
ら
導
か
れ
る
。
わ
け
て
も
重
要
な
特
質
は
、
民
衆
性

〔ludow
ość

〕
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
単
に
一
種
の
詩
的
様
式
化
、
物
語
の

材
源
を
新
た
に
し
、
豊
か
に
す
る
方
法
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
世
界

を
感
知
し
、
認
識
す
る
新
し
い
仕
方
と
し
て
、
直
観
に
基
づ
く
正
し
い
思

考
法
と
し
て
、感
情
的
反
応
の
素
朴
な
自
然
さ
と
し
て
、重
要
な
の
で
あ
っ

た
。
民
衆
性
は
ま
た
、
す
べ
て
の
者
の
た
め
の
作
品
を
創
造
す
る
の
だ
と

い
う
社
会
的
使
命
感
や
、
古
典
主
義
の
選
良
主
義
的
野
望
に
対
す
る
拒
否

を
表
わ
し
、
バ
ラ
ー
ド
の
筋
立
て
、
構
成
、
措
辞
の
仕
方
を
、
日
常
的
な

用
途
の
歌
謡
に
類
す
る
、
大
衆
的
、「
通
俗
的 “gm

inny”

」
な
詩
の
レ
ヴ
ェ

ル
に
ま
で
意
識
的
に
低
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。

38

　

ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
『
バ
ラ
ー
ド
と
ロ
マ
ン
ス
』
に
つ
い
て
も
、
ズ

ゴ
ジ
ェ
ル
ス
キ
は
、
何
よ
り
そ
の
民
衆
性
が
同
時
代
人
を
驚
嘆
さ
せ
た
は

ず
だ
と
言
っ
て
い
る

─

何
よ
り
も
ま
ず
そ
の
民
衆
性
が
衝
撃
的
だ
っ
た
は
ず
だ
。
戦
略
的
な
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
で
あ
る
〔
バ
ラ
ー
ド
〕「
浪
漫
性
」
は
さ
て
お
き
、
読
者
は
い

た
る
と
こ
ろ
で
民
衆
性
の
発
露
に
接
し
、
遂
に
は
、
詩
集
の
最
後
の
方
で
、

「
百
合
の
花
」
と
い
う
よ
う
な
傑
作
の
形
で
、
俗
謡
を
範
に
様
式
化
さ
れ

た
詩
の
驚
嘆
す
べ
き
顕
現
に
立
ち
合
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

39

　

民
衆
歌
謡
か
ら
文
学
的
詩
へ
の
「
こ
の
種
の
昇
華
と
し
て
最
も
成
功

し
た
、
長
く
世
に
残
る
例
」
と
し
て
カ
ジ
ミ
ェ
シ
ュ
・
ヴ
ィ
カ
も
挙
げ

る
40

、
作
品
「
百
合
の
花
」
は
、
民
間
に
広
く
知
ら
れ
た
血
な
ま
ぐ
さ
い
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主
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
頻
繁
な
畳
語
や
ル
フ
ラ
ン
、
速
度
感
・
切

迫
感
の
あ
る
七
音
節
詩
句
に
よ
る
全
篇
の
統
一
、
斧
で
割
っ
た
よ
う
な

簡
潔
で
厳
し
い
語
法
等
々
の
形
式
的
特
徴
に
よ
っ
て
も
、
き
わ
め
て
強

く
民
衆
性
を
感
じ
さ
せ
る
と
同
時
に
、
内
容
か
ら
み
れ
ば
、
ド
ゥ
ー
マ

に
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
感
傷
性
が
払
拭
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、ド
ゥ
ー

マ
か
ら
バ
ラ
ー
ド
へ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
変
容
、
そ
の
斬
新
さ
を
窺
う
上
で
、

こ
こ
に
全
篇
を
紹
介
す
る
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
。

百
合
の
花

           

バ
ラ
ー
ド
（
俗
謡
か
ら
）

　
ま
さ
し
く
前
代
未
聞
の
犯
罪
。

奥
さ
ま
が
旦
那
さ
ま
を
殺
す
。

殺
し
て
林
の
中
に
埋
め
、

草
っ
原
の
小
川
の
ほ
と
り
、

お
墓
に
百
合
の
種
を
蒔
き
、

蒔
き
な
が
ら
歌
う
そ
の
歌
は
、

「
花
よ
、
大
き
く
育
ち
な
さ
い
、

旦
那
さ
ま
が
深
い
処
で
眠
る
ほ
ど
に
。

旦
那
さ
ま
が
深
い
処
で
眠
る
ほ
ど
に

お
ま
え
は
大
き
く
育
ち
な
さ
い
」

　

や
が
て
全
身
血
ま
み
れ
て
、

夫
殺
し
の
妻
は
走
る
。

牧
場
を
ぬ
け
、
深
い
森
ぬ
け
、

の
ぼ
り
、
く
だ
り
、
ま
た
の
ぼ
り
。

闇
が
お
り
、
風
が
お
こ
り
、

暗
く
、
風
ふ
き
す
さ
び
、
物
凄
く
。

そ
こ
こ
こ
で
か
ら
す
が
鳴
き

ふ
く
ろ
う
が
ホ
ッ
ホ
と
物
言
う
。

　

走
り
下
っ
た
川
の
そ
ば
、

古
い
ぶ
な
の
木
の
下
の
、

隠
者
の
小
屋
に
辿
り
つ
き
、

ト
ン
ト
ン
、
ト
ン
ト
ン
！

　
「
誰
だ
」

─
と
閂

か
ん
ぬ
きが

降
り
、

老
人
が
出
て
き
て
掲
げ
る
明
か
り
に
、

化
物
み
た
よ
う
な
女
が
一
人
、

叫
び
な
が
ら
小
屋
へ
転
が
り
込
む
。

ハ
！　

ハ
！

─
紫
色
の
く
ち
び
る
、

眼
を
ひ
ん
剥
い
て
、
か
ら
だ
震
わ
せ
、

晒さ
ら
しの

よ
う
に
蒼
ざ
め
て
、

「
ハ
！　

夫
、
ハ
！　

死し
び
と人

！
」

　

─
「
女
よ
、
神
様
が
つ
い
て
お
い
で
じ
ゃ
。

一
体
ど
う
し
て
こ
こ
へ
？

長
雨
つ
づ
く
こ
ん
な
晩
時
、

森
の
中
、
一
人
で
何
を
し
て
い
る
？
」
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─
「
こ
の
森
の
向
こ
う
、
池
の
向
こ
う
に
、

わ
た
し
の
館
の
壁
が
光
っ
て
お
り
ま
す
。

夫
は
ボ
レ
ス
ワ
フ
王
に
従
っ
て
、

キ
エ
フ
の
地
ま
で
戦い

く
さし

に
。

一
年
ま
た
一
年
と
時
は
た
っ
て
も
、

夫
は
戦い

く
さか

ら
戻
ら
ぬ
ま
ま
。

若
衆
に
囲
ま
れ
、
わ
た
し
は
若
く
、

滑
り
や
す
き
は
操
の
道
！

契
り
を
守
り
通
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
あ
！　

哀
れ
な
わ
た
し
の
首
！

王
様
は
厳
し
い
罰
を
下
さ
れ
ま
し
ょ
う
。

や
が
て
夫
た
ち
は
帰
っ
て
き
ま
し
た
。

　

ハ
！　

ハ
！　

夫
は
知
る
よ
し
も
な
し
！

こ
こ
に
そ
の
血
！　

こ
れ
が
そ
の
短
刀
！

夫
は
も
う
お
り
ま
せ
ん
、
夫
は
も
う
お
り
ま
せ
ん
！

ご
老
人
、
正
直
に
申
し
上
げ
ま
し
た
。

そ
の
聖
な
る
お
口
で
仰
っ
て
下
さ
い
、

ど
ん
な
お
祈
り
を
唱
え
れ
ば
い
い
か
、

罪
滅
ぼ
し
に
ど
こ
へ
行
け
ば
い
い
か
、

あ
あ
、
地
獄
の
果
て
ま
で
参
り
ま
す
。

鞭
打
ち
も
、
火
あ
ぶ
り
も
耐
え
ま
す
。

も
し
も
わ
た
し
の
罪
咎
が
、

永と

わ久
の
闇
に
ま
ぎ
れ
る
も
の
な
ら
」

　

─
「
女
よ
」

─
老
人
は
言
う

─

「
で
は
そ
な
た
は
殺
人
を
悔
い
る
の
で
は
な
く
、

た
だ
罰
が
恐
ろ
し
い
だ
け
か
？

心
安
ら
か
に
帰
る
が
よ
い
。

怖
れ
を
捨
て
て
、
明
る
い
顔
を
見
せ
な
さ
い
。

そ
な
た
の
秘
密
は
永
久
の
秘
密
。

こ
れ
も
神
の
思
し
召
し
で
、

そ
な
た
が
密
か
に
し
た
何
ご
と
も
、

明
か
し
得
る
の
は
夫
だ
け
だ
が
、

夫
は
命
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
」

　

奥
さ
ま
は
こ
の
ご
託
宣
に
喜
ん
で
、

来
た
時
と
同
じ
よ
う
に
走
り
出
す
。

夜
道
を
走
り
家
ま
で
帰
る
、

誰
に
も
何
も
言
わ
ず
に
戻
る
。

門
の
前
で
は
子
供
た
ち
が
立
っ
て
い
る
。

「
お
母
さ
ま
」

─
と
子
ら
は
呼
ぶ

─
「
お
母
さ
ま
！

私
た
ち
の
お
父
さ
ま
は
ど
こ
？
」

─
「
天
国
の
？　

え
？　

お
ま
え
た
ち
の
お
父
さ
ま
？
」

奥
さ
ま
は
何
と
答
え
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
。

─
「
ま
だ
裏
の
森
の
中
に
お
い
で
で
す
。

き
っ
と
今
晩
お
帰
り
で
す
」

　

子
供
た
ち
は
一
晩
待
っ
た
。

二
晩
、
三
晩
、

一
週
間
待
ち
通
し
た
。

つ
い
に
忘
れ
て
し
ま
う
ま
で
。
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で
も
奥
さ
ま
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

頭
か
ら
罪
を
追
い
払
う
こ
と
も
で
き
ず
、

胸
は
い
つ
も
う
ち
ふ
さ
ぎ
、

唇
は
二
度
と
ほ
ほ
え
ま
ず
、

眸
は
一
睡
も
せ
ず
！　

な
ぜ
な
ら
夜
な
夜
な
、

何
か
が
外
で
コ
ツ
コ
ツ
音
立
て
、

何
か
が
客
間
を
歩
き
ま
わ
る
の
で
。

「
子
供
た
ち
よ
」

─
と
そ
れ
は
呼
ぶ

─
「
私
だ
、

私
だ
、
子
供
た
ち
よ
、
お
父
さ
ん
だ
よ
！
」

　

夜
は
明
け
た
。
眠
る
こ
と
も
で
き
ず
、

頭
か
ら
罪
を
追
い
払
う
こ
と
も
で
き
ず

胸
は
い
つ
も
う
ち
ふ
さ
ぎ
、

唇
は
二
度
と
ほ
ほ
え
ま
ず
！　

　

─
「
ハ
ン
カ
、
中
庭
ぬ
け
て
行
き
な
さ
い
。

橋
の
上
に
ひ
づ
め
の
音
が
聞
こ
え
ま
す
。

街
道
に
土
埃
も
立
っ
て
い
ま
す
。

お
客
さ
ま
で
は
な
い
か
し
ら
？

行
っ
て
街
道
を
、
森
を
、
見
て
き
な
さ
い
、

ど
な
た
か
当
家
に
御
用
で
な
い
か
」

　
「
来
る
、
来
る
、
こ
っ
ち
に
向
か
っ
て
、

道
に
は
大
き
な
土
煙
り
。

い
な
な
き
、
い
な
な
き
、
黒
毛
の
馬
た
ち
が
。

鋭
く
か
が
や
く
サ
ー
ベ
ル
の
木
立
ち
が
。

来
る
、
来
る
、
殿
方
た
ち
が
、

天
国
の
お
父
さ
ま
の
ご
兄
弟
が
！
」

　

─
「
久
し
ぶ
り
じ
ゃ
兄
嫁
殿
、
お
達
者
で
？

久
し
か
っ
た
な
、
兄
嫁
殿
。

兄あ
に
じ
ゃ者

は
ど
こ
か
？
」

─
「
兄
者
は
天
国
。

も
う
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
」

─
「
い
つ
？
」

─
「
随
分
前
に
、
一
年
前
に
、

亡
く
な
り
ま
し
た
…
…
戦い

く
さで

死
に
ま
し
た
」

─
「
そ
れ
は
偽
り
だ
。
安
心
な
さ
い
。

も
う
戦
は
終
わ
っ
た
。

兄
者
は
元
気
で
ぴ
ん
ぴ
ん
し
て
い
る
。

い
ず
れ
そ
の
眼
で
確
か
め
ら
れ
よ
」

　

奥
さ
ま
は
怖
ろ
し
さ
に
蒼
ざ
め
た
。

気
を
失
い
か
け
て
、
倒
れ
た
。

ひ
ん
剥
い
た
そ
の
眼
を
、

狂
お
し
く
あ
た
り
に
走
ら
せ
な
が
ら
。

─
「
ど
こ
で
す
？　

夫
は
ど
こ
？　

死
人
は
ど
こ
？
」

し
だ
い
に
わ
れ
に
帰
る
奥
さ
ま
は
、

喜
び
の
あ
ま
り
気
を
失
い
か
け
た
か
の
よ
う
に
、

客
人
た
ち
を
問
い
た
だ
す
。

「
夫
は
ど
こ
で
す
、
わ
た
し
の
大
切
な
良
人
は
、

い
つ
わ
た
し
の
前
に
姿
を
見
せ
ま
す
？
」
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─
「
わ
れ
ら
と
と
も
に
帰
っ
て
き
た
が
、

一
人
先
を
急
ご
う
と
し
た
。

わ
れ
ら
や
他
の
騎
士
た
ち
を
迎
え
る
手
筈
整
え
、

あ
な
た
の
涙
を
な
ぐ
さ
め
よ
う
と
。

今
日
か
明
日
に
は
必
ず
着
く
だ
ろ
う
。

き
っ
と
ど
こ
ぞ
で
迷
っ
て
い
る
の
だ
。

街
道
を
外
れ
て
近
道
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
。

一
日
二
日
待
っ
て
み
よ
う
、

辺
り
一
帯
に
人
を
遣
わ
し
、
探
し
も
し
よ
う
、

今
日
か
明
日
に
は
必
ず
着
く
だ
ろ
う
。

　

下
僕
ど
も
を
辺
り
一
帯
に
遣
わ
し
た
、

一
日
、
二
日
と
待
っ
て
も
み
た
、

結
局
旦
那
さ
ま
は
見
つ
か
ら
ず
、

一
同
泣
く
泣
く
旅
支
度
に
と
り
か
か
る
。

　

奥
さ
ま
そ
れ
を
お
し
と
ど
め
、

─
「
わ
た
し
の
大
切
な
御
兄
弟
、

今
は
旅
に
は
あ
い
に
く
秋
の
季
節
、

風
も
吹
け
ば
、
長
雨
も
降
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
待
っ
た
の
で
す
か
ら
、

い
ま
少
し
お
待
ち
な
さ
い
な
」

　

そ
う
し
て
待
つ
う
ち
、
冬
が
来
た
。

兄
者
は
一
向
に
帰
っ
て
こ
な
い
。

待
ち
な
が
ら
、
皆
は
思
っ
た
、

春
に
な
れ
ば
帰
る
や
も
と
。

だ
が
旦
那
さ
ま
は
墓
の
中
、

墓
の
上
に
は
花
が
咲
き
、

す
ら
り
と
高
く
育
っ
て
咲
い
た
。

旦
那
さ
ま
の
深
い
処
で
眠
る
ほ
ど
に
。

兄
弟
た
ち
は
ひ
と
春
を
待
ち
通
し
、

も
は
や
旅
を
続
け
る
気
も
失
せ
た
。

　

若
い
女
主
人
の
い
る
こ
の
家
は
、

兄
弟
た
ち
に
は
居
心
地
よ
く
、

も
う
暇
を
と
言
い
繕
い
な
が
ら
も
、

い
す
わ
り
つ
づ
け
、

い
す
わ
り
つ
づ
け
て
夏
が
来
て
、

兄
者
の
こ
と
も
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

若
い
女
主
人
の
い
る
こ
の
家
は
、

兄
弟
た
ち
に
は
居
心
地
よ
く
て
、

二
人
の
客
は
二
人
な
が
ら
に

奥
さ
ま
を
恋
い
慕
う
。

二
人
な
が
ら
に
望
み
に
く
す
ぐ
ら
れ
、

二
人
な
が
ら
に
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
、

彼
女
な
し
で
生
き
る
こ
と
は
い
ず
れ
も
望
ま
ず
、

二
人
と
も
ど
も
彼
女
と
添
う
こ
と
も
叶
わ
ず
。

や
が
て
と
う
と
う
覚
悟
を
決
め
て
、

二
人
と
も
ど
も
奥
さ
ま
の
前
へ
。
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─
「
兄
嫁
殿
、
話
を
聞
い
て
く
だ
さ
い
、

わ
れ
ら
の
言
葉
の
ま
こ
と
を
信
じ
て
。

こ
う
し
て
わ
れ
ら
空
し
く
逗
留
し
て
い
て
も
、

兄
者
に
会
う
こ
と
は
も
は
や
な
か
ろ
う
。

あ
な
た
は
ま
だ
若
い
。

そ
の
若
さ
が
も
っ
た
い
な
い
。

あ
た
ら
人
生
を
無
駄
に
せ
ず
に
、

わ
れ
ら
の
一
人
を
兄
者
の
代
わ
り
に
選
ば
ぬ
か
」

　

そ
う
二
人
は
告
げ
て
向
か
い
合
っ
た
。

怒
り
と
嫉
妬
が
か
れ
ら
を
焦
が
し
、

た
が
い
に
睨
み
合
い
、

た
が
い
に
罵
り
合
う
。

青
ざ
め
た
く
ち
び
る
噛
み
し
め
、

手
に
は
剣
を
握
り
し
め
。

　

怒
れ
る
二
人
を
眼
に
し
た
奥
さ
ま
、

何
と
言
っ
て
よ
い
か
自
身
も
わ
か
ら
ぬ
。

一い
っ
と
き時

の
猶
予
を
乞
う
て
、

や
に
わ
に
森
の
中
へ
駆
け
て
ゆ
く
。

走
り
下
っ
た
川
の
そ
ば
、

古
い
ぶ
な
の
木
の
下
の
、

　

隠
者
の
小
屋
に
辿
り
つ
き
、

ト
ン
ト
ン
、
ト
ン
ト
ン
！

す
べ
て
を
う
ち
あ
け
、

助
言
を
請
う
た
。

　

─
「
あ
あ
、
兄
弟
た
ち
の
仲
を
ど
う
す
れ
ば
？

二
人
と
も
わ
た
し
を
妻
に
と
。

わ
た
し
は
ど
ち
ら
も
好
い
て
い
る
。

で
も
い
ず
れ
が
勝
ち
、
い
ず
れ
が
負
け
る
の
で
し
ょ
う
か
？

わ
た
し
に
は
幼
い
子
供
た
ち
が
お
り
、

村
も
い
く
つ
か
、
財
産
も
あ
り
ま
す
が
、

夫
を
亡
く
し
て
か
ら
は
そ
の
財
産
も
細
り
が
ち
。

で
も
、
あ
あ
！　

幸
せ
は
あ
り
ま
せ
ん
！

も
は
や
嫁
ぐ
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
！

天
罰
が
く
だ
っ
た
こ
の
わ
た
し
、

夜
ご
と
夢
魔
に
追
わ
れ
ま
す
。

眼
を
つ
ぶ
る
が
早
い
か
、

カ
タ
カ
タ
と
閂
が
は
ね
あ
が
り
、

眼
を
開
け
れ
ば
見
え
、
聞
こ
え
る
の
で
す
、

足
音
が
、
苦
し
い
息
づ
か
い
が
、

苦
し
い
息
づ
か
い
が
、
床
ふ
む
音
が
、

あ
あ
、
死し

び
と人

が
見
え
る
の
で
す
、
聞
こ
え
る
の
で
す
！

ギ
シ
ギ
シ
と
ギ
シ
ギ
シ
と
、
そ
し
て
寝
台
の
上
へ
、

血
染
め
の
短
刀
が
さ
し
の
べ
ら
れ
て
、

そ
の
口
か
ら
火
花
を
散
ら
し
、

わ
た
し
を
ひ
っ
ぱ
り
、
摑
む
の
で
す
。

あ
あ
、
も
う
恐
ろ
し
い
の
は
た
く
さ
ん
、
た
く
さ
ん
、

あ
の
部
屋
に
わ
た
し
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
、

わ
た
し
に
は
も
う
世
界
も
幸
せ
も
あ
り
ま
せ
ん
、
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も
は
や
嫁
ぐ
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
！
」

　
「
娘
よ
」

─
老
人
は
言
う

─

「
罰
の
な
い
罪
は
な
い
。

だ
が
良
心
の
咎
め
が
ま
こ
と
な
ら
、

主
な
る
神
は
科と

が
に
ん人

の
声
も
お
聞
き
入
れ
に
な
る
。

わ
し
に
は
御
裁
き
も
わ
か
っ
て
い
る
。

そ
な
た
に
嬉
し
い
こ
と
を
告
げ
よ
う

─

死
ん
で
一
年
に
な
る
夫
だ
が
、

今
日
に
も
生
き
返
ら
せ
る
こ
と
が
わ
し
に
は
で
き
る
の
だ
」

　

─
「
何
で
す
っ
て
？　

一
体
ど
の
よ
う
に
？　

お
父
さ
ま
！

も
う
遅
す
ぎ
ま
す
、
あ
あ
、
遅
す
ぎ
ま
す
！

あ
の
人
殺
し
の
短
剣
が
、

わ
た
し
た
ち
の
間
を
永
遠
に
引
き
裂
き
ま
し
た
！

あ
あ
、
わ
た
し
は
罰
を
受
け
て
当
然
、

ど
ん
な
罰
も
耐
え
て
み
せ
ま
す
、

悪
夢
か
ら
自
由
に
さ
え
な
れ
る
な
ら
。

財
産
を
捨
て
、

修
道
院
に
も
行
き
ま
し
ょ
う
、

暗
い
森
の
中
へ
も
入
り
ま
し
ょ
う
。

い
い
え
、
生
き
返
ら
せ
ず
に
お
い
て
く
だ
さ
い
、
お
父
さ
ま
！

も
う
遅
す
ぎ
ま
す
、
あ
あ
、
遅
す
ぎ
ま
す
！

あ
の
人
殺
し
の
短
剣
が

わ
た
し
た
ち
の
間
を
永
遠
に
引
き
裂
き
ま
し
た
！
」

　

老
人
は
深
い
た
め
息
を
つ
き
、

目
を
涙
で
濡
ら
し
、

顔
を
帳と

ば
りに

隠
し
な
が
ら
、

わ
な
な
く
両
の
掌
を
握
り
合
わ
せ
た
。

─
「
祝
言
を
挙
げ
な
さ
い
、
間
に
合
う
う
ち
に
、

亡
霊
は
恐
れ
ず
と
も
よ
い
。

死
者
は
目
覚
め
ぬ
。

永
遠
の
扉
は
固
い
。

夫
は
帰
ら
ぬ
。

そ
な
た
自
ら
呼
ば
ぬ
限
り
は
」

　

─
「
あ
あ
、
兄
弟
た
ち
の
仲
を
ど
う
す
れ
ば
？

ど
ち
ら
が
勝
ち
、
ど
ち
ら
が
負
け
る
の
で
し
ょ
う
か
？
」

─
「
一
番
良
い
道
は
、

す
べ
て
を
運
と
神
に
ま
か
せ
る
こ
と
。

兄
弟
た
ち
に
朝
露
踏
ま
せ
、

花
を
摘
み
に
行
か
せ
る
こ
と
じ
ゃ
。

各
々
に
花
を
摘
ま
せ

そ
な
た
の
た
め
に
花
冠
を
編
ま
せ
な
さ
い
。

そ
し
て
各
々
に
わ
が
物
と
わ
か
る
よ
う
、

目
印
を
つ
け
さ
せ
る
の
じ
ゃ
。

そ
し
て
教
会
に
行
か
せ
、

聖
な
る
祭
壇
に
供
え
さ
せ
な
さ
い
。

そ
な
た
が
先
に
手
に
取
っ
た
花
冠
、

そ
れ
を
編
ん
だ
者
が
夫
、
残
っ
た
者
が
間ま

ぶ夫
」
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助
言
に
喜
ぶ
奥
さ
ま
の
、

心
は
は
や
嫁
が
ん
ば
か
り
、

幽
霊
も
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。

如
何
な
る
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
決
し
て

夫
の
霊
は
呼
ぶ
ま
い
と
心
に
決
め
る
。

来
た
時
と
同
じ
よ
う
に
走
り
出
し
、

家
路
を
ま
っ
す
ぐ
ひ
た
走
る

誰
に
も
何
も
言
わ
ず
に
戻
ろ
う
と
。

原
を
抜
け
、
森
を
抜
け
、

走
る
う
ち
に
ふ
と
立
ち
止
ま
り
、

立
ち
止
ま
っ
て
、
考
え
る
、
耳
そ
ば
だ
て
る
。

誰
か
が
自
分
を
追
っ
て
い
る
よ
う
な
、

何
か
が
自
分
に
囁
く
よ
う
な
心
持
ち
、

あ
た
り
は
音
一
つ
な
い
真
っ
暗
闇
。

　

─
「
俺
だ
。
お
前
の
夫
、
お
前
の
夫
だ
！
」

　

立
ち
止
ま
っ
て
、
考
え
る
、
耳
そ
ば
だ
て
る
、

耳
そ
ば
だ
て
て
、
一
目
散
に
走
り
出
せ
ば
、

頭
の
毛
も
よ
だ
ち
、

う
し
ろ
を
振
り
向
く
も
恐
ろ
し
く
、

何
物
か
の
草
む
ら
を
飛
び
移
り
な
が
ら
呻
く
声
、

木こ
だ
ま魂

と
な
っ
て
繰
り
返
す
。

「
俺
だ
。
お
前
の
夫
、
お
前
の
夫
だ
！
」

　

し
か
し
日
曜
日
は
や
っ
て
く
る
、

婚
礼
の
時
が
や
っ
て
く
る
。

陽
が
昇
る
が
早
い
か
、

二
人
の
若
者
は
館
を
走
り
出
す
。

乙
女
の
群
れ
に
囲
ま
れ
て
、

婚
礼
へ
と
導
か
れ
る
奥
さ
ま
は
、

御
堂
の
中
、
一
歩
前
に
出
て
、

片
方
の
花
冠
を
手
に
と
り
、

ぐ
る
り
に
見
せ
て
回
る
。

「
百
合
の
花
の
こ
の
花
冠
、

い
っ
た
い
ど
な
た
の
、
ど
な
た
の
花
冠
？

ど
ち
ら
が
わ
た
し
の
夫
、
だ
れ
が
間
夫
？
」

　

走
り
出
た
の
は
年
上
の
方
、

喜
び
に
顔
か
が
や
か
せ
、

小
躍
り
し
て
手
を
打
ち
た
た
く
。

「
お
前
は
私
の
も
の
、
そ
れ
は
私
の
花
だ
！

百
合
の
花
の
冠
の
中
、

リ
ボ
ン
を
忍
ば
せ
巻
き
つ
け
た
、

そ
れ
が
目
印
、
私
の
リ
ボ
ン
だ
！

私
の
、
私
の
、
私
の
花
だ
！
」

　
「
嘘
だ
！
」

─
と
弟
は
叫
ぶ

─

「
教
会
を
出
て
み
れ
ば
皆
わ
か
る
、

私
が
そ
の
花
を
ど
こ
で
摘
ん
だ
か
、

そ
の
場
所
を
見
せ
て
や
ろ
う
。

林
の
中
の
小
さ
な
草
っ
原
の
、
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小
川
の
ほ
と
り
の
墓
で
摘
ん
だ
の
だ
。

墓
の
回
り
、
泉
の
回
り
を
歩
い
て
み
せ
よ
う
、

私
の
、
私
の
、
私
の
花
だ
！
」

　

猛
り
狂
っ
た
若
者
た
ち
は
争
い
合
い
、

一
人
が
言
え
ば
、
一
人
が
否
む
。

や
が
て
剣
が
鞘
か
ら
抜
か
れ
た
。

激
し
い
果
し
合
い
が
始
ま
っ
て
、

た
が
い
に
花
冠
を
奪
い
合
う
。

「
私
の
、
私
の
、
私
の
花
だ
！
」

　

と
そ
の
時
、
教
会
の
扉
が
音
を
立
て
、

一
陣
の
風
舞
っ
て
、
蠟
燭
が
消
え
た
。

入
っ
て
き
た
白
衣
の
人
の

見
覚
え
の
あ
る
歩
き
方
、
見
覚
え
あ
る
甲
冑
姿
。

そ
の
人
が
立
ち
止
ま
る
と
、
人
々
は
震
え
あ
が
っ
た
。

そ
の
人
は
立
ち
止
ま
り
、
は
す
か
い
に
見
や
り
な
が
ら
、

地
底
の
声
で
呼
ば
わ
っ
た
。

「
わ
が
花
冠
、
わ
が
妻
よ
！

そ
れ
は
わ
が
墓
の
上
で
摘
ん
だ
花
。

神
父
様
、
私
に
婚
姻
の
秘
蹟
を
。

悪
し
き
妻
、
あ
わ
れ
な
者
よ
！

俺
だ
。
お
前
の
夫
、
お
前
の
夫
だ
！

悪
し
き
兄
弟
た
ち
よ
、
わ
が
墓
か
ら

花
を
引
き
抜
い
た
、
あ
わ
れ
な
者
ど
も
よ
！

血
な
ま
ぐ
さ
い
諍
い
を
や
め
よ
。

私
だ
。
お
前
の
夫
、
お
前
た
ち
の
兄
だ
。

お
前
た
ち
は
私
の
も
の
、
そ
の
花
冠
も
わ
が
も
の
、

い
ざ
あ
の
世
へ
！
」

　

聖
堂
の
床
が
大
き
く
震
え
た
。

壁
の
中
か
ら
壁
が
飛
び
出
し
、

地
下
室
は
め
り
め
り
と
裂
け
、
地
が
沈
み
、

聖
堂
は
地
底
へ
沈
ん
で
ゆ
く
。

そ
の
上
を
大
地
が
覆
う
。

そ
し
て
百
合
の
花
が
伸
び
て
ゆ
く
。

旦
那
さ
ま
が
深
い
処
で
眠
る
ほ
ど
に

大
き
く
伸
び
て
ゆ
く
。

41

　

こ
の
詩
で
用
い
ら
れ
て
い
る
民
間
伝
承
は
、
地
理
的
に
は
現
在
の
リ
ト

ア
ニ
ア
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
ま
た
が
る
広
い
地
方
に
見
ら
れ

た
が
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
が
聞
き
知
っ
て
い
た
も
の
は
恐
ら
く
ポ
ー
ラ

ン
ド
語
で
語
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
と
い
う

42
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
科
学
ア

カ
デ
ミ
ー
が
編
纂
し
た
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
民
間
バ
ラ
ー
ド
目
録
』

43
に
は
、

一
二
二
話
型
の
民
間
伝
承
バ
ラ
ー
ド
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
最
も
多
い

四
四
話
型
を
《
殺
人
》
が
占
め
、
そ
の
多
く
は
夫
婦
、
近
親
間
の
殺
人
と

そ
の
報
復
を
核
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
目
録
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た

第
一
話
型
の
筋
は
以
下
の
通
り

─

「
奥
様
が
旦
那
様
を
殺
し
た
。
百
合
の
花
」

• 
妻
（
奥
様
）、夫
を
殺
し
て
庭
に
埋
め
、墓
の
上
に
ヘ
ン
ル
ー
ダ
（
百
合
、

薬
草
）
の
種
を
蒔
く
。
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• 

や
っ
て
来
た
騎
士
達
は
、
殺
さ
れ
た
旦
那
の
兄
弟
達
だ
と
、
下
女
（
娘
、

下
男
）
は
彼
等
の
立
派
な
身
な
り
で
判
る
。

• 
女
主
人
、
夫
は
戦
に
送
り
出
し
た
と
説
明
す
る
。

• 
兄
弟
達
、
血
の
痕
を
見
て
殺
人
が
あ
っ
た
と
察
す
る
、
或
は
女
主
人
自

ら
罪
を
認
め
る
。

• 

兄
弟
達
、
罪
人
だ
け
を
、
或
は
そ
の
子
供
ら
も
共
に
森
へ
連
れ
て
ゆ
き
、

殺
す
（
ベ
ル
ト
を
奪
う
、
溺
れ
さ
す
）、
或
は
地
獄
に
連
れ
去
り
、
女

は
そ
こ
で
罰
を
受
け
る
。

• 

女
主
人
、
金
の
ベ
ル
ト
を
失
く
し
た
り
、
迂
遠
な
道
を
教
え
た
り
、
金

銭
を
約
束
し
た
り
し
て
、
罰
を
先
延
ば
し
す
る
。

　

ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
は
、
ボ
レ
ス
ワ
フ
二
世
勇
敢
王
（
在
位
一
〇
七
六
〜

七
九
）
の
名
と
そ
の
キ
エ
フ
遠
征
を
作
中
で
仄
め
か
し
、時
代
を
中
世
に
、

地
域
を
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
東
方
に
定
め
て
は
い
る
が
（
詩
中
の
教
会
堂

は
ロ
ー
マ
ン
カ
ソ
リ
ッ
ク
で
は
な
い
東
方
教
会
の
も
の

44
）、
ニ
ェ
ム
ツ
ェ
ー

ヴ
ィ
チ
の
よ
う
に
、
ド
ゥ
ー
マ
で
歴
史
を
語
り
、
民
族
史
の
構
築
を
志
向

す
る
姿
勢
で
は
な
い
。《
奥
様
が
旦
那
様
を
殺
し
た
》
と
い
う
伝
承
が
た

し
か
に
中
世
に
ま
で
遡
り
得
る
こ
と
は
、
文
献
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
む

し
ろ
こ
こ
で
設
定
さ
れ
た
中
世
は
ゴ
シ
ッ
ク
的
な
暗
さ
と
サ
ス
ペ
ン
ス

を
呼
び
出
す
た
め
の
も
の
と
し
か
思
え
な
い
。
こ
う
し
た
点
を
見
て
も
、

ド
ゥ
ー
マ
か
ら
バ
ラ
ー
ド
へ
の
変
容
が
、
少
な
く
と
も
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ

チ
に
関
す
る
限
り
、
単
な
る
呼
称
の
変
化
で
は
な
く
て
、
い
た
っ
て
原
理

的
、
実
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

上
掲
の
バ
ラ
ー
ド
目
録
は
す
べ
て
の
話
型
を
一
一
の
上
位
分
類
に
分

け
て
い
て
、そ
れ
ら
に
は
《
殺
人
》
の
他
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
（
各

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
首
位
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
話
型
の
テ
ク
ス
ト
の
み
訳
出
）。

（
二
）《
悲
劇
的
な
出
来
事
》
─
一
二
話
型

	

話
型
四
五
番
「
溺
れ
る
若
者
。
水
の
中
の
祝
言
」

娘
、三
つ
の
花
輪
を
水
に
流
す
。
殿
方
（
羽
飾
り
の
騎
士
達
、騎
兵
達
）、

こ
れ
を
見
て
、
娘
が
溺
れ
て
い
る
と
思
う
、
或
は
花
輪
を
釣
り
上
げ
よ

う
と
す
る
。
一
人
が
水
に
飛
び
込
み
、
溺
れ
る
。
馬
、
帰
宅
し
て
主
の

溺
死
を
知
ら
せ
る
。
溺
れ
る
若
者
、
溺
れ
る
こ
と
を
祝
言
に
擬
え
る
。

（
三
）《
若
者
の
死
》
─
六
話
型

	

話
型
五
六
番「
若
者
も
し
く
は
母
の
死
。
黒
馬
車
で
墓
参
り
を
す
る
娘
」

 

一許
嫁
（
妻
）、
手
紙
を
受
け
取
り
、
ヤ
シ
ョ
の
死
を
知
る
。
黒
い
馬
車

を
用
意
さ
せ
、
墓
地
へ
行
き
、
愛
す
る
人
の
体
を
掘
り
起
こ
す
。
祝
言

を
挙
げ
る
よ
う
に
と
男
に
訴
え
る
、
或
は
故
郷
の
村
の
墓
地
へ
体
を
運

ぶ
。
女
と
死
者
と
の
会
話
。

 

二娘
、
母
の
死
を
嘆
く
。
黒
い
馬
車
を
用
意
さ
せ
、
墓
地
へ
行
く
。
娘
と

死
者
の
会
話
。

（
四
）《
娘
の
死
》
─
八
話
型

 

話
型
六
二
番
「
愛
に
死
ん
だ
娘
」

恋
人
の
若
者
、
娘
を
置
い
て
旅
に
出
る
。
娘
、
恋
人
を
思
い
焦
が
れ
る
。

若
者
が
帰
る
と
、
別
の
娘
が
見
つ
か
る
わ
と
言
い
つ
つ
、
娘
は
死
ぬ
。

（
五
）《
恋
人
た
ち
の
死
》
─
一
一
話
型

	

話
型
七
二
番
「
二
人
な
が
ら
死
ん
だ
恋
人
達
」
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娘
が
死
ぬ
。
そ
の
墓
を
訪
れ
た
男
も
死
ぬ
。
男
は
娘
の
隣
に
葬
ら
れ
る
。

愛
に
よ
る
死
、
と
墓
碑
に
刻
ま
れ
る
。

（
六
）《
死
後
帰
還
す
る
、
愛
す
る
女
性
も
し
く
は
母
》
─
八
話
型

	
話
型
八
二
番
「
恋
人
の
死
後
の
帰
還
。
結
婚
の
障
害
」

娘
（
ル
ー
ジ
ャ
）、
黄
金
を
ち
り
ば
め
た
松
の
下
に
佇
む
。
母
の
反
対

で
結
婚
で
き
な
か
っ
た
相
手
の
男
を
思
い
焦
が
れ
る
。
恋
人
（
ヤ
シ
ェ

ン
コ
）、
娘
の
た
め
に
真
珠
を
探
し
て
遠
国
に
旅
す
る
。
若
者
、
帰
還

し
て
、
死
の
床
に
あ
る
娘
を
見
る
。
母
、
娘
の
手
に
柘
榴
石
の
腕
輪
を

巻
き
つ
け
る
。
若
者
、
真
珠
を
放
り
投
げ
、
娘
の
手
に
接
吻
す
る
。
悲

嘆
し
、
自
ら
の
死
を
予
告
す
る
。

（
七
）《
別
離
の
後
の
再
会
》
─
七
話
型

	

話
型
八
九
番
「
妻
の
婚
礼
に
帰
還
し
た
男
」

ヤ
シ
ョ
（pan D

ąbrow
a, D

ąbrow
ski, K

ołtoński, Syw
estynek

）、
恋

人
も
し
く
は
新
妻
を
母
に
託
し
て
、
戦
に
出
か
け
る
。
自
分
が
帰
る
ま

で
六
年
は
待
つ
よ
う
に
、
七
年
目
に
は
他
の
男
と
結
婚
し
て
も
よ
い
と

契
ら
せ
る
。
帰
還
し
て
母
に
聞
く
と
、
娘
は
王
室
付
喇
叭
手
（
ク
ラ
ク

フ
の
郡
司
、
郡
司M

iełżyński, B
ilinski, Litw

icki, D
ąbrow

ski
、
宮
廷

書
記
官
）
と
結
婚
す
る
と
こ
ろ
だ
と
言
う
。
男
、婚
礼
の
宴
席
に
現
れ
、

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
き
、
娘
が
自
分
だ
と
判
る
か
ど
う
か
試
す
。
女
、

そ
れ
が
恋
人
（
夫
）
で
あ
る
と
判
り
、「
四
つ
の
テ
ー
ブ
ル
を
飛
び
越

え
て
」
新
郎
に
対
し
て
立
ち
去
る
よ
う
、
別
の
女
を
探
す
よ
う
言
う
、

或
は
新
郎
の
許
に
残
る
。
婚
礼
の
宴
で
乱
闘
が
始
ま
る
。
棄
て
ら
れ
た

夫
、〔
結
納
の
〕
金
貨
を
返
す
よ
う
に
求
め
る
、
或
は
自
害
す
る
。

（
八
）《
様
々
な
冒
険
》
─
一
〇
話
型

	

話
型
九
七
番
「
盗
賊
の
許
か
ら
逃
れ
た
娘
」

盗
賊
が
娘
を
さ
ら
う
。
盗
賊
達
と
と
も
に
生
活
す
る
老
婆
、
娘
に
逃
げ

る
よ
う
唆
す
。
ほ
ぐ
す
と
道
を
教
え
る
糸
だ
と
言
っ
て
、
小
さ
な
糸
玉

を
渡
す
。
盗
賊
に
追
わ
れ
る
娘
、
一
人
の
車
引
き
に
会
う
。
結
婚
の
約

束
の
代
わ
り
に
、
車
引
き
が
娘
を
救
う
。

（
九
）《
空
想
的
な
話
》
─
七
話
型

	

話
型
一
〇
七
番
「
死
ん
だ
娘
、
恋
人
を
さ
ら
う
」

死
ん
だ
娘
、
真
夜
中
に
さ
迷
い
歩
き
、
若
者
に
出
会
う
。
若
者
、
娘
を

誘
惑
し
、
娘
の
恋
人
に
対
す
る
契
り
を
破
る
よ
う
そ
そ
の
か
す
。
娘
、

自
分
の
「
小
屋
」
に
男
を
案
内
す
る
が
、
そ
れ
は
墓
で
あ
る
と
判
り
、

自
分
は
男
の
か
つ
て
の
許
嫁
だ
と
告
げ
る
。
不
実
を
戒
め
る
歌
が
歌
わ

れ
る
。 

（
一
〇
）《
教
訓
的
な
話
》
─
四
話
型

	

話
型
一
一
三
番
「
子
殺
し
の
女
、
地
獄
に
さ
ら
わ
れ
る
」

薬
草
を
摘
む
（
牛
に
草
を
食
ま
せ
る
）
娘
、
或
は
教
会
で
ミ
サ
が
あ
る

間
家
に
残
っ
た
娘
の
と
こ
ろ
へ
、
馬
に
乗
っ
た
紳
士
（
若
者
、
騎
士
）

が
訪
れ
る
。
娘
、地
獄
へ
さ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
原
因
は
、度
々
の
子
殺
し
、

或
は
幼
児
の
未
受
洗
、
あ
る
い
は
恋
人
に
「
花
輪
」
を
返
そ
う
と
す
る

娘
の
気
持
。
娘
、
地
獄
で
過
酷
な
罰
を
受
け
る
。
残
さ
れ
た
姉
妹
達
に

は
気
を
つ
け
さ
せ
る
よ
う
に
と
両
親
に
告
げ
る
。

（
一
一
）《
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
話
》
─
六
話
型

話
型
一
一
七
番
「
娘
を
誘
惑
す
る
悪
知
恵
。
ミ
コ
ワ
イ
殿
と
粉
挽
き
の
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娘
」

ミ
コ
ワ
イ
殿
、
粉
挽
き
を
館
に
呼
び
つ
け
、
ワ
イ
ン
を
振
舞
い
、
お
前

の
美
し
い
娘
を
よ
こ
せ
と
要
求
し
、
さ
も
な
い
と
殺
す
と
脅
す
。
粉
挽

き
拒
絶
し
、
娘
は
殺
す
と
予
告
す
る
。
殿
、
大
き
な
袋
に
入
り
込
み
、

水
車
小
屋
に
運
ば
れ
、
カ
ー
シ
ャ
の
寝
床
に
い
た
る
、
或
は
娘
を
誘
惑

す
る
ぞ
と
粉
挽
き
を
脅
す
。

　

ロ
マ
ン
主
義
詩
人
た
ち
が
「
バ
ラ
ー
ド
」
と
い
う
新
た
な
ジ
ャ
ン
ル
を

確
立
し
て
ゆ
く
過
程
で
、
取
材
源
と
し
て
、
ま
た
モ
デ
ル
と
し
て
最
も
重

要
視
し
た
民
衆
バ
ラ
ー
ド
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
主
題
、
モ
チ
ー
フ
を
見

て
も
、
騎
士
の
死
を
悼
ん
だ
挽
歌
と
い
う
よ
う
な
ド
ゥ
ー
マ
か
ら
ど
れ
ほ

ど
大
き
く
離
陸
し
た
か
が
わ
か
る
。
物
語
の
主
人
公
は
英
雄
や
将
軍
、
伝

説
中
の
女
王
な
ど
か
ら
、ヤ
シ
ョ
（
男
子
の
洗
礼
名Jan

の
愛
称
形
）
や
カ
ー

シ
ャ（
女
子
の
洗
礼
名K

atarzyna

の
愛
称
形
）と
い
っ
た「
名
も
な
い
」民
衆
、

多
く
は
農
民
に
変
わ
り
、
語
ら
れ
る
行
為
は
、
そ
の
多
く
が
仇
打
ち
な
ど

の
よ
う
に
は
正
当
化
で
き
ぬ
種
類
の
犯
罪
で
あ
り
、
あ
る
い
は
説
明
の
つ

か
な
い
不
条
理
事
で
あ
り
、（
超
）
自
然
力
や
妖
怪
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
る
現
象
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た
。
無
論
の
こ
と
民
間
バ
ラ
ー
ド
に
は

ポ
ー
ラ
ン
ド
と
い
う
民
族
や
国
家
に
ま
つ
わ
る
抽
象
的
な
モ
チ
ー
フ
も

意
味
を
も
た
な
い
。
戦
争
の
語
は
し
ば
し
ば
現
れ
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
人
が
そ
こ
へ
去
っ
て
帰
ら
ぬ
者
と
な
る
場
所
、
人
が
「
消
え
て
ゆ
く
」

背
景
・
遠
景
と
し
て
の
戦
（
場
）
で
あ
り
、
絶
え
ず
ど
こ
か
で
起
こ
っ
て

い
る
、
誰
と
誰
の
戦
い
と
も
知
れ
ぬ
「
名
も
な
い
」
戦
争
で
し
か
な
か
っ

た
。
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
「
百
合
の
花
」
で
は
、
話
題
と
な
っ
て
い
る

の
が
領
主
階
級
の
奥
様
、
旦
那
様
で
あ
っ
て
も
、
話
題
と
し
て
い
る
主
体

は
農
民
あ
る
い
は
農
奴
で
あ
り
、
そ
の
語
り
口
に
は
、
物
語
を
享
受
す
る

人
々
の
冷
や
か
で
残
忍
な
好
奇
心
あ
る
い
は
願
望
が
浸
透
し
て
い
る
。

　

ド
ゥ
ー
マ
か
ら
ロ
マ
ン
主
義
バ
ラ
ー
ド
に
引
き
継
が
れ
た
最
大
の
共

通
点
は
人
の
《
死
》
と
い
う
中
心
的
モ
チ
ー
フ
だ
っ
た
が
、
上
掲
の
一
覧

で
も
見
た
よ
う
に
、
民
間
伝
承
の
バ
ラ
ー
ド
は
残
酷
な
簡
潔
さ
、
即
物
性

を
も
っ
て
死
を
語
る
。
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
バ
ラ
ー
ド
は
、
そ
う
し
た

民
間
バ
ラ
ー
ド
の
特
質
を
保
ち
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
馥
郁
と
し
た
香
気
を

加
え
た
文
学
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

＊

　
「
馥
郁
と
し
た
香
気
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
使
え
る
た
め
に
は
、た
っ

た
一
篇
で
は
な
く
、
せ
め
て
数
篇
の
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
バ
ラ
ー
ド
を

日
本
語
で
紹
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
紙
幅
の
都
合
で
そ
れ
は

で
き
な
い
。

　

シ
ョ
パ
ン
に
話
を
戻
せ
ば
、
曲
に
バ
ラ
ー
ド
と
い
う
題
を
つ
け
た
こ
と

に
つ
い
て
、
彼
自
身
は
何
も
言
葉
を
残
し
て
い
な
い
。
一
八
三
六
年
九
月

一
二
日
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
の
シ
ュ
ー
マ
ン
を
訪
れ
た
際
、
シ
ョ
パ
ン
は
部
分

的
に
で
き
て
い
た
か
も
し
く
は
草
稿
段
階
に
あ
っ
た
《
バ
ラ
ー
ド
・
ヘ
長

調
》（
い
わ
ゆ
る
「
二
番
」）
を
弾
い
て
聞
か
せ
、
シ
ュ
ー
マ
ン
に
献
呈
し

て
い
る
が
、
こ
の
日
の
こ
と
を
日
記
に
記
録
し
な
が
ら
、
シ
ュ
ー
マ
ン
は
、

シ
ョ
パ
ン
が
「
自
分
の
作
品
に
つ
い
て
人
が
語
る
の
を
好
ま
な
い
」

45
と

書
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
で
に
六
月
に
ラ
イ
プ
チ
ヒ
で
出
版
さ
れ
て
い

た
《
バ
ラ
ー
ド
・
ト
短
調
・
作
品
二
三
》
も
知
っ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、

こ
の
時
点
で
は
、
そ
れ
ら
の
バ
ラ
ー
ド
が
何
ら
か
の
文
学
的
テ
ク
ス
ト

と
関
連
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
何
も
記
し
て
い
な
い
。
一
三
日
、

一
四
日
あ
た
り
に
知
人
に
宛
て
た
手
紙
類
で
も
、
シ
ョ
パ
ン
の
訪
問
や
演
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奏
に
つ
い
て
讃
辞
を
連
ね
な
が
ら
、バ
ラ
ー
ド
の
「
典
拠
」
や
ミ
ツ
キ
ェ
ー

ヴ
ィ
チ
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
て
は
い
な
い
。

　

シ
ョ
パ
ン
は
「
バ
ラ
ー
ド
は
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
幾
つ
か
の
詩
に
刺

激
さ
れ
た
も
の
だ
と
も
言
っ
た
」46
と
シ
ュ
ー
マ
ン
が『
音
楽
新
報
』で「
証

言
」
し
た
の
は
、
シ
ョ
パ
ン
と
会
っ
て
か
ら
五
年
も
た
っ
た
一
八
四
一
年

の
こ
と
で
あ
る

47
。
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
詩
と
シ
ョ
パ
ン
の
バ
ラ
ー
ド

を
結
び
つ
け
る
、
世
に
唯
一
の
こ
の
証
言
が
、
後
の
回
想
に
し
か
現
れ
な

い
の
は
妙
だ
と
指
摘
し
た
キ
ー
フ
ァ
ー
は
、「
こ
れ
ら
の
バ
ラ
ー
ド
が
最

上
の
詩
に
よ
っ
て
染
め
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
観
察
ほ
ど
輝
か
し
い

こ
と
は
な
い
。
結
局
こ
れ
が
、〔
シ
ョ
パ
ン
の
バ
ラ
ー
ド
と
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ

チ
の
バ
ラ
ー
ド
を
結
び
つ
け
る
〕
臆
説
の
打
ち
上
げ
花
火
を
支
え
る
細
々
と

し
た
足
場
な
の
で
あ
る
！　

当
時
は
ま
だ
一
曲
半
の
バ
ラ
ー
ド
し
か
完

成
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
返
せ
ば
、
そ
の
信
憑
性
は
い
よ
い
よ
曖

昧
模
糊
と
す
る
」

48
と
皮
肉
っ
て
い
る
が
、
私
も
ま
た
そ
う
思
う
。

　

シ
ュ
ー
マ
ン
の
説
が
世
に
広
ま
る
の
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
評
論
集

『
音
楽
と
音
楽
家
』
に
収
め
ら
れ
て
出
版
さ
れ
た
一
八
五
四
年
以
降
だ
ろ

う
と
想
像
す
る
が
、
以
後
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ

の
ど
の
詩
が
シ
ョ
パ
ン
の
ど
の
バ
ラ
ー
ド
の
台
本
あ
る
い
は
発
想
源
と

な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
り
、
夥
し
い
数
の
仮
説
が
演
奏
家
や

音
楽
学
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
。
中
で
も
有
名
な
の
は
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
ア

ル
フ
レ
ッ
ド
・
コ
ル
ト
ー
が
一
九
二
九
年
に
出
版
し
た
楽
譜
『
練
習
用

シ
ョ
パ
ン
作
品
集
・
バ
ラ
ー
ド
篇
』
で
次
の
よ
う
に
「
指
定
」
し
た
典
拠

で
、
こ
の
譜
の
邦
訳
版
が
販
売
さ
れ
て
い
る
日
本
で
も

─
そ
も
そ
も
ミ

ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
テ
ク
ス
ト
の
原
文
か
ら
の
日
本
語
訳
が
な
い
だ
け

に

─
ピ
ア
ノ
を
弾
く
人
々
の
間
で
は
膾
炙
し
て
い
る
。

バ
ラ
ー
ド
一
番

─
長
篇
詩
「K

onrad W
allenrod

コ
ン
ラ
ッ
ト
・
ヴ
ァ

レ
ン
ロ
ッ
ト
」
の
第
四
部
「U

czta

宴
」
最
終
部
に
含
ま
れ
る
「Ballada. 

Alpuhara

バ
ラ
ー
ド

─
ア
ル
プ
ハ
ラ
」

バ
ラ
ー
ド
二
番

─
「Św

iteź. Ballada

シ
フ
ィ
テ
シ

─
バ
ラ
ー
ド
」

バ
ラ
ー
ド
三
番

─
「Św

itezianka. Ballada

シ
フ
ィ
テ
ジ
ャ
ン
カ

─

バ
ラ
ー
ド
」 

バ
ラ
ー
ド
四
番

─
「Trzech Budrysów. Ballada litew

ska

三
人
の
ブ

ド
リ
ス

─
リ
ト
ア
ニ
ア
の
バ
ラ
ー
ド
」

　

た
と
え
ば
コ
ル
ト
ー
は
、
三
番
の
バ
ラ
ー
ド
に
つ
い
て
「
こ
の
バ
ラ
ー

ド
は
〝
オ
ン
デ
ィ
ー
ヌ
〟
と
題
さ
れ
た
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
伝
説
を
描

い
て
い
る
〔illustre

〕
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
」

49
と
し
て
い
る
が
、「
知

ら
れ
て
い
る
」
な
ど
と
書
か
れ
れ
ば
、そ
う
か
と
思
う
の
が
当
然
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
シ
ュ
ー
マ
ン
の
報
告
も
楽
譜
の
序
文
冒
頭
で
引
き
合
い
に
出

さ
れ
て
い
る
。

　

だ
が
、
と
も
か
く
シ
ョ
パ
ン
の
特
定
の
バ
ラ
ー
ド
が
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ

チ
の
特
定
の
詩
、
そ
れ
も
バ
ラ
ー
ド
に
対
応
す
る
と
い
う
証
拠
は
な
い
の

で
あ
る
。
最
初
の
《
バ
ラ
ー
ド
・
ト
短
調
》
が
作
曲
さ
れ
た
の
は
、
ジ
ム
・

サ
ム
ソ
ン
に
従
え
ば
、
一
八
三
四
〜
五
年
だ
が

50
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
で
バ

ラ
ー
ド
と
い
う
言
葉
が
恐
ら
く
初
め
て
印
刷
さ
れ
た
一
八
一
六
年
か
ら

そ
れ
ま
で
の
二
〇
年
間
に
は
、
数
多
く
の
バ
ラ
ー
ド
が
書
か
れ
、
流
布
し

て
い
た
。
第
二
次
大
戦
ま
で
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
主
だ
っ
た
バ
ラ
ー
ド
を
集

め
た
『
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
バ
ラ
ー
ド
集
』

51
か
ら
拾
っ
た
だ
け
で
も
二
〇
篇

以
上
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
バ
ラ
ー
ド
の
他
に
多
数
の
翻
訳
バ

ラ
ー
ド
が
あ
り
、
シ
ョ
パ
ン
が
読
も
う
と
思
え
ば
原
文
で
フ
ラ
ン
ス
語
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の バ ラ ー ド も 読 め た だ ろ う 。 つ ま り 《 バ ラ ー ド ・ ト 短 調 ・ 作品 二 三 》

を 書 く ま で に 彼 が 接 し 得 た 可 能 性 の あ る バ ラ ー ド 文 学

は 、 印 刷 発 表 さ れ た も の も 手 稿 の ま ま の も の も 含 め て 相 当 な数 に の ぼ る の で あ る 。 題 名 に は 明 示 さ れ て い な く て も 、 バ ラ ード と 分 類 さ れ る 作 品 も い た っ て 多 い 。 選 択 肢 が そ れ だ け 多 い 中で 、 シ ョ パ ン の バ ラ ー ド は な ぜ

─
シ ュ ー マ ン の 報 告 も 含 め て

─
ミ ツ キ ェ ー ヴ ィ チ の バ ラ ー ド と 結 び つ け ら れ ね ば な ら な

か っ た の か 。 ミ ツ キ ェ ー ヴ ィ チ 以 上 に 親 し く し て い た 、 そ し てポ ー ラ ン ド 語 初 の バ ラ ー ド を ミ ツ キ ェ ー ヴ ィ チ と 同 時 に 、 競 うよ う に 書 き 、 発 表 し た ザ レ ス キ や ヴ ィ ト フ ィ ツ キ や そ の 作 品 と結 び つ け ら れ な い の は な ぜ な の か 。　
先 に も 引 い た ス モ レ ン ス カ ＝ ジ ェ リ ン ス カ の 青 少 年 向 け

シ ョ パ ン 伝 に は 、 ミ ツ キ ェ ー ヴ ィ チ に 関 し て 以 下 の よ う な 表 現が 並 ぶ

─
（ 一 ） 同 じ 〔 一 八 二 七 〕 年 彼 は 、 ヴ ィ リ ニ ュ ス ［ リ ト ア ニ ア の

首 都 ］ で 出 版 さ れ た ミ ツ キ ェ ヴ ィ チ の 詩 集 を ワ ル シ ャ ワ の 本屋 で 買 い 求 め 、 た ち ま ち そ の 熱 烈 な フ ァ ン に な る が 、 こ の 詩

00000000000

0

0

00

集 は 、 そ の 後 も 長 年 に わ た っ て 彼 に と っ て の ロ マ ン 主 義 精 神0

0

0

00000000000000000000000

の シ ン ボ ル で あ り つ づ け る000000000000

（ 伝 統 的 、 古 典 的 な 詩 の 趣 味 を 持

つ 者 に と っ て は か な り ス キ ャ ン ダ ラ ス な も の だ っ た ）  。

5 2〔 傍

点 に よ る 強 調 は 関 口 。 以 下 同 様 〕

（ 二 ） ヤ ン が 脚 に 患 い を 得 た ま ま ワ ル シ ャ ワ を 離 れ 、 故 郷 ソ コ

ウ ォ ー ヴ ォ に 帰 っ て か ら と い う も の 、 フ リ デ リ ッ ク は 、 身 辺上 の 出 来 事 を 大 小 も ら さ ず 報 告 し て 自 分 の 気 持 ち を 吐 露 し 、

自 分 が 書 い た マ ズ ル カ や 、  気 に 入 っ た ミ ツ キ ェ ヴ ィ チ の 詩

00000000000000

や 、

ワ ル シ ャ ワ で 上 演 さ れ た オ ペ ラ の ア リ ア を 送 っ た り し な がら 、 矢 の よ う に 手 紙 を 書 き 送 っ た 。

5 3

（ 三 ） シ ョ パ ン は 早 く 少 年 時 代 か ら ミ ツ キ ェ ヴ ィ チ に 心 酔 し て

00000000000000000000

い た00

。  〔 略 〕 ま た ミ ツ キ ェ ヴ ィ チ の バ ラ ー ド に 対 す る シ ョ パ

0000000000000000000

ン の 若 い 頃 の 傾 倒00000000

は 、 彼 の 成 熟 期 に ピ ア ノ の た め の 《 バ ラ ー

ド 》 と な っ て 結 実 す る 。

5 4

（ 四 ） ピ ア ノ 音 楽 に バ ラ ー ド の ス タ イ ル や 形 式 を 使 う と い う 発

想 が シ ョ パ ン に 生 ま れ た の は

─
彼 自 身 が 一 八 三 六 年 ラ イ プ

ツ ィ ヒ で シ ュ ー マ ン に 語 っ た と こ ろ に よ れ ば

─
や は り 、 少

0

年 時 代 か ら 傾 倒 し て い た00000000000

ミ ツ キ ェ ヴ ィ チ の バ ラ ー ド が き っ か

け だ っ た 。

5 5

（ 五 ） 一 八 三 二 年 パ リ で 、 シ ョ パ ン は 初 め て こ の 一 二 歳 年 上 の

詩 人 に 会 っ た 。 そ れ 以 後 、 こ の 二 人 の 偉 大 な ロ マ ン 主 義 芸 術家 は

─
ポ ー ラ ン ド 亡 命 者 社 会 の ス タ ー 的 な 存 在 で も あ り

─
「 ポ ー ラ ン ド 倶 楽 部 」 や ア ダ ム ・ チ ャ ル ト リ ス キ 公 の 家

で の 集 ま り や 、 あ る い は あ ち こ ち の サ ロ ン の 夕 べ で 、 何 度 も顔 を 合 わ せ る こ と と な っ た 。 必 ず し も す べ て に お い て 意 見 が一 致 す る と い う こ と は な か っ た に せ よ 、 二 人 は 互 い に 好 意 と尊 敬 を 寄 せ 合 っ た 。 シ ョ パ ン の ミ ツ キ ェ ヴ ィ チ の 文 学 に 対 す

000000000000000000

る 傾 倒000

は 変 わ ら ず 、 ミ ツ キ ェ ヴ ィ チ は シ ョ パ ン の 音 楽 の ロ マ

ン 主 義 的 な 深 み に つ い て 賛 辞 を 惜 し ま な か っ た 。

5 6



3 0

　
傍
点 を 施 し た 表 現 に は 、 い ず れ も 根 拠 が な い 。

（ 一 ）

の 詩 集

に つ い て 、 ど う や ら ス モ レ ン ス カ ＝ ジ ェ リ ン ス カ は 一 八 二 二 年刊 の 第 一 詩 集 で あ る と 思 っ て い る よ う だ が 、 最 新 の シ ョ パ ン 書簡 集 の 編 者 ヘ ル マ ン ら は 、 恐 ら く 前 年 一 二 月 初 め に モ ス ク ワ で刊 行 さ れ た 『 ソ ネ ッ ト

（ 集 ）

』 だ ろ う と 推 測 し て い る 。 ど ち ら

に し て も 、 ミ ツ キ ェ ー ヴ ィ チ の 作 品 入 手 に つ い て の 情 報 の 出 所は 、 一 八 二 七 年 一 月 八 日 付 け の ヤ ン ・ ビ ャ ウ ォ ブ ウ ォ ツ キ 宛 て書 簡 で 「 ミ チ

〔 マ マ 〕

キ ェ ー ヴ ィ チ や 例 の 切 符 購 入 の た め の 骨

折 り 、  重 労 働 に 対 す る 、  我 輩 の 額 の 血 の 汗 に 対 す る 、  そ れ が

〔 君

の 〕

謝 意 か い ？ 」

5 7と 書 い て い る 一 箇 所 だ け だ が 、 ミ ツ キ ェ ー

ヴ ィ チ の 何 ら か の 本 を 苦 労 し て 入 手 し て ヤ ン に 送 っ た と し ても 、 そ れ は シ ョ パ ン 自 身 が ま ず よ い と 思 い 、 推 薦 す る つ も り でそ う し た の か 、 そ れ と も ソ コ ウ ォ ー ヴ ォ と い う 田 舎 に 住 む ヤ ンか ら の 注 文 が 先 に あ っ て 、 そ れ に 応 じ て の 行 動 だ っ た の か は わか ら な い こ と な の で あ る 。　
ス モ レ ン ス カ ＝ ジ ェ リ ン ス カ の

（ 二 ）

の 表 現 も 、

（ 一 ）

と 同

じ 手 紙 を 根 拠 に し て い る だ け で 、 そ れ 以 外 に ビ ャ ウ ォ ブ ウ ォ ツキ に ミ ツ キ ェ ー ヴ ィ チ の 詩 を 送 っ た 形 跡 は な い 。 従 っ て こ の 評伝 作 者 は 、

（ 一 ）

の 場 合 に 利 用 さ れ た 書 簡 中 の わ ず か 一 回 の 言

及 を 利 用 し て 、 そ の 上 シ ョ パ ン の 「 気 に 入 っ た ミ ツ キ ェ ー ヴ ィチ の 詩 」 と い う 根 拠 の な い 言 い 回 し を 繰 り 返 す こ と で 、 読 者 に対 し て 、 い わ ば 修 辞 的 、 心 理 的 「 既 成 事 実 」 を 積 み 上 げ た の であ る 。

（ 三 ）

の  「 心 酔 し て い た 」  、

（ 三 ）  （ 四 ）  （ 五 ）

の  「 傾 倒 」  と い っ

た 表 現 も 、 反 復 し て 使 用 さ れ る こ と で 、 伝 記 作 者 の 願 望 を あ たか も 史 的 事 実 で あ る か の よ う に 提 示 す る 極 め て 有 効 な 修 辞 とな っ て い る 。

　
シ ョ パ ン が ミ ツ キ ェ ー ヴ ィ チ の バ ラ ー ド を 知 っ て い た 可 能

性 を 示 す 最 初 の 文 献 は 、 一 八 二 七 年 三 月 一 四 日 付 け

（ 事 実 は

一 二 日 ）

の や は り ビ ャ ウ ォ ブ ウ ォ ツ キ 宛 て 書 簡 で あ る 。 そ の 中

で 、 シ ョ パ ン 家 の 料 理 人 だ っ た 女 性 が 、 か つ て シ ョ パ ン 家 に寄 宿 し て い た ビ ャ ウ ォ ブ ウ ォ ツ キ が い か に 素 敵 な お 坊 ち ゃ まだ っ た こ と か と 回 想 し て い る 言 葉 の 引 用 が あ る

─

　
も し 死 ん だ の な ら 、 そ う 報 告 し て く れ た ま え 。 賄 方 の お ば さ

ん に 教 え て や る か ら 。 と い う の も 彼 女 、 君 の 病 気 の こ と を 聞き 知 っ て か ら と い う も の 、 四 六 時 中 お 祈 り を 唱 え て い る の だ 。─
キ ュ ー ピ ッ ド の 矢 の 威 力 は 大 し た も の だ 。 わ が ユ ゼ フ ォ ー

ヴ ァ 〔 女 性 の 呼 び 名 〕  、 か な り の お ば さ ん だ が 、 君 が ワ ル シ ャワ に い た 間 、  す っ か り 君 に 参 っ た と 見 え て 、  （ 君 が 死 ん だ と 知 って か ら ） 長 い 間 、 毎 回 毎 回 こ ん な 風 に 言 っ て い た

─
「 何 と い

う お 坊 ち ゃ ま で し た こ と ！

　
こ こ に お 出 入 り す る ど ん な お 坊

ち ゃ ま 方 よ り ハ ン サ ム で 、 ヴ ォ イ チ ェ ホ フ ス キ 様 も あ れ ほ ど ハン サ ム で ね え し 、 イ ェ ン ジ ェ イ ェ ー ヴ ィ チ 様 も 駄 目 、 ど な た もか な い ま せ ん て 。

─
ま あ 本 当 に ね え 。 一 度 な ん か 、 煮 た キ ャ

ベ ツ を ご 冗 談 で 鍋 ご と 平 ら げ て し ま わ れ ま し た な 」  … … 。  ハ 、  ハ 、ハ 、 ハ ！

　
高 名 な る 「 挽 歌 」 か ！

　
ミ チ 〔 マ マ 〕 キ ェ ー ヴ ィ チ

が い な い の が 残 念 。 い れ ば バ ラ ー ド 「 料 理 女 」 で も 書 い て く れそ う だ 。

5 8

　
先 に 触 れ た 一 月 八 日 の 手 紙 か ら 二 ヶ 月 後 の 手 紙 を 、 シ ョ パ ン

は の っ け か ら 「 生 き て い る ？

─
そ れ と も 死 ん だ の か い ？

─

も う 三 ヶ 月 以 上 た っ た 。 こ の 間 、 君 が 僕 に 一 言 も 書 い て 寄 越 さ
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31

な
い
と
い
う
の
は
、
ま
こ
と
に
慶
賀
の
至
り
だ
」

59
と
痛
烈
に
始
め
て
い

る
。
ヤ
ン
は
病
に
苦
し
ん
で
い
て
、
翌
二
八
年
三
月
に
現
実
に
早
世
す

る
の
だ
が
、
現
存
す
る
ビ
ャ
ウ
ォ
ブ
ウ
ォ
ツ
キ
宛
て
の
最
後
の
書
簡
二
通

に
共
通
し
て
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
名
が
見
え
る
の
は
、
む
し
ろ
藝
術
青

年
だ
っ
た
ヤ
ン
・
ビ
ャ
ウ
ォ
ブ
ウ
ォ
ツ
キ
こ
そ
が
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
に

「
傾
倒
」、「
心
酔
し
て
い
た
」
こ
と
を
シ
ョ
パ
ン
が
知
っ
て
い
た
か
ら
で

は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
時
代
の
青
年
知
識
人
と
し
て
御
多
分
に
洩
れ
ず
、

ヤ
ン
が
こ
の
詩
人
を
崇
拝
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
シ
ョ
パ
ン
は

─
自
身

は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

─
病
床
に
あ
る
高
校

以
来
の
親
友
を
喜
ば
せ
よ
う
と
し
て
、
出
版
後
す
ぐ
に
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ

チ
自
身
が
ワ
ル
シ
ャ
ワ
に
送
ら
せ
た
五
百
部
の
『
ソ
ネ
ッ
ト
（
集
）』
が

到
着
し
た
ば
か
り
の
時
点
で
、
購
入
に
奔
走
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
か
。
か
り
に
も
シ
ョ
パ
ン
自
身
が
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
に
傾
倒
、
心
酔

し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
示
す
直
接
の
言
辞
が
あ
っ
て
も
い
い
は

ず
だ
が
、
そ
う
い
う
も
の
は
な
い
。
ま
た
右
の
文
中
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ

チ
の
直
前
に
見
え
る
語
「
挽
歌
〔Treny

〕」
は
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
以

前
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
文
学
最
大
の
詩
人
と
し
て
学
校
生
徒
が
教
わ
る
、
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
詩
人
ヤ
ン
・
コ
ハ
ノ
フ
ス
キ
が
娘
の
死
を
悼
ん
で
書
い
た
有

名
な
作
品
の
題
の
引
用
で
、
い
か
に
も
シ
ョ
パ
ン
が
学
校
の
文
学
史
の
授

業
で
仕
入
れ
た
知
識
を
並
べ
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
感
じ
も
す
る
。
た
だ

し
、
ヤ
ン
様
の
死
を
使
用
人
の
ユ
ゼ
フ
ォ
ー
ヴ
ァ
が
嘆
く
と
い
う
構
図

や
、「C

yganka

ジ
プ
シ
ー
女
」（
ザ
ン
）
や
「Św

iterzanka

シ
フ
ィ
テ
ジ
ャ

ン
カ
」（
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
）
と
同
様
の
ス
タ
イ
ル
の
題
名
「K

ucharka

料
理
女
」
を
考
え
る
と
、
二
〇
年
代
以
降
流
行
し
て
い
る
バ
ラ
ー
ド
と
い

う
も
の
に
つ
い
て
、
ま
た
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
が
バ
ラ
ー
ド
の
名
手
で
あ

る
こ
と
を

─
無
論
そ
れ
が
知
識
層
の
常
識
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な

い
が

─
シ
ョ
パ
ン
が
知
っ
て
い
た
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
と
だ
け
は

言
え
る
。

　

シ
ョ
パ
ン
自
身
の
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
に
関
す
る
言
及
は
き
わ
め
て

乏
し
い
に
も
拘
ら
ず
、
な
ぜ
こ
の
一
世
紀
半
、
二
人
を
結
び
つ
け
る
努
力

が
営
々
と
な
さ
れ
て
き
た
か
と
言
え
ば
、
最
大
の
理
由
は
、
両
者
が
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
に
と
っ
て
の
民
族
的
「
英
雄
」
で
あ
り
、
民
族
を
代
表
す
る

偉
人
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
ろ
う
。
二
人
は
一
八
三
二
年
に
パ

リ
で
知
り
合
っ
た
の
だ
が
、
ヨ
ラ
ン
タ
・
ペ
ン
カ
チ
ュ
は
、
パ
リ
で
の
亡

命
時
代
に
お
け
る
両
者
の
関
係
の
神
話
化
に
つ
い
て
こ
う
書
い
て
い
る

─　

ま
た
こ
の
時
期
〔
一
八
三
五
〜
四
〇
年
代
〕
は
、シ
ョ
パ
ン
が
特
に
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
亡
命
者
た
ち
の
サ
ー
ク
ル
で
活
発
に
活
動
し
、
毎
日
の
よ
う
に

ア
ダ
ム
・
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
、
ス
テ
フ
ァ
ン
・
ヴ
ィ
ト
フ
ィ
ツ
キ
、
ユ

ゼ
フ
・
ボ
フ
ダ
ン
・
ザ
レ
ス
キ
、
ユ
リ
ア
ン
・
ウ
ル
ス
ィ
ン
・
ニ
ェ
ム
ツ
ェ
ー

ヴ
ィ
チ
ら
と
会
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
一
般
化
は
、
こ
う

し
た
人
物
た
ち
と
彼
の
関
係
が
必
ず
し
も
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
あ
っ
さ
り
と
排
除
し
て
し
ま
う
だ
け
で
な

く
、
そ
も
そ
も
歴
史
的
・
事
実
的
裏
付
け
も
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

60

　

そ
し
て
四
〇
年
代
に
入
れ
ば
「
メ
ス
ィ
ヤ
ニ
ズ
ム
思
想
に
お
い
て
フ

ラ
ン
ス
の
合
理
主
義
と
社
会
組
織
に
代
わ
っ
て
取
る
べ
き
道
と
し
て
の

ポ
ー
ラ
ン
ド
を
賞
揚
し
」「
パ
リ
を
拒
否
し
た
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
」
と
、

パ
リ
や
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
世
界
を
肯
定
し
、「
フ
ラ
ン
ス
の
文
物
を
遠

ざ
け
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
経
験
を
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
経
験
に
対
置
す
る
よ
り

は
、
む
し
ろ
両
者
の
融
合
を
は
か
っ
た
」
シ
ョ
パ
ン
の
生
き
方
の
相
違
は
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ま
す
ま
す
際
立
っ
た
と
ペ
ン
カ
チ
ュ
は
見
て
い
る
。

61

　

同
じ
論
文
で
ペ
ン
カ
チ
ュ
は
、「《
民
族
》
の
作
曲
家
と
し
て
私
物
化
さ

れ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
民
族
が
生
ん
だ
ポ
ー
ラ
ン
ド
《
民
族
の
魂
》
を
体
現
す

る
、
民
族
の
財
産
と
な
っ
た
」
過
程
を
丹
念
に
検
証
し
、
こ
う
書
い
て
い

る

─　

結
果
と
し
て
、
シ
ョ
パ
ン
の
像
は
、
本
格
的
な
伝
記
（
一
九
世
紀
に
は

そ
も
そ
も
そ
う
し
た
著
作
の
数
自
体
が
寥
々
た
る
も
の
だ
っ
た
）
の
影
響

を
受
け
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
シ
ョ
パ
ン
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
「
民
族
精
神
」
の

精
髄
と
い
か
に
有
機
的
に
関
係
し
て
い
る
か
、
同
時
代
の
他
の
傑
出
し
た

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
藝
術
家
た
ち
と
シ
ョ
パ
ン
と
が
い
か
に
精
神
的
に
近
し
い

関
係
に
あ
る
か
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
エ
ッ
セ
イ
や
評
論
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

62

　

ペ
ン
カ
チ
ュ
に
よ
っ
て
「
シ
ョ
パ
ン
の
民
族
主
義
的
私
物
化
と
い
う
路

線
を
最
初
に
敷
い
た
」
と
名
指
さ
れ
た
の
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
国
文
学
者

ス
タ
ニ
ス
ワ
フ
・
タ
ル
ノ
フ
ス
キ
が
一
八
七
一
年
に
発
表
し
た
文
章
だ

が
、
そ
こ
に
は
こ
ん
な
く
だ
り
が
あ
る

─

　

事
実
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
詩
の
特
質
で
あ
る
と
こ
ろ
の
独
創
的
で
、
物
悲
し

0
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0

0
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0
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0

0

0

0

0

0
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0

0

0
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く
、
す
ぐ
れ
て
土
着
的
、
独
自
的
か
つ
愛
国
的
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
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0

0

0
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0

0
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0
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0
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0
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が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
概
念
を
外
国
人
に
伝
え
得
る
の
は

シ
ョ
パ
ン
を
措
い
て
他
に
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
の
音
楽
は
、
同
じ
イ

0

0

0

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
満
ち

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
生
命
を
吹
き
込
ま
れ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
音
楽
は
、
い
わ
ば
ポ
ー
ラ
ン
ド
詩
を
補
い
、
翻
訳
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

63

　

国
難
の
さ
な
か
に
あ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
よ
っ
て
、
す
で
に
生
前
か

ら
ほ
と
ん
ど
救
国
の
英
雄
、
預
言
者
扱
い
さ
れ
て
い
た
詩
人
ミ
ツ
キ
ェ
ー

ヴ
ィ
チ
と
、
欧
州
の
音
楽
界
に
名
を
知
ら
れ
た
シ
ョ
パ
ン
と
が
力
を
合
わ

せ
て
何
か
を
為
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
望
ま
し
い
こ
と
も
な
い
美
談

で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
夢
を
見
る
こ
と
も
、
二
人
の
天
才
が
御
国
の
た
め

に
き
っ
と
仲
良
く
創
作
活
動
を
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
こ
む
こ
と
も
人

情
に
違
い
な
い
。
一
八
四
二
年
一
〇
月
一
六
日
付
け
の
姉
ル
ド
ヴ
ィ
カ
が

弟
フ
レ
デ
リ
ク
に
宛
て
て
書
い
た
手
紙
に
は
そ
う
し
た
人
情
が
よ
く
表

わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
ル
ド
ヴ
ィ
カ
は
、
三
ヶ
月
ほ
ど
ポ
ー
ラ
ン
ド

各
地
を
回
り
、
旧
知
の
間
柄
も
新
た
に
知
り
合
っ
た
人
間
も
含
め
て
、
大

勢
の
人
々
に
会
っ
て
き
た
報
告
を
事
細
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
う
書

い
た

─
　

色
々
な
人
達
が
、
あ
な
た
は
結
婚
し
な
い
の
か
と
尋
ね
る
し
、
ま
た
他

の
人
は
他
の
人
で
、
き
っ
と
あ
な
た
と
ア
ダ
ム
が
一
緒
に
、
何
か
大
き
な

も
の
を
書
い
て
い
る
に
違
い
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。

64

　

ア
ダ
ム
は
も
ち
ろ
ん
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
も

二
人
の
優
秀
な
人
間
を
大
都
会
に
送
り
出
し
た
在
所
の
人
間
た
ち
が
彼

ら
に
託
し
そ
う
な
期
待
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
天
才
シ
ョ
パ
ン
が
自
作
に

バ
ラ
ー
ド
と
い
う
題
を
付
け
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
釣
り
合
う
詩
は
、

天
才
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
バ
ラ
ー
ド
を
措
い
て
他
に
な
い
と
人
々
が

思
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
自
然
な
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
他
の
詩
人

の
詩
で
は
格
が
違
い
過
ぎ
る
の
で
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
シ
ョ
パ
ン
と

ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
希
望
的
憶
測
を
抱
き
、
彼
ら
に
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つ
い
て
評
伝
を
書
く
者
が
そ
の
希
望
を
あ
た
か
も
史
実
の
よ
う
に
書
く

う
ち
に
、
時
代
と
と
も
に
神
話
は
固
め
ら
れ
、
肥
大
化
し
て
い
っ
た
。
そ

れ
で
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
で
な
い
評
者
や
演
奏
家
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と

言
え
ば
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
と
い
う
壁
も
あ
り
、
三
国
分
割
と
い
う
特
殊
な

事
態
も
あ
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
た
ち
の
テ
ク
ス
ト
を
あ
る
程
度
以
上
批
判

的
に
は
読
め
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
。
加
え
て
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー

ヴ
ィ
チ
以
外
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
文
学
は
、
た
と
え
ば
ザ
レ
ス
キ
や
ヴ
ィ

ト
フ
ィ
ツ
キ
な
ど
、
二
流
の
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
た
詩
人
の
作
品
は
翻
訳

が
な
い
た
め
に
、
読
む
こ
と
も
論
ず
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ポ
ー
ラ
ン
ド

語
圏
の
外
で
は
、
バ
ラ
ー
ド
は
お
ろ
か
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
文
学
そ
の
も
の

が
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
専
売
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
外
国
人
が

シ
ョ
パ
ン
と
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
を
結
び
つ
け
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ

と
だ
ろ
う
。

＊

　

シ
ョ
パ
ン
が
自
作
の
ピ
ア
ノ
独
奏
曲
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
四
回
、

二
〜
三
年
お
き
に
「
バ
ラ
ー
ド
」
と
い
う
題
を
自
ら
冠
し
て
出
版
し
た
と

い
う
事
実
は
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
曲
が
一
つ
の
特
定
の

文
学
バ
ラ
ー
ド
に
着
想
を
得
た
と
か
、
ま
し
て
や
コ
ル
ト
ー
が
言
う
よ
う

に
「
描
い
て
い
る
」
と
判
断
す
べ
き
根
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
。
万
が
一
に

も
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
、
夥
し
い
数
の
バ
ラ
ー
ド
が
流
通
し
て
い
た
時

代
で
あ
る
。
そ
れ
が
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
バ
ラ
ー
ド
で
あ
っ
た
と
断
ず

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
シ
ョ
パ
ン
は
例
に
よ
っ
て

驚
く
ほ
ど
固
い
沈
黙
を
守
っ
た
（
き
っ
と
人
か
ら
た
び
た
び
バ
ラ
ー
ド
に
つ

い
て
尋
ね
ら
れ
た
に
違
い
な
い
が
）。
沈
黙
を
通
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ

く
ま
で
言
葉
を
排
除
し
て
の
、
音
に
よ
る
バ
ラ
ー
ド
を
志
し
た
と
解
す
べ

き
だ
ろ
う
。
一
方
で
一
八
二
〇
年
代
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
空
間
で
は
、
バ

ラ
ー
ド
と
い
う
、
い
わ
ば
ハ
イ
カ
ラ
な
言
葉
が
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
は

想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
の
革
新
性
、
前
衛
性
を
帯
び
て
い
た
と
い
う
事
実

が
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
以
外
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い

な
い
。

　

英
語
や
ド
イ
ツ
語
の
文
学
に
比
べ
て
は
る
か
に
後
で
、
半
世
紀
以
上
も

遅
れ
て
、
輸
入
品
の
新
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
登
場
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
バ

ラ
ー
ド
は
、
そ
の
名
称
自
体
が
革
命
的
だ
っ
た
。
ロ
マ
ン
主
義
に
よ
る
古

典
主
義
の
批
判
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
有
産
（
支
配
）
階
級
の
文
学
に

無
産
（
被
抑
圧
）
階
級
の
世
界
観
や
言
語
を
持
ち
込
み
、
視
点
や
語
る
主

体
を
逆
立
さ
せ
る
「
運
動
」
と
し
て
、
文
字
通
り
革
命
的
だ
っ
た
。
ズ
ゴ

ジ
ェ
ル
ス
キ
が
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ
チ
の
『
バ
ラ
ー
ド
と
ロ
マ
ン
ス
』
に
つ

い
て
「〔
古
典
主
義
と
の
〕
こ
う
し
た
対
比
に
お
い
て
、
ミ
ツ
キ
ェ
ー
ヴ
ィ

チ
の
バ
ラ
ー
ド
の
新
鮮
さ
、《
民
衆
性
》
は

─
今
日
の
我
々
の
眼
に
は

も
う
あ
ま
り
判
然
と
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
る
が

─
あ
か
ら

さ
ま
に
示
威
的
な
も
の
と
映
っ
た
に
違
い
な
か
っ
た
」

65
と
言
っ
て
い
る

の
は
的
確
な
指
摘
で
、
一
九
世
紀
に
至
っ
て
も
な
お
、
農
民
と
士
族
階
級

（
シ
ュ
ラ
フ
タ
）
と
の
文
化
的
な
断
絶
が
極
め
て
深
か
っ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド

で
、
一
八
二
〇
年
代
の
バ
ラ
ー
ド
が
、
そ
し
て
こ
の
呼
称
が
有
し
て
い
た

危
険
な
香
り
や
前
衛
の
象
徴
と
し
て
持
っ
て
い
た
イ
ン
パ
ク
ト
を
想
像

す
る
こ
と
は
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
は
困
難
で
、
具
体
的
な
テ
ク
ス
ト
を
日

本
語
で
読
む
こ
と
の
で
き
な
い
日
本
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
そ
れ
は
不

可
能
な
こ
と
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
「
バ
ラ
ー
ド
の
年
」
に
一
二
歳
だ
っ
た
フ
リ
デ
リ
ク
・

シ
ョ
パ
ン
が
、
そ
の
思
春
期
、
青
年
期
を
通
じ
て
、
い
や
と
い
う
ほ
ど
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耳
に
し
、
目
に
し
た
は
ず
の
「
バ
ラ
ー
ド
」
の
語
や
バ
ラ
ー
ド
論
議
に

は
、
そ
う
し
た
特
別
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
意
味
合
い
が
あ
っ
た
（
一
八
二
〇

年
代
を
通
じ
て
、
シ
ョ
パ
ン
の
周
辺
で
侃
々
諤
々
戦
わ
さ
れ
続
け
た
、
有
名
な

ロ
マ
ン
派
対
古
典
派
論
争
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
こ
れ
も
「
バ

ラ
ー
ド
」
の
語
の
響
き
に
大
き
く
影
響
し
た
は
ず
で
あ
る
）。
バ
ラ
ー
ド
マ
ニ

ア
〔balladom

ania

〕
と
い
う
よ
う
な
単
語
ま
で
、
こ
の
時
代
に
は
登
場
し

た
の
だ
っ
た
。
あ
る
種
の
自
作
の
ピ
ア
ノ
独
奏
曲
を
シ
ョ
パ
ン
が
バ
ラ
ー

ド
と
名
づ
け
た
行
為
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
事
実
を
知

る
こ
と
か
ら
、
ま
た
シ
ョ
パ
ン
が
接
し
得
た
文
学
バ
ラ
ー
ド
の
テ
ク
ス
ト

そ
の
も
の
を
す
べ
て
見
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
彼
が
欧
州
共
通
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の

最
大
公
約
数
的
な
文
学
「
バ
ラ
ー
ド
」
概
念
を
借
用
し
た
の
だ
と
い
う
仮

説
も
あ
り
得
て
、
そ
れ
を
排
除
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ま
ず
は
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
語
の
「
バ
ラ
ー
ド
」
に
特
有
だ
っ
た
、
濃
密
な
負
荷
の
問
題
を
無

視
し
て
は
話
が
始
ま
ら
な
い
。

　

青
柳
い
づ
み
こ
が
正
し
く
指
摘
し
た
よ
う
に
「
詩
こ
そ
が
最
高
の
藝
術

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
音
楽
は
よ
り
低
い
ラ
ン
ク
に
甘
ん
じ
て
い
た
」
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ロ
マ
ン
主
義
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
言
葉
の
な
い
表
現
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語

に
お
い
て
は
ロ
マ
ン
主
義
の
錦
旗
だ
っ
た
「
バ
ラ
ー
ド
」
と
い
う
名
称
を

─
こ
の
言
葉
に
ま
つ
わ
る
膨
大
か
つ
原
理
的
な
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を

充
分
承
知
し
た
う
え
で

─
与
え
た
シ
ョ
パ
ン
の
試
み
は
、
少
な
く
と
も

大
胆
な
実
験
と
呼
ん
で
い
い
。
冒
険
、
あ
る
い
は
挑
戦
と
さ
え
呼
べ
る
可

能
性
も
な
い
で
は
な
い
。
文
学
に
お
も
ね
っ
て
バ
ラ
ー
ド
と
称
し
た
と
い

う
よ
り
は
、
文
学
に
反
抗
し
て
そ
う
し
た
の
だ
と
、
シ
ョ
パ
ン
の
文
章
だ

け
を
頼
り
に
私
は
考
え
る
。

　

自
分
は
オ
ペ
ラ
も
歌
曲
も
書
か
な
い
が
、
バ
ラ
ー
ド
を
書
く
。
し
か
し

音
だ
け
で
、
一
個
の
独
立
し
た
バ
ラ
ー
ド
を
書
き
た
い
、
書
け
る
の
だ
と

シ
ョ
パ
ン
が
考
え
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
題
の
持
つ
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は

別
に
、「
バ
ラ
ー
ド
的
構
造
」
の
存
否
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
。
そ
れ

を
調
べ
、
論
ず
る
こ
と
は
可
能
で
も
あ
り
、
意
味
も
あ
る
と
思
う
が
、
学

際
的
な
共
同
研
究
の
チ
ー
ム
で
も
組
ま
な
け
れ
ば
難
し
い
だ
ろ
う
。

（
文
中
の
〔　

〕
は
、
筆
者
に
よ
る
注
釈
、
補
足
）

　
　

注

1　

Jam
es Parakilas, Ballads w

ithout W
ords: C

hopin and the Tradition of the 

Instrum
ental Ballade, Portland, O

R
: A

m
adeus Press, 1992.

2　

Jim
 Sam

son, C
hopin: The Four Ballades, C

am
bridge U

niversity Press, 1992.

3　

D
orota Zakrzew

ska, “A
lienation and Pow

erlessnes: A
dam

 M
ickiew

icz’s 

‘B
allady’ and C

hopin’s B
allades”, Polish M

usic Journal, Vol. 2, N
os. 1-2, 1999. 

http://w
w

w.usc.edu/dept/polish_m
usic/PM

J/issue/2.1.99/zakrzew
ska.htm

l

4　

青
柳
い
づ
み
こ
『
水
の
音
楽
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
一
年
刊
。

5　

D
avid B

jörling, “C
hopin and the G

 m
inor B

allade”, U
niversity essay from

 

Luleå Tekniska U
niversitet, M

usikhögskolan i Piteå, 2002:01, ISSN
 1402-1552. 

6　

M
ichael K

lein, “C
hopin’s Fourth B

allade as M
usical N

arrative”, M
usic Theory 

Spectrum
, Vol. 26, N

o. 1 (Spring, 2004), p. 23-56. 
7　

Jonathan D
. B

ellm
an, C

hopin’s Polish Ballade: O
p. 38 as N

arrative of 

N
ational M

artyrdom
, O

xford U
niversity Press, 2010.

8　

Ibidem
, p. 163.

9　

K
orespondencja Fryderyka C

hopina, oprac. B
. E. Sydow

, t. II, W
arszaw

a 



———　〈かたち〉の変容　———

35

1955, s. 42.
10　

K
orespondencja Fryderyka C

hopina, oprac. B
. E. Sydow

, t. I, W
arszaw

a 1955, 

s. 179.

11　

Ibidem
, s. 192.

12　

Ibidem
, s. 204.

13　

F. C
hopin – 16 Pieśni op. 74. G

ustaw
 G

ebethner i Spółka, W
arszaw

a 1859, 

A
. M

. Schlesinger, B
erlin 1859. za: K

rystyna Tarnaw
ska-K

aczorow
ska, “Pieśni 

Fryderyka C
hopina”, w

: Rocznik chopinow
ski, t. 19, W

arszaw
a 1990, s. 265.

14　

K
orespondencja Fryderyka C

hopina, oprac. Z. H
elm

an, Z. Skow
ron, H

. 

W
róblew

ska-Straus, t. I, W
arszaw

a 2009, s. 178.

15　

Ibidem
, s. 246.

16　

A
nne-Louise-G

erm
aine de Staël-H

olstein, C
orinne, ou l’Italie, Paris 1807.

17　

エ
ル
の
子
音
を
二
度
発
音
す
る
。
バ
ル
ラ
ー
ダ
、
バ
ッ
ラ
ー
ダ
、
バ
ル
ラ
ダ
、
バ
ッ

ラ
ダ
な
ど
の
仮
名
表
記
が
あ
り
得
る
。

18　

Józef D
ionizy M

inasow
icz, N

urek. Ballada, “Pam
iętnik w

arszaw
ski”, 1816 r., 

N
o. 15, str. 327.

19　

ア
ダ
ム
・
チ
ャ
ル
ト
リ
ス
キ
（A

dam
 C

zartoryski

）
を
指
す
か
。

20　

Tw
ory Józefa D

yonizego M
inasow

icza, 1844. http://w
w

w
.biblionetka.pl/book.

aspx?id=102979

21　

Jan N
epom

ucen K
am

iński, Ballady i pieśni, 1818.

22　

M
atthew

 G
regory Lew

is

の
小
説 The M

onk

第
三
巻
か
ら
採
ら
れ
たAlonzo the 

Brave and Fair Im
ogine 

及
び
同
じ
く
ル
イ
ス
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー Tales of W

onder

第
二
巻
に
収
め
ら
れ
た M

ary”s D
ream

が
そ
れ
ぞ
れ
の
原
作
。

23　

Tom
asz Zan, 21 X

II 1796 - 19 V
II 1855.

24　

Józef B
ohdan Zaleski, 14 II 1802

ボ
ハ
テ
ィ
ル
カB

ohatyrka （
キ
エ
フ
地
方
）

生
ま
れ
、 31 III 1886

ヴ
ィ
ル
プ
ル
ーV

illepreux （
パ
リ
近
郊
）
で
没
。

25　

Stefan W
itw

icki, 13 IX
 1801

ヤ
ヌ
フJanów

 (

ポ
ド
レ
地
方Podole)

生
ま
れ
、 

15 IV
 1847

ロ
ー
マ
で
没
。

26　

原
題
は
順
にŚliczny chłopiec / D

w
ojaki koniec / N

ie m
a czego trzeba (D

um
ka) 

/ Życzenie / W
iosna / Sm

utna rzeka / H
ulanka / G

dzie lubi / Poseł / W
ojak / 

Pierścień / C
zary / Precz z m

oich oczu / M
oja pieszczotka

。

27　

Józef B
ohdan Zaleski, “Lubor. B

allada z pow
ieści ludu”, W

ybór poezji, 

B
iblioteka N

arodow
a, Seria I, nr 30, w

yd. III zm
ienione, W

rocław
 1985, s. 

12-14.

28　

C
zesław

 Zgorzelski, D
um

a —
 poprzedniczka ballady, Toruń 1949, s. 84, za: 

Józef B
ohdan Zaleski, W

ybór poezji, id. s. 12.

29　

“W
anda. Tygodnik Polski”, W

arszaw
a 1822, t. III, nr 7 (z 27 V

II), s. 97-98, 

za: A
dam

 M
ickiew

icz, W
ybór poezji, oprac. C

zesław
 Zgorzelski, B

iblioteka 

N
arodow

a, Seria I, nr 6, W
rocław

 1986, s. LII.

30　

M
aryla Puttkam

erow
a, List do Tom

asza Zana z 29 IX
/11 X

 1822 r., za: A
dam

 

M
ickiew

icz, W
ybór poezji, ibidem

, s. LI.

31　

ヴ
ィ
ル
ノ
の
ザ
ヴ
ァ
ツ
キ
と
協
力
し
て
ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
本
を
売
っ
て
い
た
ユ
ゼ
フ
・

ヴ
ェ
ン
ツ
キJózef W

ęcki

の
こ
と
。

32　

A
dam

 M
ickiew

icz, W
ybór poezji, ibidem

, s. 94.

33　
「
掌
を
舐
め
る
」
と
い
う
の
は
赤
貧
を
表
わ
す
成
句
だ
が
、
こ
こ
は
む
し
ろ
文
字
通

り
に
解
し
た
い
。

34　
Z

ygm
unt K

rasiński, L
ist z 23 II 1840 r.,; K

orespondencja Juliusza 

Słow
ackiego, oprac. E

. Saw
rym

ow
icz, W

rocław
 1963, II 259, za: A

dam
 

M
ickiew

icz, W
ybór poezji, ibidem

, s. LII.

35　

坂
田
正
治
『
バ
ラ
ー
ド
の
競
演

─
ゲ
ー
テ
対
シ
ラ
ー

─
』
九
州
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
七
年
初
版
、
二
六
九
頁
。

36　

Stefan W
itw

icki, Ballady i rom
anse, t. I, 1824, t. II, 1825, W

arszaw
a.



36

37　

Ibidem
, s. 1.

38　
Ballada polska, oprac. C

zesław
 Zgorzelski, B

iblioteka N
arodow

a Seria I, nr 

177, W
rocław

 1962, s. X
LI.

39　

Ibidem
, s. X

LIII.

40　

Pani pana zabiła, oprac. K
azim

ierz W
yka, W

arszaw
a 1974, s. 6.

41　

Lilije. Ballada (z pieśni gm
innej), A

dam
 M

ickiew
icz, W

ybór poezji, ibidem
, s. 

166-178.

42　

Pani pana zabiła, ibidem
, s. 7.

43　

K
atalog polskiej ballady ludow

ej, oprac. Elżbieta Jaw
orska, W

rocław
 1990.

44　

東
方
教
会
の
聖
堂
を
指
す
語cerkiew

が
使
わ
れ
て
い
る
。

45　

M
ieczysław

 Tom
aszew

ski, C
hopin, K

raków
 2005, s. 74.

46　

“Er zu seinen B
alladen durch einige G

edichte von M
ickiew

icz angeregt 

w
orden sei”, R

obert Schum
ann, G

esam
m

elte Schriften über M
usik und M

usiker, t. 

2. Leipzig 1888, p. 183.

47　

N
eue Zeitschrift für M

usik, 15, 1841, p. 142.

48　

Lubov K
eefer, “The Influence of A

dam
 M

ickiew
icz on the B

allades of 

C
hopin”, Am

erican Slavic and East European Review
, Vol. 5, N

o. 1 / 2 (M
ay, 

1946), p. 44-45.

49　

C
ortot – C

hopin, Ballades – opus 23, 38, 47, 52 pour piano, Editions Salabert, 
Paris 1929, p. 34.

『
シ
ョ
パ
ン
・
バ
ラ
ー
ド
（
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
コ
ル
ト
ー
版
）』
八

田
惇
訳
、
全
音
楽
譜
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
三
六
頁
。

50　

Jim
 Sam

son, ibidem
, p. 21.

51　

Ballada polska, ibidem
.

52　

バ
ル
バ
ラ
・
ジ
ェ
リ
ン
ス
カ
＝
ス
モ
レ
ン
ス
カ
『
決
定
版
シ
ョ
パ
ン
の
生
涯
』、
関

口
時
正
訳
、
音
楽
之
友
社
、
五
五
頁
。

53　

同
書
五
六
頁
。

54　

同
書
二
四
五
頁
。

55　

同
書
三
一
一
頁
。

56　

同
書
二
四
五
頁
。

57　

K
orespondencja Fryderyka C

hopina, oprac. Z. H
elm

an, Z. Skow
ron, H

. 

W
róblew

ska-Straus, ibidem
, s. 214.

58　

Ibidem
, s. 219.

59　

Ibidem
.

60　

Jolanta T. Pekacz, “The N
ation’s Property: C

hopin’s B
iography as a C

ultural 

D
iscourse”, M

usical Biography: Tow
ards N

ew
 Paradigm

s, ed. Jolanta T. Pekacz, 

2006, ISB
N

 0-7546-5151-7, p. 58.

61　

Ibidem
, p. 63.

62　

Ibidem
, p. 50.

63　

Ibidem
, p. 51.

英
訳
か
ら
で
は
な
く
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
原
文
か
ら
翻
訳
し
た
。

64　

K
orespondencja Fryderyka C

hopina, oprac. B
. E. Sydow

, t. II, W
arszaw

a 

1955, s. 72.

65　

Ballada polska, ibidem
, s. X

LIII.

66　

青
柳
い
づ
み
こ
、
前
掲
書
一
〇
八
頁
。


