
ロ

バ

ト

・
ブ

ラ

ウ

ニ

ン

グ

の

詩

「
ラ

バ
イ

・
ベ
ネ

ズ

ラ
」

の
文

学

的

価

値

に

つ
い

て

谷

正

の

序

文
学
作

品
は
あ
る
程

度
、

年
令

に
よ
り

読
者

へ
の
訴

え

に
差

が
あ

る
。

シ

ェ
ク

ス
ピ

ア

〈
を

一一一幣
∋

○っ
げ
奨

①
ω需
霞
①〉

の

「
ロ
メ
オ
と

ジ

ュ
リ

エ
ッ
ト
」

〈

菊
○
∋
①
o

鋤
a

言
滞
辞V

は
皆

い
入

へ
の
訴

え
は
大

で
あ

る
が

「
リ

ア
王
」
〈

デ巳
=
鋤q

】じ
①餌
】,〉

は
若

い
頃

読

ん

で
も

理
解

し
難

い
も

の
で
あ
る
。

し
か

し
老
人

が

こ
れ

を
読

め
ば

リ

ア
王

の
心
情

が
緯

々
と
胸

に
迫
り
、

こ
の
劇
詩

の
素
晴

ら
し

さ
に

心
打

た
れ

る

の
で
あ
る

。

ロ
バ
ト

。
ブ
ラ

ゥ

ニ
ン
グ

〈

幻
○
σ
嘆
叶

じo
「o
妄
三
コ
ひq
V

の

「
廃
嘘

の
恋
」

〈

ぴ
o
〈
①
鋤
∋
○
晃

9
Φ
閑
二
ぎ
ω〉

は
若
者

の
絶

賛

を
得

る
が

「
ラ

バ
イ

.
ベ
ネ
ズ

ラ
」

〈
幻
筈

び
同
げ
Φ=

国
N
舜
〉

は

こ
れ
が

老
令

賛
美

の
人

生
論
的
、

道
徳

論
的

な
詩

と

①

た
と
え

思

わ
れ

て

い
る
た
め
、
若

い
入

に
は
魅
力

乏

し
く
、

ま

た
仮
令

若

い
頃

、

こ
れ

を
読

ん
で
も
理
解

し
難

い

の
で
あ
る
。

し
か

し
老
年

に
な

っ
て

こ
れ

を
読

め
ば

、
何

と
な

く
近

親
感

を
覚

え
、

魅
力

を
感

じ
る

の
で
あ

る
。

ト

マ
ス

・
パ
ー
デ

ィ

〈

目
δ
ヨ
霧

=
霞
母

〉

も
淑

死

の
病
床

に
あ

っ
て
、

夫
人

に

こ
の
詩

の
朗

読
を
求

め
、

泥

っ
と

⑨

注

意
を
集

中

し
、
聴

き

入

っ
た
と

の
こ
と

で
あ
る
。

け

れ
ど

も
若

者
も
、
否

、
年
令

の
如

何
を
問

わ
ず

広
く

一
般

の
人

も
、

ブ
ラ

ウ

ニ
ン
グ

が

こ
の
詩
を
も

の
に
し
た

と

き

の

心
情
、

或

は
こ

の
詩

の
文
学

作
品

と
し

て

の
根
本

的

な
も

の
に

つ
い

て
の
幾

つ
か
の
間
題

を
理
解

す
れ
ば
、

案
外
、

訴

え
る
所

が
あ

る
と
思
う

。
か
く

考

え

て
、

こ

こ
に

こ
の
詩

の
文
学

作

品
と
し

て

の
本
質

、
特

に
こ

の
詩

に
潜

ん
で

い
る
情

緒

を
探

り
、

知
性

に

つ
い

て
は

そ

の
功
罪

を
、

芸
術
的

理
性

に

つ
い
て
は

そ
の
表
現

に

つ
い

て
考

察

し
、

こ

の
詩

の
文

学
作

品
と

し

て

の
価
値

を
探

っ
て
み

た

い
の

で
あ

る
。
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ロ
バ

ト

・
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ

の
詩

「
ラ

バ

イ

・
ベ
ネ

ズ

ラ
」

の
文

学

的
価

値

に

つ
い

て

⇔

こ
の
詩

に
於
け

る
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

の
思
想

こ
の
詩

は
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

の
人
生
観

、
宗
教

観
を
織

り

込
ん
だ
老
令
賛

美

の
詩

で
あ

る
。
詩

の
冒

頭

に
、

「
老

い
て
も
諦

め
る

こ
と

な
く
、

自

己
を
保

ち

て
年

取

ら

ん

こ
と
を
。

人
生

の
最
善
は
未

だ
来
ら
ず

、

人
生

に
終

り
あ

る

は
、

そ

の
始

め
あ
る
が

た
め
な

り
。

わ
れ
ら

の
生
涯

は
た
だ
神

の
御
手

に
あ

る

の
み

。

神
は
言

い
給
う
。

『
人

の
全

生
涯
、

わ

れ

こ
れ

を
企

て
り

、
青

春

は
、

そ

の
半
ば

に
す
ぎ
ず
、

神
を
信

ぜ
よ
、

人
生

の
全

体
を
見

よ
、
老

い
の
凋
落

を
ゆ

め
恐

る

③

こ
と
な
か

ら
ん

こ
と

を
』
」

と

言

っ
て

い
る
。

こ
の
老
令
賛
美

は
、

こ
の
詩

に
限
ら

ず

ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

の

一
つ
の
特
徴

と
も
な

っ
て

い
る
。

コ
ー

エ
ン

〈
旨
ζ
゜
O
o
冨
コ
V

は
言

っ
て

い
る
。

「
ブ

ラ

④

⑤

ウ

ニ
ン
グ
自
身

『
人

生

の
終
り

あ
る

は
そ

の
初

め
あ

る
が

た

め
』
を
信

じ
、
そ

の
終

り
を

初
め

の
成

就

と
し

て
常

に
期
得
を

か
け

て
い
た
」
ま

た
、

「
か
れ
は
他

の
浪

漫

派

詩
人
と
異

り
、
青
春

の
詩

よ
り
も
老
令

の
詩

を
若

い
頃

か
ら
書

き
始

め

て
い
た
。
そ
れ

は
、
か
れ

の
切
な

る
希

い
が
、

自

ら

の
成
熟

を
急
ぎ
、

『
ポ

ー
リ

ン
』
〈
勺
餌
午

い
ち
は
や

⑥

⑦

ぎ
①
〉

の
未
熟
な
気
分
を
逸
速
く
超
越
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
彼

の
最
も
深
遠
な
多
く
の
詩
は
老
令
の
口
に
よ

っ
て
語
ら
れ
て
い
る
」
と
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

さ

て
、

上
述

の
句
は

こ
の
詩

の
中

心
思

想
を
な
す

も

の

で
あ
る
。

人
は

老

い
て
も
、

一
生

の
終

り
が

来

た
と
諦

め
る

べ
き
で
な
く
、

人
生

に
終

り

あ
る
は
始

め

が
あ
る

ヘ

ヘ

ヘ

へ

た
め
で
あ
り
、
始
め
の
成
就
が
そ
の
終
り
で
あ
る
。
人
生
の
最
善
は
過
ぎ
た
の
で
な
く
、
こ
れ
か
ら
来
る
の
で
あ
る
。
故

に
尊
い
人
間
存
在

の
自
己
を
保

っ
て
年
取
る
べ

き
で
あ
る
。
人
の

一
生
は
神

の
掌
中

に
あ
る
。

青
春
は
人
生
の
半
ば
に
す
ぎ
ず
。

青
春
既

に
過
ぎ
老
境
に
入
る
も
老

い
の
凋
落
を

歎
く
こ
と
は
な

い
。

人
は
神
を
信
じ

て
、
人
生
全
体
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が

こ
の
句
の
意
味
で
あ
り
、

こ
の
詩
の
全
体
を
貫
く
中
心
思
想
で
あ
る
。
そ
し
て
老
令
と
青
春
を
比
較
し
、

こ
の
思
想
を
敷

延
す
る
。
若

い
頃
、
人
が
享
楽

に
耽
る
も
、
純
潔
を
保

つ
も
、
理
想
を
追
う
も
、
そ
れ
ぞ
れ
入
生
に
と

っ
て
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
を
な
す
に
当

っ
て
経
験
す
る

不
安
、
懊
悩
の
す
べ
て
を
懐
疑
精
神
で
眺
め
、
人
生
の
意
義
を
見
極
め
る
瞑
想
を
な
し
、
沈
思
し
、
入
生
を
深
く
生
く
べ
き
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
若
い
頃
、
人
が
た
だ

歓
楽
を
求
め
、
飲
食
す
る
の
み
な
ら
ば
禽
獣
に
等
し
い
。
そ
れ
は
餌
袋
を
た
だ
満

た
す

に
す
ぎ
な
い
禽
獣
に
は
懐
疑
の
心
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
禽
獣
に
等
し

い
人
間
は

客
体
的
存
在
の
人
間
で
あ
る
。
主
体
的
人
間
は
懐
疑
の
心
を
以

っ
て
深
く
人
生

に
思
い
を
致
す

べ
き
で
あ
る
。
人
が
懐
疑
の
心
を
以

っ
て
万
象
を
眺
め
る
と
き
、
こ
こ
に
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一
閃
光

に
心
動

か
さ
れ
、
永

遠

の
生
命

に
繋

が
る
自
覚

が
得
ら
れ

る
。

こ
の
自
覚
を
得

る
と
、

人
生

の
い
か
な

る
障

害
、
苦
痛
、

ま
た
失

敗
も
問

題

で
は
な

い
。
失

敗

こ

そ
却

っ
て
成

功

へ
の
道

で
あ

る
。

自

ら
が
憧

れ
て
己
ま

な
か

っ
た

こ
と

の
非
実

現
は
寧

ろ
慰
め

で
あ

る
。

た
だ
努
力

し
、

魂

の
進
歩

発
達

に
資

す
れ
ば

よ
い
。
今

の
生
活

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

へ

よ
り
低
級
の
そ
れ

へ
と
堕
落
せ
ざ
れ
ば
よ
し
と
不
成
功
の
成
功
を
説
く
。
次
い
で
精
神
と
肉
体
の
問
題
に
触
れ
、
い
ず
れ
も
尊
さ
に
於
い
て
甲
乙
な
き
を
述

べ
る
。
人
が

た
だ
生
物
的
な
肉
体
の
み
を
有
し
、
そ
の
精
神
が
、
入
の
手
足
を
動
か
す
に
す
ぎ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
客
体
的
な
人
間
に
す
ぎ
な
く
、
獣
に
等
し
い
。
肉
体
が
い
か
に
強

大
で
も
、
低
級
な
物
質
世
界

に
把
わ
れ
て
い
る
限
り
、
人
は
清
い
高
い
精
神
世
界
の
道
を
進
む
こ
と
は
で
き
ぬ
。
し
か
し

一
方
、
人
は
こ
の
世
に
肉
体
を
も

っ
て
生
れ
た

み
な
ぎ

以
上
、
赤
い
血
潮
の
溢
る
肉
体
の
享
楽
生
活
も
満
足
す
べ
き

で
あ
る
。
そ
れ
は
肉
体
も
精
神
も
共
に
神

の
創
れ
る
も
の
な
る
が
故
で
あ
る
。
肉
体
の
楽
し
み
に
よ
り
、
肉

体
も
神
の
贈
物
な
る
に
思
い
が
到
り
、

神
の
経
論
の
偉
大
さ
を
悟
り
、

神

の
愛
の
深
さ
に
感
謝
し
た
き
気
持
と
な
る
。

こ
こ
に
肉
体
と
精
神
は

相
容
れ
な
い
も

の
で
な

く
、
両
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
老
令

に
な

っ
て
こ
れ
が
完
全
に
不
自
然
で
な
く
な
る
。
か
く
し
て
人
は
は
じ
め
て
客
体
的
な
生
物
的
な
人
間
を
脱
し
て
主
体
的
な
人
間
ら

し
い
人
間
と
な
り
、
た
と
え
芽
生
え
に
す
ぎ
ず
と
も
、
神

に
近
い
人
間
に
な
る
と
言
う
。
次
に
老
令
は
入
生
の
憩
の
時
機
で
あ
る
と
言
う
。
人
は
老
令
に
達
す
る
と
、
現

世
の
戦
が
終
り
、
来
世
の
新
し
い
戦

に
向
う
前
の
休
息
を
求
め
過
去
を
回
想
す
る
。
例
え
ば
若

い
頃
の
論
争
は
結
局
わ
か
ら
ず
じ
ま
い
で
あ

っ
た
な
ど
と
。

そ
し
て
今
や

憩
の
状
態

に
入
り
、
老
境
の
静
誼
を
得
て
、
は
じ
め
て
事

の
真
相
が
明
瞭
に
な
る
と
言
う
。
し
か
し
こ
の
老
境
に
あ

っ
て
も
こ
の
時
機
は
世
間
と
の
交
渉
を
絶
ち
切

っ
て

孤
高
を
保

つ
と
い

っ
た
状
態

に
な
る
こ
と
な
く
、
青
春
の
頃

の
行
為
を
判
断
し
、
広
く
人
間
の
人
格
判
断
の
目
安
を
示
す
明
知
の
時
機
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
、
倫
理
的
な

多
く
の
詩
句
を
列
べ
老
い
の
明
知
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
結
局
、
人
間
の
価
値
は
神
の
み
が
知
る
と
言
う
。
次
い
で
こ
れ
と
関
係
し
て
、
時
は
過
ぎ
去
り

一
刻
も
止
る
こ

と
な
く
、
万
物
は
変
化
し
て
や
ま
ぬ
。
し
か
し
筍
も
存
在
す

る
も
の
は
永
久
に
存
在
す
る
。
地
上
の

一
切
の
も

の
は
変
化
し
て
も
、
人
間
の
魂
と
神
は
確
か
と
立

っ
て
動

か
な
い
。
人
間
の
心
に
入

っ
た
も

の
は
過
去
に
あ
り
、
現
在

に
あ
り
、
未
来
に
も
あ
る
。
か
り
に
時

の
経
過
が
止
る
こ
と
が
あ

っ
て
も
、
神
と
神
に
よ

っ
て
創
ら
れ
、
永

遠
の
生
命
に
繋
が
る
人
間
は
永
久

に
存
在
す
る
と
い
う
深
い
感
銘
を
与
え
る
言
葉
を
発
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
人
生
の
目
的
は
神
の
栄
光
を
現
わ
す

こ
と
で
あ

⑧

る

と

い
う
。
以

上

の
こ
の
詩

の
思
想
を

圧
縮
し

て
言

え

ば

「
生
と
死
、
時

と
永
遠
」

に
つ
い
て

の
思

索

で
あ

る
。

こ
の
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

の

思

想
は

偉

大

で
あ

る
。

人

生

論
、
宗

教
論
と

し
て
は
立
派

な
も

の
で
あ
る
。
し

か
し

思
想

が
偉
大

で
あ

り
、
入

生
論
、
宗

教
論
が

立

派

で
あ

っ
て
も
、

そ
れ
が
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ

の
詩

人
と

し
て

の
偉
大

性
を
直

ち
に
示
す
も

の
で
は
な

い
。

然

ら
ば

こ
の
詩

が

か
れ

の
詩
人
と
し

て

の
偉
大
性

を
示
す

の
は

い

か
な

る
点

で
あ

ろ
う
か
。
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ロ

バ

ト

・
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ

の
詩

「
ラ

バ

イ

・
ベ
ネ

ズ

ラ
」

の
文

学

的

価

値

に

つ
い
て

日

情
緒

・
知

性

・
芸

術
的

理
性
及
び
懐
疑
精
神

ω

哀

愁

の

情

緒

作

品
が
作

品
と
し

て
文
学

的
価

値

が
あ

る
か

ど
う
か

は
、

そ

の
作

品

の
内

面
的
要
素

の
情
緒
、

知
情

、
芸

術
的
理
性

が

そ
の
役
割
を
果

し

て
い
る
か
ど

う
か

に
か
か

っ

て

い
る
。

ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

の
こ
の
詩

の
思

想
は
、
詩

の
内
面

的
要
素

と
し

て
の
知
性

で
あ
る
。
情

緒

は
、

情
緒

そ
れ
自
体

と
し

て
は
作

品
に
姿
を

現
わ
さ
ず

知
性

に
滲
透

し
て

い
る

に
す
ぎ

な

い
。
然

ら
ば

ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

の
知

性

に
情
緒

が
果
し

て
滲
透
し

て

い
る

で
あ
ろ

う

か
。

そ
し

て
そ

の
情
緒

は
ど
ん

な
情

緒

で
あ
ろ
う

か
。

さ
て
、
老

い
の
凋
落

に
あ

る
人
は
、

そ

の
凋
落

は
入
間

と
し

て
避

け
得

な

い
運
命

、
入
間

の
今
も
昔

も
未
来

に
於

い
て
も
変

わ
る

こ
と

の
な
い
宿

命

と
考

え
、

老

い

の
生
活

を
無
意

味

な
も

の
、
味
気

な

い
も

の
と
感

じ
る
も

の
で
あ

る
。

こ
の
老

い
の
凋
落

の
歎

き

に
あ

る
人

の
心
情

が

ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ

の
人
間
愛

を
揺
り
動

か
し
、

こ
れ

が

こ
の
詩

創
作

の
動
機
と

な

っ
た

の
で
あ

る
。
そ

の
頃
、
か

れ
は
齢

五

十
才
前
後

、

し
か
も

人
に
勝
れ

て
強

壮
、
知

力

も

旺
盛

で
、
ま

だ
老

い
の
凋
落

期

に
は
入

っ
て

い
な
か

っ
た
。
し

か

し
か
れ

は
人

一
倍

感
受
性

が
強

く

、
万
人

の
心

を
知

る

に
敏

で
あ

っ
て
、
老

い

の
凋
落

の
歎

き

と

い
う

人
間

の
宿

命

を
充
分
す
ぎ

る
程
感
じ

て

い
た
。

ま
た
、

一
八
六

一
年
、

自

ら
の
身
も

心
も
焼

き
尽
し

て
愛
し

た
妻

エ
リ

ザ

ベ

ス

〈

里

鑓
げ
㊦
9

じd
錠
δ
暮

じd
お
≦
=
ぎ
oq
V

の
昇
天

と

い
う

悲
し
み

に
直

面
し
、

深
刻

な

人

生
悲
劇

を
身
を

以

っ
て
経
験
す

る

こ
と
と
な
り
、

そ

の
悲
哀

と

そ
れ
と

の
闘

い
の
苦

し
み

を

切

り
貫
け

ん
と

「
ア
。フ

ト

・
ヴ

ォ
ー
グ
ラ

ー
」

〈
〉
葺

く
o
ひq
醇

〉

或
は

「
前

を
望

め
」

〈

勺
「oω
営
8
V

を
著

わ
し
慰
安
を

求

め
て

い
た

と
き

で

あ

っ
た
。

従

っ
て
老

い
の
凋
落

の
歎

き
と

い
う

す

べ
て

の
人

間

の
哀

愁

に
心
動

く

の
は
当

然

で
あ

っ
た
。

そ

こ
で

自

ら

の
悲
哀
と

そ

の
悲
哀

克
服

の
激

し
い
苦

闘

の
慰
安

を
求
め

る
と
同
時

に
、

老

い
の

凋
落

の

歎

き

の
人
を

慰
め

る
意
図
を
以

っ
て
こ

の
詩
を

も

の
に
し

た
も

の
と
思

う

。
そ

し

て
〔
二
〕
に
引
用

し

た
詩

句

を
以

っ
て
、

自
ら

の
心

に
も

言

い
き
か
せ

な
が
ら
、

こ

の
詩
を

始

め

た

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
句

は
既

に
述

べ
た

よ
う

に
偉

大
な

発
言

で
あ

る
。
し
か

し
老

い
の
凋
落

に
あ

る
人

に
と

っ
て
は

、
現
実

に
老

い
の
凋
落
期

に
な

い
人
即
ち
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ

の

こ
の
発
言

に
接

し
て
も
、

そ

の
歎
き

を
消

散
す

る
に

は

、
そ

の
歎

き

は
余

り

に
も

深

い
人
間

の
悲

し

み
で
あ

る
。

か
れ
ら

に
と

っ
て
は
、

こ
の
慰

め
の
発
言

は

一
瞬

の
慰

め
に
終
る
も

の
で
あ

る
。
強

い
て
言

え
ば
、
言

葉

に

な

ら
な

い
冷

笑
的

に
表
現
さ

れ
る

一
種

の
諦

め

の
救

い

が
あ

る
に
す
ぎ

ぬ
で
あ

ろ
う
。
次

の
瞬
間
、

ま

た
し

て
も
衰

え
行

く
老

い
の
凋
落

の
現
実

に
戻
り
、

若
者

の
可
能

か
か

性
に
思
い
を
致
し
、
老
い
て
は
な
し
得
な
い
種

々
の
こ
と
に
歎
き
を
深
く
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
若

い
頃
、
自
ら
も
高
く
理
想
を
掲
げ
夢
を
追
い
し
こ
と
、
歓
楽
に
わ
れ

よ
し

す
べ

を
忘
れ
し

こ
と
な
ど
を
回
想
す
る
。
今
、
そ
れ
ら
は
既
に
過
去
と
な
り
、
そ
の
心
も
老
い
衰
え
、
理
想
も
夢
想
も
追
う

に
由
な
く
、
身
も
弱
り
果

て
て
は
歓
楽
に
耽

る
術
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も

な

し
と
青
春

を
追
想

し
、

歎
き

は
相
変

ら
ず

そ

の
ま

ま
残

る
の
で
あ

る
。

こ
の
心
情
を

「
賜
伽

そ
の
恵
み

を
空
し
く
す

べ
き

に
あ
ら
ず
・

御
身
ら

の
過

去

は
、

青
春

の
力
、

あ
ら
ゆ

る
所

に
満

ち
溢

れ
、

あ

ら
ゆ

る
面

に
完
全

な
り
き
。

ひ
と
た
び

目

と
耳
、

そ

の
分
前

を
取
り

入
れ
、
脳

は
そ

の

す

べ
て
を
秘

臓
し

い

た
り
。

心
臓

一
度

鼓
動
し

、

『
生
き

且

つ
学

ぶ
は

い
か
に

よ
き

か
な
』

と
言

い
し
こ
と
う

べ

⑩

な
る
か
な
」

と
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ
は
老
令
の
人
の
青
春
回
想
を
当
然
と
し
、
今
は
返
ら
ぬ
青
春

へ
の
郷
愁
な
る
老
令

の
哀
愁
の
情
緒
に
自
ら
も
打
た
れ
る
の
で
あ
る
。

ω

媒
材
と
し
て
の
倫
理
及
び
宗

教
ー
知
性

人
生
の
無

に
失
敗
し
・
楽
し
み
よ
り
も
苦
し
み
の
多
く
を
重
ね
来

っ
た
老
い
の
人
達

に
は
、
凋
落
の
歎
き
は
ひ
と
鷹
深
い
も
の
で
あ
り
、
苦
し
み
が
大
で
あ
れ
ば
あ

る
程

、
絶
望

感
は
激

し
く
、
失

望

の
淵

に
沈
倫
す

る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
心
情
を
察

し
て
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

は
言

う

の
で
あ

る
。

さ

ま
た

「
さ
ら

ば
、

わ

れ
迎
え
入

れ
ん
、
世

の
円
滑
を
妨

げ

る
阻
害

の
す

べ
て
を
、

坐
ら

せ
ず
、
立

た
せ

ず
、

た
だ
行

か
し
め

る
刺
戟

の
す

べ
て
を
。

つ
ぷ
や

わ
が
喜
び

の
四
分

の
三
は
苦

し
み

に
て
あ
れ
、

努

め
よ
、
緊

張

を
無

視
す

る
な
か

れ
、
学
び

て

苦
を
数

う

る
こ
と
な
か

れ
、
敢

え
て
言
わ

ん
、
痛

み
眩
く

こ
と
な

か
れ
。

そ
は
嘲
笑

と
見
ゆ

れ
ど
も
、

失
敗

と
思

え
る
所

、
其
処

よ
り

ぞ
、

人

生
成

功

の
逆

説
来
る
。

⑪

わ
れ
、
憧

れ
し
も

の
の
実
現

せ
ざ

る

こ
と
寧
ろ

慰
め
、

わ
れ
、

若
し
努
力

せ
ざ
れ
ば

獣
た
ら

ん
も

よ
し
、

堕
落

せ
ん

こ
と
を
願

わ
ざ

る

の
み

」

「
さ
れ

ど
、

わ
れ
、

か

の
と
き

と
同

じ
く
、
今
も

人
を
創

り
給

い
し
御
神

を
必
要

と
す
。

ち

そ
く

く

ら

輔
轄

の
廻
転

最
も
激

し
く
、

鍛
苦

に
悩

め
る
と

き
す
ら
、
遅

速
千
変

万
化
、

目
も

眩
む
ば

か
り

に
廻
転

す
る
輔
輻

に
繋

が
れ
、
前
後

の
区
別

だ
に
な

く
な
り
し

と

き
す

ら
、

主

の
渇

を
満
足

せ
し
め
奉

る
わ
が
目

的
を
没
す

る

こ
と
な

か
り

し
故

に
。そ

ひ
ず
み

さ

れ
ば
御
神

の
創
り
給

い
し

盃
な
る
わ

れ
を
用

い
給

え
、
潜

み

い
る
鍛
、
地
質

の
反

り
、

役

に

た
た
ぬ

ま
で
に

な
り

た
る
歪

を
繕

い
給

え
、

わ
が

一
生
の
御

神

の

⑫

掌
中

に
あ
ら

ん

こ
と

を
、
御
企

て

の
ご

と
く

こ

の
盃
を
全
う

し
給

え
、
老
令

に
は
青
春

を
認
め

、

死
に

は
老
令

を
完

う
し
給

え
」

と
。
前
者

は
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ

流

の
不
成

功

の
成

功
を
説

く
倫

理
的
な

句

で
あ

り
、
後
者

は
絶

望
に
瀕
す

る
も

の

へ
の
神

の
信
仰

を

説
く
宗
教
的

な
句

で
あ
る
。

こ
れ
ら

の

句

を
読
む

と
き
、

流
石

に
倫

理
学
者

、
信
仰

の
人
、
ま

た

一
世

の
指

導

者
と

し
て

の
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ

の
人
間
像

が
ま

ざ
ま
ざ

と
脳
裏

に
浮

ぶ
の
で
あ

る
。

そ

し
て
か
れ
が

ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ
の
詩

「
ラ
バ
イ

・
ベ
ネ
ズ
ラ
」
の
文
学
的
価
値
に
つ
い
て
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ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ
の
詩

「
ラ
バ
イ

・
ベ
ネ
ズ
ラ
」
の
文
学
的
価
値
に
つ
い
て

予

言
者
的
、

哲
入
的

態
度

で
、

時
代

の
代
表

者
、
新

し

い
黎

明

の
声

た
ら

ん
と
す

る
抱
負

も
読

み
と

れ

る

の
で
あ

る
。

こ
れ
は
確
か

に
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

の
偉

大
性

を
示
す

も

の
で
あ

る
。

こ
の
故
に
、

か
れ

の
信

仰
、
倫

理
、

思

想

に
重

き
を
置

き
、
信
仰

の
人
、

倫
理
思

想
家

、

人
生
哲
学

者
と

し
て

の
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ
を
眺

め
、

か
れ

の
詩

人

と

し
て

の
本

質
よ
り

は
、

そ
の
信
仰
、

霊
性
、
楽

天
観

の
面
を

強
調
し

、
宗
教
詩

入
、
人

生
詩
人

と
し

て

の
み
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ
を
称
揚
す

る
人

が
多

い

の
で
あ

る
。

そ
の

た

め

こ
の
詩

も
入

生
論

的
、
道

徳
論
的

に

の
み
取
扱
わ

れ
る
嫌

い
が
あ

る
。
勿
論

こ
の
詩

を
人
生
論

的

、
道

徳
論

と

い
う
文
学

以
外

の
見

地
か
ら

見

て
も

ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

の
偉

大
性

は
充

分
認

め
ら
れ

る
。
し
か

し

こ
の
見
地
か

ら

の
み

み

て
、

か
れ
を
称

揚
す
る

の
は
、
詩

人

と

し
て
か
れ
を

称
賛
す

る

こ
と

に
は
な
ら

な

い
。

と

い

っ
て
も

そ

れ

は
、

ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

が
媒
材

と
し

て
道
徳

、
宗

教
、
哲

学

を

用

い
た

こ
と
を
非

難
し

て
い
る

の
で
は

な

い
。

か
れ

は
他

の
詩

に
於

い
て
も

こ
れ

ら

の
媒
材

を
用

い
、

そ

の
詩
を
寧

ろ
深

み
あ

る
も

の
に
し
、

詩
を
芸

術
的

に
高

い
も

の
に
し

て

い
る
。
そ

の
適

例
が

「
指

環

と
書

物
」

〈

↓
げ
①
力
圃=
伽q
鋤
=
匹

什ぴ
①
切
O
O評
〉

で
あ

る
。

し

か
し
か

れ

が
詩

に
用

い
る
媒
材
、

即
ち

か
れ

の
知
性

を

理
解
す

る
だ
け

で
は
詩

人
と
し

て
の
か
れ
を

見
逃
す

こ
と
と

な
る
。
か

れ
を
詩
人

と
し

て
認
め
る

に
は
、

そ

の
知
性

に
滲

透
し

て
い
る
情
緒

に
触
れ

な
く

て
は
な
ら

ぬ
。

け

れ
ど
も

か
れ

の
多

く

の
作

品

に
於

い
て
は
、

知
性

が
文

学

の
内

面
的
要
素

の

↓
つ
と
し

て
の
働
き

の
媒
材

の
役
割

以
上

に
出

て
、
情

緒
伝

達

の
妨
害

を
な
し

、
詩
人

と
し

て

の
か

れ

の
短
所

を
暴
露
す

る

の
で
あ
る
。

こ
れ

は

ど

こ
か
ら
来

た

の
で
あ
ろ
う

か
。
か
れ

は
ヴ

ィ
ク

ト
リ

ア
朝

に
生

れ
、

そ

の
盛

時

の
反
面

に
生

じ
た
欠

点

ωコ
oσ
σ
巽
ざ

(俗

物
根
性

)
「①
ω℃
8
β
げ
凶野
ざ

(
体
面

、
世
間

体
)
喜

臼
ω辞陣包
ω
∋

(げ

す
根
性
、

無
教
養
)

な

ど

所

謂

く
凶9
0
鴨冨
三
ω
ヨ

⑬

⑭

を

極
度

に
嫌

い
、

こ
れ

に
抵
抗

し
た

の

で
あ

る
。
ま

た
当

時

の
道
徳
、
宗

教

の
在

り
方

に
も

不
満

を
示

し
、

そ

の
た
め
多
く

の
詩

の
材
料

に
、
道
徳

、
宗

教
を
用

い
て
強

い
抵
抗
の
意
志
を
詣

し
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
抵
抗
の
間
に
、
い
つ
し
か
予
言
者
的
、
哲
人
的
態
度
が
生
じ
・
時
代
の
袋

煮

時
代
の
指
導
穐
と
い
う
自
負
を
も

つ
に

到

っ
た
。

こ
の
こ
と
自
体
は
、
か
れ
も
亦
時
代
の
子
と
し
て
、

自
ら
は
知
ら
ず

の
間
に

く
同2
9

鋤
三
ω∋

の
影
響
を
受
け
る
結
果
と
な

っ
た
。

即
ち
か
れ
は
道
徳
、
宗
教

を
詩
の
材
料
に
過
多
と
言
え
る
ほ
ど
取
り
入
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
詩
の
創
作
の
媒
材
と
し
て
道
徳
、
宗
教
と
い
う
知
性
が
過
多
と
な
り
、
詩

の
本
質
的
要
素

の
三
つ
情

く
ず

緒
、
知
性
、
芸
術
的
理
性
の
バ
ラ

ン
ス
を
崩
す

こ
と
と
な
り
、
知
性
が
情
緒

の
主
動
的
立
場
を
犯
す

こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
詩

の
本
質
か
ら
逸
脱
す
る
詩

⑯

こ
う
か
ん

が

生
ず
る

に
到

っ
た
の

で
あ

る
。
か

れ

の
詩

の
規
模

が

い
か

に
大
き
く

、
詩

の
全
集
が

い
か

に
浩

漸

な
も

の
で
あ

っ
て
も

、
詩
人

と
し

て
の
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ
を

考

え
る
と

そ

こ
な

き
、

こ
れ
は

か
れ
を
損

う
も

の
と
な

っ
て

い
る
。

こ
の
詩

に
於

い
て
も

道
徳
、
宗

教
を
用

い
す
ぎ

た
嫌

い
が
あ

る
。

そ

の
た
め
知
性
が
過

多
と

な
り
、
媒

材
と

し

て
の
役

目
を

通
り

す
ぎ

て

い
る
。

そ

の
結

果
、
知
性

に
滲

透
し

て

い
る
情
緒

が
読
者

に
伝

わ
り
難
く

な

っ
て

い
る
。

キ

ン
グ

〈

閑
o
∋
餌
鋭

区
ぎ
瞬
V

も
言

っ
て

い
る
。
「
勿

論
、

ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ
も

必
ず

し
も
詩

作

に
成

功
し

て

い
る
と
は

限

ら
な

い
。

例
え
ば

『
サ

ウ

ル
』
〈
ω
鋤
三
〉

『
荒
野

の
死
』

〈
諺

U
$
9

ぎ

9
①
∪
Φω①
二
〉

『
ラ

バ
イ

゜
べ
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ネ
ズ
ラ
』

に
於
い
て
は
、
詩

人
と
は
予

言
者

の
仕
事

を
着

実

に
果
す

も

の
と
考

え
る
ヴ

ィ
ク
ト
リ

ア
朝

の
人

々
の
期

待
と
妥
協

し

て
い
る
。

そ
し

て
自
ら

こ
そ
遠

く
将
来

を

見
通
す
役

目
を
担

う
も

の
と
納

っ
て

い
る
。

し
か
し

実

は
た
だ
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ
協
会

に
納

っ
て

い
る

に
す
ぎ

な

い
の

で
あ

る
。

そ
し

て
上
述

の
詩

に
於

い
て
も

想
念

は

⑰

詩

的
に
動
か
ず
、
性

格

の
発
展

は
見
ら

れ
ず
、

ま
た

そ
れ

の
衝
突
も

な
く
、
加

う
る

に
想

念
の
情

緒

的
、
審
美

的
表

現
は
見
ら
れ

な
い
L
と
。

キ

ン
グ

の

こ
の
言
葉

に

わ

た
く
し

は
全

面
的

に
は
賛
成

し
か

ね
る
も

の
で
あ
る
が

、

プ

ラ

ニ
ン
グ

の
欠
点

を
突

い
て
い
る
と
思

う
。

し
か
し
わ

れ
わ
れ
は

こ
の
詩

の
言
嚢

の
意
味
即

ち
ブ

ラ
ウ

ニ
ン

わ
ず
ら

グ

の
知
性
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
滲
透
し
て
い
る
情
緒
に
触
れ
る
よ
う
努
力
す
れ
ば
、
必
ず
わ
れ
わ
れ
の
情
感
に
触
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
媒
材
と
し

て
の
知
性
の
理
解

に
努
力
は
す
る
が
、
知
性
の
情
緒
伝
達
の
妨
害
排
除

に
力
む
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
か
れ
が
詩

の
各
行

に
述
べ
て
い
る
倫
理
的
、
宗
教
的
言
葉
を
道
徳

の

徳
目
、
宗
教

の
教
条
を
理
解
す
る
態
度

の
み
で
接
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
一.n
葉
の
奥

に
潜
む
倫
理
的
、
宗
教
的
感
情
が
わ
れ
わ
れ
の
情
感
に
触
れ
る
よ
う
に
力
む

べ
き

で

あ
る
。

㈹

高

翔

的

情

緒

こ
の
詩
に
倫
理
的
な
言
葉

の
三
つ
の
次
の
句
が
あ
る
。

か
た
ま
り

「
仕
事

と
呼
ば

れ

る
俗

悪
な
塊
、

人

の
目

を
引
き

報

賞
を
も

た
ら
す
仕
事
、

こ
れ
ら

に
よ
り

て
人

の
品
定
め
す

べ
き

に
あ

ら
ず
。

ま
た
た

世

の
低
き
入
達
、
高

き
玩
場

な
ら

ぬ
水

平

の
立

場

に
あ
り

て
、
そ

の
仕
事

の
上
に
手

を
置
き

、
即
座

に
満
足

の
意
を
現

わ
し
、

瞬
く
間
に
、

仕
事

の

価

値
を

定

⑱む
」

「
さ
れ

ど
世

の
入

の
親
指

、
入
差

し
指

の
長
さ

に

て
は
、
粗
雑

な
る
計
り

と
な
り

て
計
り

難
き

も

の
、

重
大

な
る
評
価
を

な
す
に
当
り

て
見

逃
さ
れ

る
も

の
、
行

動

し
め
だ

か

ふ
く

に
現
わ
れ
出
つ
る
ま
で
に
熟
せ
ざ
る
本
能
、
実
行
に
移
す
に
は
不
確
実
な
る
志
、
そ
の
人
の
仕
事
と
し
て
は
重
き
を
な
さ
ず
、
た
だ
そ
の
人
物
の
〆
高
を
脹
ら
せ

⑲

る
も

の
」

「
狭
き
行
為

の
中

に
押

し
込

め
得

ぬ
想

い
、
言
語

に
表
現

せ
ん
と
せ
ば
暁.肖
葉

を
通
る

う
ち

に
逃

げ
去

る
空
想
、

自
ら

は
望

む
も
得
ざ
り
し
理

想
、

ま
た
憧
れ
、

自
ら

⑳

は
具

備
す

れ
ど
世
人
認

め
ざ
り

し
も

の
、

こ
れ

ら
す

べ
て
こ
そ
、
そ

の
輔
櫨
、

こ
の
盃

を
創

り
給

い
し

神

に
対

す

る
そ

の
人
の
価
値
」

こ
れ
ら

三

つ
の
句

の
最
初

の
も

の
だ

け
を
読

む
と
き

は

、

い
か

に
も

道
徳

の
徳

目
を
読

む
感

じ
が

す

る
。

し
か
し

こ
れ
を
後
者

の
二
つ
の
句
と

共

に
読

む
と
き

は
、

三

つ
の
句

全
体

に
滲
透

し
て

い
る
情

緒
が

感
得
さ

れ
る
。

そ
の
情
緒
と

は
、
人
間

の
価
値
を

超
自
然

的

な
も

の

へ
の
繋

が
り

に
於

い
て
眺
め
、

人
間

の
地

上
的

低
級

な
、
汚

ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ
の
詩

「
ラ
バ
イ

・
ベ
ネ
ズ
ラ
」

の
文
学
的
価
値
に
つ
い
て
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ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
詩

「
ラ
バ
イ

・
ベ
ネ
ズ
ラ
」
の
文
学
的
価
値
に
つ
い
て

れ

た
場

所

か
ら
高

い
清

い
天
上
的

な
と

こ
ろ

に
翔
け

上
り

た

い
希

い
の
人

間

の
心
情

即
ち
高
翔

的

心
情

を
あ

ら
わ
す

倫
理
感

で
あ

る
。
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ
が

人
間

の

こ
の
情

緒

を

こ
こ
に
表

現
し

た

の
は
、

か
れ
が
若

い
頃
、
師

表
と

仰

ぎ
私
淑

し

た

シ

ェ
リ
ー

〈
勺
①
円
く
じd
誘
ω冨

ω
げ
巴
①
く
V

の
影

響
が
あ

っ
た
と
思
う
。

シ

ェ
リ

ー
が

「
高
く
、
高

く
、
汝

は
翔

け
昇

る
。

火

の
雲

の
ご

と
く
、
蒼
空

を
飛
翔
す

る
。

う
た

う
た

常

に
歌
、
歌

い
な
が
ら
翔

け
昇

る
。

⑳

常

に
翔
け
昇

り
な
が
ら
歌
、

歌

う
」

と

「
雲
雀

に
寄

せ

て
」
〈
↓
o
鋤
Qっ
ξ

冨
鱒
〉

の
中

で
言

っ
て
い
る

の
は

こ
の
高

翔
的
情
緒

を
伝

え
る
も

の

で
あ

る
。

ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ
は

「
指
環

と
書
物
」

の
中

で
、

こ

の
情

緒
を
次

の
よ
う

に
説

明
し

て
い
る
。

「
人

の
心
は
物
質

な
ら
ず
、
ま

た
、
物
質

よ
り

は
来

ら
ず

、
天

上
よ
り
降

り
来

る
も

の
な
り
。

さ
ら
ば
、

人
は
物
質

を
離
れ

、

た
だ

心

の
み

に

て
進

む

べ
し
。

ひ

と

人

の
心
は
、

天
上

に
あ
り

て
、

認
め

ら
れ
た

る
心

た

る

べ
し
、
卑

し
き

心
離
れ

て
、

他

人
を
見

る

べ
し
。

人
は
自
ら

思
う
程
、
高

き
程
度

に
、
強

く
、

聰
明

に
、

ま

た
、

善

な
る
も

の
に
あ

ら
ず
、

思

い

の
外

に
低

き
も

の
な
り
。

⑳

さ
ら
ば
、
高

き
が
上

に
、
尚
、

高
く
、

翔
け
昇

れ

、
舞

い
上

れ
」

と
。
か
く

ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

は
人
間

の
天
上
的
憧

れ

の
情

緒

を
強

調
す

る

の
で
あ
る
。

ω

煉

獄
性

の
人
間
と

人
生
歓

喜

の
情

緒

ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

の

「
司
教
ブ

ラ

ウ
グ

ラ

ム
の
弁

明
」
〈

し口
尻
ゴ
8

じu
互

お
箪
∋
.°。
>
O
oδ
伽q
団
V

の
中

に
次

の
句

が
あ

る
。

「
戦

が
人

の
心
中

に
始

ま
る
と
き

こ
そ
、

人

に
は
何

か

の
価
値

が
あ
る
と

い
う
も

の
だ
。

神

は
頭
上

か
ら
見
下

ろ
し
、
悪

魔
は
人

の
股

の
間

か
ら

見
上
げ

る
。
両
者

が
引

っ
張

り
合

い
、

人

は

そ
の
真

ん
中

に
置
か
れ

る
。

⑳

そ
の
う
ち
精
神
は
目
覚
め
成
長
す
る
。
人
は
こ
の
戦
を
生
涯

つ
づ
け
る
べ
き
だ
。
い
や
、
来
世
ま
で
そ
の
成
長
を
や
め
て
は
な
ら
ぬ
」

こ
れ
は
人
間
の
煉
獄
性
を
認
め
た
句
で
あ
る
。
人
間
は
地
獄
と
天
国
の
中
間
煉
獄
に
立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
地
上
に
強
く
引

っ
張
ら
れ
る
が
、
ま
た
天
上
も
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強

く
憧

れ
る
。

か
く
し

て
肉

体

と
精
神

の
戦

を
繰

り
返

し
、

結

局
は
精
神

的
成
長

を
す

る
と

い
う

の
で

あ

る
。

こ

の
前
者
、

即
ち

入
間

が
地
上

に
強

く
引

っ
張
ら
れ

る
点

に

つ
い
て
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

は

「
フ
ラ

・
リ
ボ

・
リ
ピ
」

〈

閏
轟

じ
ぢ
O
o

ご
薯

凶V

の
中

で
、

ヤ
つ

「
こ
の
世
は
、
わ

し
ら

に
と

っ
て
汚
れ

た
も

の
じ

ゃ
な
い
。
ま

た
虚

ろ

な
も

の
で
も

な

い
。

こ
の
世

は
と

て
も
意
味

の
深

い
も

の
、
と

て
も

よ

い
も

の
じ

ゃ
。

こ
の

め
し

⑳

意
味

を
見

つ
け

る

こ
と
が

わ
し

の
飯

で
あ
り

、

酒

な

の
じ

ゃ
」

と
、

リ
ピ

に
言
わ

せ
、

入
生

の
生
き

甲
斐

あ
る

こ
と
、

人

生

の
喜
び

で
あ

る

こ
と

を
歌

っ
て

い
る
。

こ

れ
は
、
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ
が

人
間

の
地
上
的
生

活

を
全
く

汚
れ

た
も

の
と
か
、
意

味

の
な

い
も

の
と
は
考

え
ず
、

寧
ろ

人
間

に
と

っ
て
、

大

い
に
価
値
が

あ
る

と
考

え
た

こ

と
を
示

す
も

の

で
あ

る
,

し
か
し
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ
は
人

間

の
肉

体

と
精
神

の
関

係
を
更

に
、

丙

体

・

そ
の
肉
体

憲

わ
し
き
精

裾
し

か
持

ち

得

ず
・
精

神
・

そ

の
肉
体

の
腕
、

脚

の
活
動

に

欠
け

る

こ
と
な
き

よ
う

に
働
く

の
み
な

、り
ば

、

人
、
獣

な
ら
ず

し

て
何

な
る
や
。

人

の
肉
体
、

た
だ

肉
体

と
し

て

い
か

に
勝
れ

た
り

と
も
、

入

の
魂

の
孤
高

の
道

を

い
か
ば

か
り

遠
く

進
ま

し
め
得

る
か
。

⑳

人
の
品
定
め
は
こ
の
鑑
識
も

て
な
さ
ん
こ
と
を
L

と
言

っ
て
い
る
。
人
間
が
肉
体
的
快
楽
を
感
じ
る
の
は
人
間
の
精
神
で
あ
る
。
ま
た
反
対
に
、
人
間
が
精
神
的
快
楽
を
求
め
る
の
は
血
と
肉
に
満
ち
た
肉
体

の
人
間
で
あ

る
。
肉
体
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
精
神
行
為
は
感
宮
に
よ

っ
て
束
縛
さ
れ
た
心
理
現
象
で
あ
る
が
、
精
神

の
立
場

か
ら
言
え
ば
、
肉
体
に
属
す
る
感
覚
と
錐
も
精
神
に
そ

の
根
拠
を
置

い
て
い
る
。
所
詮
、
蹉
場
を
換
え
て
の
見
方
に
す
ぎ
な
い
。
結
局
、
人
間
の
精
神
と
肉
体
は
ぴ

っ
た
り

一
つ
に
な

っ
て
分

つ
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
物
で
あ

る
。
両
者

の
う
ち
、
肉
体
に
比
重
が
傾
け
ば
獣
性
を
帯
び
た
客
体
的
人
間
と
な
り
、

比
重
が
霊
性

に
傾
け
ば
主
体
的
人
間
と
な
る
。

人
間
の

価
値
は

主
体
的
人
間
に
ま

で
、
人
間
が
進
歩
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
る
と
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ
は
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、

⑳

「
そ
れ
も
、

こ
の
肉
体

の
生
活
が
楽
し
き
故
な
り
。

⑳

わ
が
魂
は
肉
の
バ
ラ
色

の
網
細
工
に
入
れ
ら
れ
常

に
地
上
に
ひ
か
れ
る
た
め
、
そ

の
誘
惑
を
克
服
せ
ん
と
の
奮
闘
か
ら
常

に
休
息
を
憧
れ
る
。⑳

か
る

が
故

に
、

獣
性

の
持

て
る
数

々

の
も

の
に

匹
敵

す

べ
き

貴
重

の
も

の
、

そ

の
最
も
多

く

を
、

わ

が
魂

の
た
め

に
保

た
ん

こ
と

を
切

に
望

む
」

と
、

入
間
が

こ
の
世

に
生
れ

た

こ
と

を
神

に
感
謝
す

る

の
は
肉
体

の
楽

し

み
が
あ

る
た
め

で
あ

る
と

言

う
。

し
か

し
人
間
は

肉
体

生
活

に
耽

り
す

ぎ
、
精

神
生

活
を

忘
れ

ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ゥ
ニ
ン
グ
の
詩

「ラ
バ
イ

・
ベ
ネ
ズ
ラ
」
の
文
学
的
価
値
に
つ
い
て
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ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
詩

「
ラ
バ
イ

・
ベ
ネ
ズ
ラ
」
の
文
学
的
価
値
に
つ
い
て

勝
ち

で
あ

る
。
精
神

生
活
を

忘
れ

な
い
た

め
に
は
、
度

を
超

え
た
肉
体

生
活

の
誘

惑

に
勝

た
ね
ば

な
ら

な

い
。

と

こ
ろ
が
人
間

は
常

に
獣
性

に
圧
倒

さ
れ
勝

ち

で
あ

る
。

こ
の
故

に
、
獣
性

に
匹
敵
す

る
霊
性

の
力

の
増

大

を
切

望
す

る
も

の
で
あ
る
と
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ

は
言
う

の
で
あ
る
。
け

れ
ど
も

か
れ
は
再
び

言
う
。

⑳

「
わ
れ
、
今
、

こ
の
バ
ラ
色

の
肉

の
網
細

工

に
包

ま
れ
お

れ
ど
、

わ
れ
、
努

力
し
、

進
み
、

概
し

て
進
歩

せ
り
」

と
言
う

を
望
ま
ず
。

寧

ろ
朗
ら

か
に
叫
ば

ん
、
鳥
空

飛
び

て
歌

う
如

く

に
、

「
よ
き
も

の
は
す

べ
て
わ

が
も

の
、

今

、

老
令

に
到
り

て

霊
が
肉
を
助

け
る
如
く

、

肉

は

霊
を
助
く

な

⑳り
」

⑳

と
。

獣
性

よ
り
も
、

霊
性

の
増
大

を
望

ん
で
も
、

禁
欲

主
義
者

の
、

蔭

で
肉
欲

に
耽

り
な

が
ら
外
面

的

に
は
肉
体
を

蔑
視
し
、

獣
性
克

服

に
努

力
す

る
と

の
態
度

を
排

し
、

明
ら
さ

ま
に
獣
性

と
霊
性

の
両

立
を

主
張

す

る
の

で
あ

る
。

こ
れ
は

ホ
イ

ッ
ト

マ
ン

〈
<
『
餌
津

く
『び
犀
ヨ
m
コ
〉

と

通
じ

る
考

え

で
あ

る
。

ホ
イ

ッ
ト

マ
ン
に
次

の
句

が
あ

る
。

「
わ

た
く

し
は
肉
体

の
詩

人
で
あ

る
と
同

時

に
霊

魂

の
詩

人

で
あ
る
。

⑳

天
国

の
歓

喜
は
わ

た
く
し

と
土
ハ
に
あ
り
、

地
獄

の
苦
悩

も

わ
た
く
し

と
土
ハ
に
あ
り
」

と
。

ホ
イ

ッ
ト

マ
ン
の
こ
の
言
葉

は
、

「
草

の
葉
」
〈

ピ
留
く
o
。。
O
h
O
轟
ω
。。V

の
根
本

思
想
、

即

ち
自

己
は
宇

宙

の
ど

こ
に
も

遍
在

す
る
、
宇
宙

の

一
切
が

自
己

で
あ
る

の
思
想

に
根

ざ
し

て
い
る
。

ホ
イ

ッ
ト

マ
ン
は
自

然

の
前

に
立

つ
と
、
素

っ
裸

の
入
間

の
姿

で
自

然

と

融
合

し
、
内
在

的

な
深

い
関
係

を
感
得

し

た
の
で
あ

っ
た
。
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ
も
、

内
在

的
関

係

を
感
得

し
て

い
た

が
故

に
、

神

の
賜

物
と
し

て

の
肉
体

の
楽

し
み
を

認
あ

た

の
で
あ
る
。

故

に
ホ

イ

ッ
ト

マ
ン
が

一
切

の
人
為
的

な
文

明
の

衣

裳
を
か

な
ぐ
り
捨

て
て
赤
裸

々
な
本

源
的
な
肉

体
的

生
活

の
楽

し
み
を

認
め

た

の
と
軌
を

一
に
す

る

も

の
で
あ

っ
て
、

い
ず

れ
も

人
生

の
喜
び

で
あ

る

こ
と
を
主
張
す

る
の

で
あ

る
。

ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

は

「
フ
ラ

・
リ

ッ
ポ

・
リ
ピ
」

の
中

で
更

に
言

っ
て

い
る
。

「
わ
し

は
ね

、

教

え
ら
れ

た
通
り

に
話

す

つ
も

り
じ

ゃ
。

わ
し
は

い

つ
も

エ
デ

ン
の
園
と

人
間

の
妻

を
お

創
り

に
な

っ
た
神

さ
ま
が
目

に
浮

ぶ
の
じ

ゃ
。

⑭

わ
し
は

一
度
覚
え
た
か
ら
に
は
肉

の
値
打

と
そ
の
味
は
十
分

く
9
コ
邑
5
三
①
ω
V

や
そ
こ
い
ら
で
は
忘
れ
ら
れ
ん
の
じ
ゃ
」

と
。
か
く
考
え
来
る
と
、
こ
の
章
で
引
用
し
た
上
述
の
句

(⑳
⑳
⑳
)
に
滲
透
し
て
い
る
情
緒
は
人
生
喜
び

の
情
緒
で
あ
る
。
し
か
し
所
詮
、
人
間
は
煉
獄

に
立

つ
が
故

に
、
人
生
の
喜
び

の
情
緒
に
浸
り
な
が
ら
も
亦
、
永
遠
な
も
の
へ
の
憧
れ
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
入
生

の
喜
び

の
情
緒
は
高
翔
的
情
緒

へ
、
そ
し
て
ま
た
、
崇
高
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の
情

緒

へ
と
導

か
れ
行

く

の
で
あ

る
。

㈲

崇

高

の

情

緒

こ
こ
に
崇

高

の
情
緒

と

い
う

の
は
、

入
間

が
無
限

な

も

の

へ
の
憧

れ

の
過

程
、

従

っ
て
憧
れ

の
動
的

な
面

に
重
点
を
置

い
て
眺
め

る
と
き
、

こ
れ

を
高
翔
的

情
緒

と
言

っ
た
に
対

し
、
憧

れ

の
対

象

に
中

心
を
置
き
、

静
的

な

面

に
重
点

を
置

い
て
眺

め
る
と
き

、

こ
れ
を
崇

高

の
情
緒

と
言

い
た

い

の
で
あ
る
。

こ

の
詩

に
次

の

二
つ
の
句

が

あ

る
。

「
伏

し

て
地
上
を

見
ず
、

仰

い

で
天

上
を
見

よ
か

し
。

す
べ

身

を
陶

器
師
、
神

の
手

に
な
る
大

盃
な

る
を
思

い
、

神

の
お
役

に
た

つ
術

を
考

え
み

よ
か
し
。

ひ
び

祝
宴

の
食

事
は

整

い
ぬ
。
燭

は
耀

き
、

ラ

ッ
パ

は
響

く
、
新

し
き

酒

は
泡

噴
き

て
溢
れ
、

盃

を
捧

げ
し

セ

の
唇

は
紅

に
熱
す

。

㊧

汝
、

神

の
御
用

に
た

つ
べ
き

完
き

盃
と
な
り

た

る
限

り
、

地
上

の
槻

轄

を
何

に
用

い
ん
」

「
あ

あ
、

か

の
陶

器
師

の
鞭

輻

を
想

え
、

こ
の
比

輸
を

考

え
み
よ
か

し
。

し
か

し
何

が
故

に
時

は
速

く

廻
り

、
わ

れ
ら

土

塊
は

徒
ら

に
動
か
ず

し

て
横
わ
る

か
を
感

得
せ

よ
。

酒

盃

一
座

に
行

き
渡

る
と
き
、

愚

か
な
る
も

の
汝

に
言
葉
向

け

ん
。

『
万
物

は
流
転

し
、

人
生

は
無
常

な
り
。
過

去

は
去

り
行

き

て
追

う

に
由

な
し
、

現
在

を
把

え

て
享
楽

せ

ん

こ
と
を
』

と
。

何

た

る
愚
言

な
る
か
、

愚

か
な

る
者
よ
。

と

わ

荷
も
存
在
す
る
も
の
は
永
久

に
存
し
、
そ
の
存
在
を
取
り
消
し
得
ず
。

し
か

地
上
の
万
物
は
変
化
す
れ
ど
、
汝
の
霊
と
神
は
確
と
立
ち
て
動
か
ず
。

汝
に
入
り
し
も

の
は
過
去
に
あ
り
、
現
在
に
あ
り
、
未
来
に
も
存
在
せ
ん
。

⑳

時

の
軸
韓

は
戻

り
止

る

こ
と
あ
れ

ど
、
陶

器
師

と
土
塊

は
永
久

に
存

す
」

と
。
宗

教
的

な
句

は
倫

理
的

な
句

よ
り
も

、

そ

の
句

に
滲

透
す

る
情
緒

を

一
層
容
易

に
伝

え
る
も

の
で
あ

る
。
宗

教

の
本
質

は
有

限

な
人
聞
が
自

ら

の
所
有
し

な

い
無
限

な
も

の

へ
の
憧

れ

で
あ

る
。
前

者

の
句
は

入
間

の
神

へ
の
憧

れ

の
情
緒

を
巧

み
な
比
喩

を

用

い
て
強
く

表
現

し

た
も

の
で
あ

る
。

実

に
神

を
賛

え
る
素

晴
ら
し

い
比
喩

の

ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
詩

「
ラ
バ
イ

・
ベ
ネ
ズ
ラ
」
の
文
学
的
価
値
に
つ
い
て

1.61
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ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
詩

「ラ
バ
イ

・
ベ
ネ
ズ
ラ
」
の
文
学
的
価
値
に
つ
い
て

た
め
、

宗
教
的

な
言
葉

で
あ
り

な
が
ら
教

条
的
な
感

じ

の
し

な
い
ば

か
り
か
、

神

そ

の
も

の
の
イ

メ

ジ
が
入
間

の
に
お

い
を
帯
び

、

地

上
的
な
温
感

を
伴

い
、

し
か
も

尚

、
超
現
実
的

な
も

の
、
無
限

な
も

の

へ
の
憧
れ

の
情
緒

が
、
ブ
ラ

ウ

ニ
ン
グ
独
特

の
強

い
表

現

に
よ

っ
て
文
学

的

に
さ
れ

て
い
る
の

で
あ

る
。

レ
イ

モ
ン
ド

〈
ミ
毒

鋤
∋

ρ

胃
亀

ヨ
o
邑

〉

も

「
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

の
心
像

の
感
覚

は

躍
如
と

し
て
、
ま
た
豊
か

で
、
決

し

て
飽
き

飽
き

と
し
た
退
屈

な
も

の
で
は

な
い
。

ス
ペ

ン
サ
ー

〈

国
自
ヨ
毒

α

⑰

QQ
℃
窪
ω
費
〉

の
眠
気

を
催
す
感
覚

に
耽

る
に
は

余

り

に
精

力
的

で
あ
る
」

と
言

い
、

ま
た
上
述

の
詩
句

に

つ
い
て

「
光

と
斉
と
運
動

の
三

っ
の
心
像

が

『
ラ
バ

イ

・
ベ
ネ

ズ
ラ
』

な
る
詩

の
歓
喜

の
終

末

に
於

い
て
互

に
結
合

さ
れ

、

ユ
ダ

ヤ

の
聖
者

の
哲

理
は
想
像

の
翼

に
乗

っ
て
飛

翔
す

る
」

と
、
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

の
文

学
的
表

現

の
巧

み
さ

を
称

賛

し
て

い
る
。
後
者

の
句

は
人
間

の
魂

の
不
朽

と
、

そ
れ

の
無

限

な
も

の
、
永
遠

な
も

の
の
生
命

と

の
繋

が
り
あ

る

こ
と
を
示
す
深
遠

な
瞑
想

的
な
、
し

か
も
力

強

⑳

い
言
葉

で
表
現

し
た
句

で
あ

る
。

こ
の
詩

が

「
生

と
死
、

時

と
永
遠

」

と
言

わ
れ

る
の
は

こ
の
句

が

あ

る
た
め

で
あ

る
。

老

い
の
凋
落

の
歎

き

に
あ

る
人
が
、

そ

の
凋
落

を
生
き

と
し

生
け

る
も

の

の
避
け
得

な

い
宿
命
と

の
哀
感

の
渕

に
沈
み
、

そ
し

て
そ

の
哀
感
が
深

け
れ

ば

深

い
程
、

こ

の
句
は
、

こ
の
人

の
心
の
琴

線

に
触

れ

る
こ
と
し

ば

し
ば

で
あ

ろ
う
。

そ
こ
で

こ
の
人
は

こ
の
句
を
繰

り
返

し
読

み
、

自

ら
も

瞑
想
し
、

黙
想
す

る
う
ち

に
、

そ

の
琴
線

は
徐

々
に
振
動

を
激
し
く
し

、
そ

の
振

動
が
最
高

潮

に
達
す

る
と
き
、

こ
の
世

に
生

を
享

け
た
喜
び

に
、
そ

の
胸
は
高

鳴
り

を
覚

え
、

「
わ
れ
、

わ
が

心
臓
鼓

動
し
言
う

を
覚
ゆ
、

『
ほ
む

べ
き
か
な
神

の
御

業
、

わ
れ
見
た
り

経
論

の
す

べ
て
を
。

御
力

を
見
た
る
わ
れ
、

愛

の
完

き
を
見
た
り

、
完

き

か
な
、

神

の
経

論
。

謝
す

べ
き
か
な
、
わ

れ
人
と
生
れ

し
、

創
造
並
、
わ

れ
を
創
り

か
え
給
う
完
き
も

の

へ
、

⑩

わ
れ
信
ず
、
御

心

の
な
し
給

う
と

こ
ろ
を
』
」

と
神

を
賛

え
、
崇
高

の
情
緒

に
浸

る

の
で
あ

る
。

か

く
し

て
そ

の
老
令

の
入
は
、
今

ま

で
沈
倫

し

て
い

た
哀
感

の
彼
方

に
永
遠

の
生
命

を
憧

れ
、

現
実

の
ち
か

の
人
間

の

条
件

を
超
え
、
今
と

此
処

の
時
空

を
超
え

て
、

一
切

の
も

の
を
見

る
心

の
窓
を
開

き
、

と
ば

り

「
夕

の
張

垂
れ

ん
と
す

る

の
と
き
、

一
瞬
が

、
そ

の

日
の
行

為

の
区
切
り

つ
け

、
薄
暮
れ

の
空

に
、
華

や
か

な
る
夕
映
呼
び

入
れ
ぬ
。

⑪

日
輪
将

に
没
せ

ん
と
す

る
彼
岸

よ
り
、
静
寂

の
囁

き
響
き

て
、
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⑫

『
過

ぎ
し
日

に
今

日

を
加
え

よ
、
過
去

に
こ

の

一
日
を
加

え
、

そ

の
価
値

定
め

よ
、

こ
こ

に

一
日
ま
た
終

り
し

か
ば

』
L

の
境

地

に
達
す

る
の

で
あ

る
。
実

に
崇
高

の
情

緒

の
静

諦

こ
そ
、

こ
の
詩

の
情
緒

の
最
高

の
も

の

で
あ

る
。

こ

の
詩

の
主
動
的
、

中

心
的
、
最
終

的

情
緒

は

こ
の
崇
山口同
の

情

緒

の
静

説

で
あ

る
。
老
境

を

一
日

の
夕

に

こ
と
よ

せ

て
、

老
境

の
静

誼
を
象
徴

的

に
述

べ
、

「
静
寂

の
囁
き
響

き

て
」

と
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ

は

い
と
も
巧

み

に
表

現
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

㈲

懐

疑

精

神

哀
愁

の
情
緒

は
人
生

の
喜

び

の
情

緒

を
経

て
高
翔
的

情
緒

と
な
り
、

崇
高

の
情

緒

へ
と
展

開
す

る

の
で
あ

る
が
、

ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ

は

た
だ
無
批
判

に

何

か

に
鎚

る
と

か

、
永
遠

の
生
命

に
盲

目
的

に
憧

れ

る

こ
と

を
説
く

の

で
は

な
か

っ
た
。

か
れ

が
哀
愁

の
情

緒
か
ら

崇
高

の
情

緒

に
到

る

に
は
、

そ

こ

に

懐

疑
精
神

が

働
く

の
で
あ

っ

た
。

こ
の
詩

に
次

の
句

が
あ

る
。

「
人
も

し
歓
楽

を
求
め
、

見
出

し
、

む
さ
ぼ
り

て
、

た
だ
飲
食

す

る

の
み

に
創
ら

れ
し
も

の
な

ら
ば
、

人

生
を
誇

る

こ
と
、

何

た
る
欄

む

べ
き
　口同
言

な
る

か
。

か

か

⑱

る
宴
楽

の
終

る
と
き
、
鳥

獣

と
等

し

く
、

人

に
も
終

り
あ
ら

ん
。

°

⑭

食
物

、
餌
袋

に
満

て
る
鳥
、

愁

に
そ
れ

の
疲

れ

を
覚

え
る

こ
と

や
あ

る
。

胃
袋
、

餌

の
満

て

る
獣

に
、

疑
、

そ

の
心

を

い
ら

だ
た
す

こ
と

や
あ

る
」

と
。

こ
の
句

は
ヴ

ィ
ク

ト
リ

ア
朝

の
人

々
の
物
質

的
繁

栄

に
満

足
し
、
勃

興

せ
る
科
学

の
発

展
に
伴

う
世

相

の
推
移
、

信
仰

の
動
揺

な
ど

に
無

関

心

で
、

こ
れ

ら

に

つ
い

　
　

む

　

て

一
片
の
疑

の
心
な
き
人
々
に
対
す
る
抗
議
の
発
言
で
あ
る
。
こ
こ
に
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ

の
疑

の
心
と
は
当
時

の
科
学
精
神
を
か
れ
が
認
め
て
い
た
こ
と
に
連
ら
な
る
も

の

で
あ
る
。
こ
れ
が
や
が
て
世
紀
末
か
ら
今
日
ま

で
の
文
学
の
底
流
と
な

っ
て
い
る
懐
疑
的
基
調
に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
従

っ
て
近
代
的
哀
愁
の
情
緒
、
そ
の
他
種

々

の
情
緒
に
尾
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
。
ヴ

ィ
ク
ト
リ
ア
朝

の
科
学

の
勃
興

に
伴
う
科
学
精
神
は
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ

の
心
に
影
響
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
例
え
ば

「
パ
ラ
セ
ル

サ
ス
」
〈
「
碧
碧
①
δ
⊆
ω
V

の
中

の
次

の
句
に
は
進
化
論

の
影
響
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
神
は
か
よ
う
に
万
物
の
裡
に
在
し
ま
す
。

⑮

生
命
の
最
も
微
細
な
る
始
め
の
も
の
よ
り
し
て
人
間
と
な
れ
る
も

の
に
到
る
ま
で
」

と
。
か
く
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ
は
、
か
れ
の
思
想
に
科
学

の
影
響
を
受
け
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
が
詩
作
、
特

に
取
材

の
上
に
も
現
わ
れ
、
積
極
的
に
科
学
そ
の
も
の
を
題

⑯

材

と
し

て
詩

に
歌

い
込

ん
で

い
る
。

即
ち

か
れ

は
生
物

学
、
解

剖
学
、

化
学
、

光
学
、

化
学

実
験

室

等
近
代

科
学

の
所
産

を
詩

に
取
り

入
れ

て

い
る
。

そ
し

て

こ
れ
ら

の

ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ
の
詩

「
ラ
バ
イ

・
ベ
ネ
の
ズ
ラ
」
文
学
的
価
値
に
つ
い
て

一163一
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ロ
バ
ト

・
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ

の
詩

「
ラ

バ

イ

・
ベ
ネ

ズ

ラ
」

の
文

学

的

価

値

に

つ
い

て

⑰

題
材
は
、
単
に
か
れ
の
詩

に
取
り
入
れ
た
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
が
正
確
な
知
識
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
か
れ
が
対
象
を
観
察
す
る
際
、
極
め
て
精
緻

正
確

で
あ

っ
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
観
察
の
精
緻
正
確
が
表
現
の
正
確

さ
を
も
た
ら
し
、

こ
こ
か
ら
解
剖
、
批
判
の
か
れ
の
精
神
が
生
じ
、
か
れ
独
特

の
詩
の
心
理
描
写
と
な

っ
て
行
く
の

で
あ

っ
た
。
か
く
し
て
か
れ
は
斬
新
な
題
材
と
し
て
、
新
興
科
学
を
詩
化
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
特
に
挙
げ
る
べ
き
は
、
科
学
が
先
づ
疑

い
、
然
る
の
ち
に
、
そ
の

疑
か
ら
物
の
真
相
を
究
め
よ
う
と
い
う
所
謂
科
学
的
方
法
を
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
が
認
め
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
が
出
発
点
と
な

っ
て
、
進
化
論
を
理
解
し
、

つ
い
で
世

相
万
般

の
事
象

に
懐
懐
精
神
を
も

っ
て
向
う
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
信
仰
の
詩
人
と
言
わ
れ
る
が
、
か
れ
の
信
仰
は
先
づ
懐
疑
か
ら
始

っ
て
い
る
。
か
れ
は

「
司
教
ブ
ラ
ウ
グ
ラ

ム
の
弁
明
」

の
随
所
に
、
信
仰

に
は
疑
惑
の
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
例
と
し
て
次
の
二
つ
の
句
が
あ
る
。

「
君
は
信
仰
を
求
め
て
い
る
。

⑱

わ
し
は
信
仰
の
存
在
を
証
明
す
る
た
め
に
、
疑
惑
を
示
す
。
疑
惑
が
深
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
信
仰

が
深
い
と
わ
し
は
言

い
た
い
」

⑲

「
要
す
る

に
、
そ
う
だ
、

わ
し

の
疑

惑

は
大
き

い
、

わ

し

の
信
仰

は
も

っ
と
大
き

い
。

そ
れ

で
わ

し

の
信
仰

は
充

分

で
あ

る
」

と
。
か
れ

は
広

く
宇
宙

、
人
生

に
想

い
を
致
す

と
き

に
も

こ
の
懐

疑
精
神

を
も

っ
て
立

ち
向
う

の
で
あ

っ
た
。
故

に
か

れ
は

こ
の
詩

で
言
う

の

で
あ

る
。

⑩

⑪

「
わ

れ
老

令

の
歎

き
を
禁
ず

る

は
、

告
き

入

々
の

『
い
つ
れ

の
薔
薇

を

わ
が
も

の
と
せ
ん
、

い
つ

れ

の
百
合

花
を
残

し
置
き
最
善

と
呼
ば

ん
か
』

と
煩
悶
す

る
こ
と

を
難
ず

る

が
た
め
な
ら
ず

。

ま

た
、

若
き
人

人
、
星
を

称

え

『
わ
れ

の
望
む

は
木

星

な
ら
ず
、

火

星
な
ら
ず
、

あ
ら
ゆ

る
星

の
特

徴

を
ま
ざ
り
持

ち
、
し

か
も
す

べ
て

の
星

を
超
越
す

る
わ
が

⑫

心
に
描

け

る
星
な
り
』
と
憧

れ

る

こ
と

に
も

あ
ら

ず

。

こ
れ
ら

の
煩
悶
、
憧

憬
は

短
き
青

春
を
効

な
き
も

の
に
す

る
と
、

わ
れ
青
春

を
難
ず

と
せ
ば
、

そ

は
ま
と

は
つ

れ
も
甚

だ
し
き

こ
と
そ
。

㊥

⑭

⑯

寧

ろ
わ

れ

の
抗
議
す

る
は
、

完
成

さ
れ
な
が

ら
有

限

に
し

て
、

土
塊

に
等
し

き
若
者

た
ち

の

一
閃
光

に
も

心
動
か

ぬ
疑

の
心
な
き

こ
と

な
り
」

と
。

こ
れ
は
直
接

に
は
、
若
者

を
難
ず

る
　.肖
葉
で
あ

る
が

、

間
接

に
は
、

一
般

の
人

人
、
特

に
老

令

の

人

に
呼
び

か
け

た
も

の
で
あ
る
。
故

に
老

い
の
凋
落

と

い
う
哀
感

に
沈
論
す

る
も
、
疑

の

心
を
以

っ
て
深
く

瞑
想
す
る

う
ち

に
は
、

無
限

の
世
界

か
ら

の

一
閃
光

が
心
眼

に
映
じ

、
崇
高

の
情
緒

へ
と
導

か
れ
、

「
静
寂

の
囁
き

響
き
」

来

る

こ
と

を
示
す

も

の
で
あ

る
。

ω

普

遍
性

11
芸
術
的

理
性
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主
題

の

一
ラ

バ
イ

・
ベ
ネ

ズ
ラ
L

は

ユ
ダ

ヤ
の
教

法

師

く
ヵ
9
び
げ
凶V

の
こ
と

で
あ

る
。

ベ
ネ

ズ
ラ

は
十

一
世
紀

頃

ス
ペ

イ

ン
の

ト
レ
ド

〈
↓
。
一①
α
。
V

に
生
れ
、

ス
ペ

イ

ン
系

ユ
ダ

ヤ
人

の
教

法
師

と
し

て

ユ
ダ

ヤ
人

の
問

に
有

徳

の
人
と
し

て
尊
敬

さ
れ

て

い
た
。
ま

た
哲

学

者
、

天
文
学
者

、
医
師

、
詩

入
と
し

て
も
有

名

で
あ
り
、

旧
約

聖
書

の
註
釈

家
と
し

て
聖
書

の
科
学

的
研
究

の
開

祖
と

も

考

え
ら
れ

て

い
た
。

そ

の
思
想

の
根
本

的
な

も

の
は
入
間

の
魂

の
第

一
階
梯

の
完
成

さ
れ

る

の
は
現
世

に
於

い

て

で
あ

り
、

そ

の
第

一
階
梯

の
完
成

の
絶
頂

は

入
生

の
青
春

の
と
き

で
な
く
、
寧

ろ

老
令

の
と
き

で
あ

る
と
考

え

て
い
た
。

こ
れ
は
〔
二
〕
で
述

べ
た
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

の
思

想

と
同

じ

で
あ
る
。
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

は
自

ら

と
同

じ
思

想

の
持

主

の
こ

の
史

上

の
人
物

ベ
ネ
ズ

ラ
を
把

え
、

こ
の
詩

の
主
題

と
し
、

登
場

人
物

と
し

て
土
ハ
通

の
思
想

を
語

ら

せ
た

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
詩

は

一
八
六

四
年
出

版

の

「
登
場

人
物
」
〈

[)「鋤
一昌
鋤
辞凶Qo
『》①
「ωO
=
鋤
Φ
〉

に

発
表

さ
れ

た
も

の
で
あ

る
。

ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

の
多
く

の
詩

は
、

か

れ

の
劇

的
性

格
か
ら

生
れ
た

時
鎚
ヨ
讐
凶∩
∋
○
=
○
δ
筑
戸お

の
形

を
と

っ
て

い
る
が
、

こ

の
詩

は
厳
密

な
意
味

で
は

α
岳
∋
鋤
9

ヨ
。
=
oδ
ゆq
⊆
①

で
は

な
く

ω皇
δ
ρ
戸蔓

で
あ
る

。

⑯

ワ
ー
ド

〈
乙
巴
の①
≦
、鋤
乙
V

も
言

っ
て
い
る
。
「
『
ラ

バ
イ

・
ベ
ネ
ズ

ラ
』
は

生

と
死
、
時

と
永

遠

に

つ
い

て
の
詩

で
あ

る
。
し

か
し
殆

ん
ど
劇

的
独

白

で
は
な

い
」

と
。

け
れ
ど
も
ブ
ラ
ウ

ラ

グ
の
劇
的
性
格
か
ら
同
じ
く

一)ー

喝

に
よ
る
手
法
を
用

い
、
し
か
も
そ
れ
を
史
上
の
人
物
ベ
ネ
ズ
ラ
を
登
場
さ
せ
て
語
ら
せ
る
と
こ
ろ
は
、
自

己

の
心
情

を
客

観
化
し
、

そ

れ

の
普

遍
化

を
計

っ
た

の

で
あ
る
。

ま
た

、
詩

が
詩

で
あ

る
た
め

の
重
要

な

こ
と
は
普
遍
性

の
有
無

で
あ

る
。

ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ
は
詩

人
と

し

て
詩

の
普
遍
性

を
重
視

し
た

が
故

に
、
個

を
通
し

て
普

遍

を
見

る
詩

人

で
あ

っ
た
。

そ

こ

で
個

と
し

て

の
自

己
の
心
情

を
表
現
す

る
際
、

普
遍
化

を

よ
り
効

果
的

に
す

る

た
め
、

自

己
の
心
情

を
自

己

か
ら
離

し
、
自

己
と
自

己

の
心
情

と

の
間

に
距
離

を
置

い

た
の

で
あ

っ
た

。

第

一
に
は
現
在

を
離

れ
、
遠
く
十

一
世

紀

に
湖

り
、

自

己

の
心

情

と
相
似

た
心
情

を
持

っ
史

上
の
人
物

ベ
ネ

ズ
ラ

を
把

え

た

の
で
あ

る
。

第

二
に
は
、

自

己
は

一
言
も

言

わ
ず
、

一
つ
の
決

め
ら
れ

た
役
割

O
巽
ωo
コ
鋤

を
演
ず

る

こ
と
即

ち
登
場

人
物

ベ
ネ
ズ

ラ
に
自

己
の
心
情

を
語

ら
せ
、
具

象
性

か

ら
普
遍
性

へ
と

い
う
劇

的
特

質

に

よ
る
普

遍
化

の

工
夫

を
す

る
の

で
あ

っ
た
。

こ
の
詩

が

℃
①
「°。o
=
①

を
演

ず

る
詩

を
集

め
た

「
登
場

人
物
」

と
名

づ
け

た
詩
集

に
発
表

さ

れ
た

の
は

こ
れ
が
た

め

で
あ
る
。

こ
こ

に

い
う
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ

の
心
情

と
は

口

の

ω

で
述

べ
た

よ
う

に

か
れ
が

こ

の
詩
創

作

に
際

し

て
持

っ
て

い
た
老

い
の
凋

落

の
歎
き

と

い
う
哀

愁

の
情
緒

及
び

こ
れ

が
人

生
歓

喜

の
情
緒
及
び

一口同
翔
的

情
緒

を
経

て
崇
山口同
の
情
緒

へ
と
　口同
め

ら
れ
行
く

心
情

の

こ
と

で
あ

る
。

か

れ

の
こ

の
心
情

と

同

じ
く
、
哀

愁

の
情
緒

か
ら
崇

高

の
情
緒

へ
と

そ

の
心
情

が
高
め

ら
れ
、

永
遠

の
生
命

を
憧
れ

た

べ
ネ
ズ

ラ
に
近

親

感
を
覚

え
、

こ

の
教
法
師

に
自

己

の
心
情

を
托
し

、

自

己
を
含

め
す

べ
て

の
人
間

の
哀
感

、

そ
れ
が

高

め
ら
れ

た
崇
高

の
情
緒
、

そ
れ

ら

の
関

連

に
於
け

る
全
人

生

に

つ
い
て
の
想
念

が
表

現

さ
れ

た
の
が

こ

の
詩

で
あ

る
。

故

に
老

い
の
凋
落

の
歎
き

に
あ

る
老
令

の
人
が

入

生
諦

め
哀

感

に
閉

ざ
さ

れ
、

や
が

て
は
何
か
偉

大

な
力

に
縄

る

し

か
道

な
き
境
地

に
追

い
や
ら
れ

て

い
る
と
き

、

こ
の
詩

に
接

す
れ
ば

、

同

じ

く
近

親
感

を
覚

え
、

入

間

の
絆

に
よ

っ
て

ベ
ネ
ズ

ラ
、

従

っ
て
ブ

ラ
ラ

ニ
ン
グ

に
結
ば

ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ
の
詩

「
ラ
バ
イ

・
ベ
ネ
ズ
ラ
」
の
文
学
的
価
値
に
つ
い
て

165一

抽



ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ
の
詩

「
ラ
バ
イ

・
ベ
ネ
ズ
ラ
」

の
文
学
的
価
値
に
つ
い
て

れ
、

こ
こ
に
個

人
的
孤
独

感
か
ら

普
遍

的
な
そ
れ

へ
と

導

か
れ
行

く

の
で
あ

る
。
か

く
し

て
崇
高

の
情

緒
を
主
動

的
立
場

に
置

い
た

こ
の
詩

の
普
遍
化

が
、
現

在
と

此
処

の
時

空
を
超

え

て
行
わ

れ
る

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る
。

更

に
附
言
す

べ
き

は
、
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ

は
多

く

の
詩

に
於

い

て
、

か
れ

が
心
中

に
も

つ
究

極
的

な
情
緒

を
そ

の
主

㊥

題
に
滲
透
さ
せ
る
手
法
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
劇
詩

「
ピ
パ
は
過
ぎ
行
く
」
〈
勺
ピ
o
鋤
勺
器
。゚
①ω
V

は
そ
の
適
例
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
情
緒
が
詩
全
体
の
統

一
を
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
ラ
バ
イ

・
ベ
ネ
ズ
ラ
」

の
こ
の
詩
は
、
道
徳
、
宗
教
な
ど
の
媒
材
即
ち
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ
の
知
性
が
複
雑

に
錯
綜
し
、
そ
の
知
性

に
滲
透
し

て
い
る
種

々
の
情
緒
が

一
見
無
秩
序
の
状
態

に
存
在
す
る
か
に
見
え
る
が
、
終
局
に
於
い
て
は
永
遠

の
生
命

へ
の
憧
れ
と
い
う
崇
高

の
情
緒
が
主
動
的
役
割
を
果
し
統

一
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
は
、
こ
の
詩

の
主
題
を
崇
高

の
情
緒

の
具
現
者
ベ
ネ
ズ
ラ
と
い
う
史
上
の
人
物
を
も

っ
て
す
る
が
適
切
と
考
え
た
の
で
あ

る
。
そ
の

結
果
、
ベ
ネ
ズ
ラ
が
こ
の
詩
全
体
を
統

一
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
詩
の
普
遍
化
を
行
な
う
こ
と
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈱

結

び

か
く
し

て
、

こ
の
詩
は
文
学

の
内
面

的
要
素

の
知
性

が
そ

の
役
割
以

上

に
で

て
い
る

こ
と

は

い
な

め

な

い
に
し

て
も
、

芸
術

的
理
性

が

そ
の
欠

点

を
償

い
、

普
遍
性

の

表

現
と
情
緒

の
統

一
を
完
う
し
、
主
動
的

崇
高

の
情

緒
を

充

分

に
伝

え

て
い

る
た
あ
、
文
学

的
価
値

は
高

い
も

の
と
言

え
る

の
で
あ
る
。
ア
ー
サ
ー

・
シ

モ

ン
ズ

〈
〉
答
げ
貫

ω
団
ヨ
o
コ
ω
V

は
言

っ
て
い
る
。
「
『
ラ

バ
イ

・
ベ
ネ
ズ

ラ
』

に
於

い

て
、
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ
は
自
ら

の
宗
教

的
哲

理
を
不
変

の
美

の
形
式
に
結
晶
し

た

の
で
あ
る
。

こ
れ

が
近

代
宗

教
詩

の
中

で
最
も

崇
高
な
も

の
で
あ

る
と
言

わ
れ

る
の
も

尤

も

で
あ

る
。

内
容

に
於

い
て
、
ま

た

形
式

に
於

い
て
、

瞑
想
詩

の
最
高

に
属
す

る
で
あ
ろ

う
。

そ
し

て

そ
れ
は
ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ

の
作

品

に
見
ら
れ

る
厳

粛

な
美

、

厳

し

い
抑

制
、

真

面
目

な
、

し
か
も

適

切

な
情
熱

と

い
う
独
特

の
特
質
を
殆

ん
ど
具
有

し

て
い
る
も

の
で
あ

⑲る

」

と

。
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⑤ 工M.Cohen:RobertBrowning,P.109

⑥AbtVogler,Cleonな ど が そ の 適 例 で あ る 。

⑦J.M.Cohen:RobertBrowning,P.109

⑧ 註 ⑯ 参 照

⑨ 肉 体 の こ と 。

10RobertBrowning:RabbibenEzra,st.9

⑪ibid.,st.6-7

⑫ibid.,st.31-32

⑱Respectability或 はTheStatueandtheBustの 作 品 が こ れ を 示 して い る。

⑭HolyCrossDay及 びTheHeretic'sTragedyが こ れ を 示 し て い る 。

⑮AGrammarian'sFuneralが こ れ を 示 し て い る 。

⑯ 晩 年 の 作 、 特 にRedC・tt・nNight-CapCountry及 びTheInnAlbumに 於 い て 甚 だ し い 。

RomaA.King:TheBowandtheLyre,p.127

18RobertBrowning:RabbibenEzra,st.23

⑲ibidりst.24

20ibid.,st.25

⑳PercyByssheShelley:ToaSkylark,11.6-10

@RobertBrowning:TheRingandtheBook,BookX,11.1352-1358

●ibid.:BishopBloiigram'sApology,11.693-698

⑳ibid.:FraLippoLippi,ll.313-315

⑳ た だ 生 理 的 、 動 物 的 活 動 を 起 さ せ る 精 神 。

●RobertBrowning:RabbibenEzra,st.8

⑳ibid.,st.10の 人 と 生 れ た こ と を 神 に 感 謝 す る こ と を 指 す 。

⑳ 血 と 肉 の 官 能 的 快 楽 の 虜 と な る こ と 。

⑳RobertBrowning:RabbibenEzra,st.11

⑳ 肉 体 を 蔑 視 し 、 禁 欲 生 活 を 主 張 す る も の に 対 す る非 難 の 言 葉 。

31RobertBrowning:RabbibenEzra,st.12
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⑳ibid・:FraLipPoLippiの 中 で 、 人 生 の 喜 び を 重 視 す るLippiが カ ル ミ ネ 修 道 院 の 院 長 及 び 他 の 僧 侶 に つ い て 、 そ の 禁 欲 主 義 的 偽 善 を 椰 楡 し て い る の が そ の

例 。

●WaltWhitman:SongofMyself,st.21

●RobertBrowning:FraLippoLippi,11.265-269

0ibid.:RabbibenEzra,st.30

⑳ibi(L,st.26-27

●WilliamO.Raymond:TheInfiniteMoment,p.12

●ibid.,13

⑳ 註 ⑯ 参 照

40RobertBrowning:RabbibenEzra ,st.10

⑳ 永 遠 の 生 命 の 声 な き声

●RobertBrowning:RabbibenEzra,st.16

⑬ 永 遠 の 生 命 を 感 得 し 、 人 間 存 在 の 意 義 を 把 握 し た 主 体 的 人 間 に 対 し 、 そ れ ら の 意 義 に 無 知 な 客 体 的 存 在 と し て の 単 な る 生 物 的 人 間 の こ と 。i

⑭RobertBrowning:RabbibenEzra,st.4沼 　
⑮ibid・ ・P・・acel・us,B∞kV,11.682-6841

⑯ ③ 生 物 学Cleon,ll.190-230に 生 物 学 の 知 識 に 触 れ て い る 。

⑤ 解 剖 学Tray,1.43にvivisection(生 体 解 剖)の 語 を 用 い て い る 。

◎ 化 学Cleon、ll.107-108で 、 空 気 は 本 質 的 に 水 の 三 倍 も の も の を 微 妙 な 元 素 に 溶 解 す る と 言 って い る 。

⑥ 光 学ChristmasEveandEasterDay,1.1150にprizmの 語 が あ る 。

⑥ そ の 他BishopBlougram'sApologyIL679-680にcosmology(宇 宙 学)geology(地 質 学)ethnology(人 類 学)の 語 を 用 い
。 ま た 、ParacelsuSに も地 質

学 、 採 鉱 、 亜 鉛 、 蒼 鉛 、 水 銀 、 ア ン チ モ ン の 語 を 用 い 、 薬 学 、 生 理 学 、 病 理 学 に 触 れ て い る 。

⑰Parace】sus・BookI・ll・39-48に 、 こ う ろ ぎ 、 と か げ 、 く も 、 毛 虫 の 精 緻 な 描 写 が あ る の は こ の 例 で あ る 。

●RobertBrowning:BishopBlougram'sApology,11.601-603

4sibid .,11.724-725

⑳ 享 楽 を あ らわ す 。

⑪ 純 潔 を あ ら わ す 。

⑫ 理 想 を あ ら わ す 。



⑱

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

ひ と か ど の 教 養 は あ る が 、 人 生 の 有 限 を 感 得 せ ず 、 た だ 血 と 肉 の 動 物 的 存 在 の 人 。

永 遠 の 生 命 の 閃 き。

RobertBrowning:RabbibenEzra,st.2-3

MaiseWard:RobertBrowningandhisWorld,p.15

登 場 人 物 或 は 俳 優 の か ぶ る か つ ら の 意 。

大 手 前 女 子 大 学 論 集 第 六 号 「ロバ ト ・ブ ラ ウ ニ ン グ の 劇 詩 「ピ/¥°は 過 ぎ 行 く』 の 芸 術 的 均 整 美 に つ い て 」 の 四 参 照

ArthurSymons:AnIntroductiontotheStudyofRobertBrowning,p .147

総糎七く糎

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

WilliamO.Raymond:TheInfiniteMoment

RomaJ.King,Jr.:TheBowandtheLyre

J.M.Cohen:RobertBrowning

MaiseWard:RobertBrowningandhisWorld

ArthurSymons:AnIntroductiontotheStudyofRobertBrowning

ClarenceTray:Browning'sMindandArt

F.R.G.Duckworth:Browning,BackgroundandConflict

C.PorterandH,A.Clarke:Browning,MenandWomen,InaBalcony,DramatisPersonae

ibid.:PaulineandParacelsus
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