
口

バ

ト

・
ブ

ラ

ウ

ニ

ン
グ

の
劇

的

独

白

詩

「
ク

レ
オ

ン
」

谷

正

O

序

こ

の
詩

は
、

コ
百
合

の
花

、
点

々
と
咲

く
姿

そ

の
ま

ま

海

上
を

レ
ー

ス
の
如
く
飾

る
島

々
、

①

幼

な

子

の
囁
き
声

も

て

『
ギ

リ

シ
ヤ
』

な

る
響

き
伝

え

つ
輝
き
誇

る
波

を
笑

い
迎

え
る
」

と

い
か

に
も
詩

的
な
句

で
表
現

さ
れ

る
多
島

海
〈

〉
αq
①
磐

ω
①
9
〉

の
沿
岸

に
住

む
詩

人

ク
レ
オ

ン

〈

Ω
8
コ
V

か
ら
同

じ

く
地
中
海

沿
岸

に
住
む

あ
る

国

の
王
プ

ロ
ー

ト

ス

〈

勺
『0
8
ω
〉

の
人
生

に

つ
い
て
の
問

い
に
対
す

る
答

え
と
し

て
の
書
簡

形

式

の
独
白
詩

で
あ
る
。

し

か
し

二
人
と
も

エ
ド

ワ
ー

ド

.
バ
ー

ド

〈
国
畠
≦
僧
「匹

し」
①
a
o①
V

②

が

「
こ
の
詩

の
登
場

人
物

は
、

そ
の
思
想

が
当
時

の
ギ

リ
シ
ヤ

の
哲
学

者

の
特

徴

を
濃
厚

に
あ
ら

わ
し

て
は

い
る
が
、
史

上

の
人
物

で
は
な

い
」

と
言

っ
て

い
る

よ
う

に

実

在

の
人
物

で
は
な
く
、

こ
の
詩

の
作
者

ロ
バ
ト

・
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

〈

幻
。
げ
①
二

じσ
δ
≦
三
轟

V

の
架

空

の
人
物

で
あ

る
。

こ
の
架
空

の
人
物

ク
レ
オ

ン
を
詩

の
表

題
と

し
、

そ

の
表

題

の
す

ぐ
下

に
次

の

モ
ト
ー

〈
ζ
o
偉
o
V

を
掲
げ

て
、
表

題

の
人
物

ク

レ
オ

ン
の
説

明

と

し
て

い
る
。

③

「
汝
ら

の
詩
人
の
中
の
或
者
ど
も
も
言
え
る
が
如
し
」

④

と
。

こ
れ
は
使
徒
行
伝

一
七
章

二
八
節
の
ポ
ー

ロ

〈
勺
鋤
巳
V

の
言
葉
か
ら
の
引
用

で
あ
る
。
オ
ア
夫
入

〈
ζ
蚕

QQ
三
冨
二
碧
α
○
霞
〉

は
こ
の
モ
ト
ー
が
使
徒
行
伝
か

ら
の
引
用

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
の
ち
に
、
こ
の
句
で
ポ
ー

ロ
が
言
及
し
た
ギ
リ
シ
ヤ
の
詩
人
或
は
思
想
家

の

一
人
に
、
こ
の
詩
の
主
人
公
ク

レ
オ
ン
が
な
ぞ
ら

え
ら
れ

て
い
る
と
言

っ
て
い
麓
・
オ
ア
夫
人
の
こ
の
意
見
に
よ

っ
て
も
理
蟹

れ
る
よ
う

に
・
ブ

ラ
皇

ン
グ
は
ク
レ
オ
ン
を
ず

・
の
宣
教
時
代

の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す

ロ
バ

ト

・
ブ

ラ

ウ

ニ

ン
グ

の
劇

的

独

白

詩

「
ク

レ
オ

ン
」
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ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
劇
的
独
白
詩

「
ク

レ
オ
ン
」

と

同
時

に
、

そ

の
時
代

の
ギ

リ

シ
ヤ
人

を
代
表

さ
せ
、

そ

の
思
想
感

情
を
も
代

表
さ
せ

て

い
る
。

ギ
リ

シ

ヤ
人
は

人
生

の
喜
び

を
追
求

し
て
や
ま

な

い
明
朗

な
民

族

で
あ

っ
た
。

こ
の
喜

び
追
求

の
表
現

が
詩
歌
、
音
楽
、

絵
画
、

彫
刻
、
建

築
と
し

て
あ
ら
わ
れ
、

特

に
そ

の
華

麗

な
ギ

リ

シ
ヤ
美
術

は
、

今

日
尚
世

界

の
人

々
を
驚

か
し

て
い

る
。

こ
の
ギ
リ

シ
ヤ
人

の
喜
び

の
追
求
は
永

遠

の
若
さ

の

熱
望

と
な
り
、
不
老

不
死
を
希

い
、
人

間

の
老

い
衰

え
ゆ

く
姿
を
極
度

に
恐
れ

る
に
到
り
、

そ
れ
が
嵩

じ

て
流

石

の
ギ
リ

シ
ヤ

人
も

老

の
凋
落

の
哀
愁

に
閉

ざ
さ
れ

て
ゆ

く

の
で
あ

っ
た
。
し

か
し
や

が

て
か
れ

ら

の
間

に
も
キ

リ

ス
ト
教

が
広

が
り
、

そ

の
教
え

の
影
響

を
う

け
る

の

で
は
あ

っ
た
が
、

元
来
自
尊

心

の
強

い
か
れ
ら
は
、
完

全

に
キ
リ

ス
ト
教

の
信

仰

に
入

り
か
ね
、

か

れ
ら

の
崇
敬
す

る
人
間

的
な
神

々
の
主
神
ゼ

ウ

ス

〈
N
①
=
ω〉

に
キ

リ

ス
ト
教

的
神
格

を
認
め

よ
う
と
努
力
す

る
程
度

に
止
ま

り
、

か
れ
ら

の
哀
愁

は
解
消
さ

れ
な
か

っ
た
。

こ
の
ギ

リ

シ
ヤ
人

の
心
情

を
、
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ
は

ク
レ
オ

ン
な

る
架
空

の
人
物
を
把

え
来
り
、

ギ
リ

シ
ヤ
人

の
喜

び
追

求

の
姿

を
、
詩
歌
、
絵

画
、
彫
刻

、
音
楽

と
あ
ら

ゆ
る
芸
術

に
手

を
延
ば

す
多
芸

に
し

て
多
情
多

感

の
詩

人

ク
レ

オ

ン
と
し

て
表
現

し
、

そ
の
各

芸
術
部
門

の
多
く

の
か
れ

の
作

品

の
総
括
的
な
綜

合
芸
術

論
を
語

ら

せ
る

の

で
あ

る
。

一
方
、
老

い
の
凋
落

の
哀

愁

の
ギ
リ

シ
ヤ
人

の
心

情

を
も
、
同

じ
く

ク
レ
オ

ン
に
語
ら

せ
る
の

で
あ

る
。

ク

レ
オ

ン
は

一
般

の
ギ

リ

シ
ヤ
人
と
同
様

に
、

そ

の
崇
敬
す

る
人
間
的

な
主
神

ゼ
ウ

ス
に
キ

リ

ス
ト
教
的
神

格

を

認
め

て
、

凋
落

の
哀

愁
を
解
消

し
よ
う
と
努

力
す
る

の

で
あ
る

が
、

そ
れ
も
空

し
く
、
結

局
、
そ

の
人
生

を
、
死

へ
の
存
在

の
人
生
、
無

の
深

渕

に
さ
し
か
け
ら

れ
た
存

在

と
し

て

の
人
生

と
み

る
に
到

り
、
不
安
と

絶
望

の
う

ち

に
人
生

を
認
め

る
キ

ェ
ル
ケ
ゴ

オ

ル

〈
ω
曾
①
コ

屋

①
蒔
①
αq
鑓
傷
〉

的
実
存

主
義
的

人
生

観

を
抱

く

に
到

る

の
で

⑥

あ

っ
た
。

ま
た
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ
は

ク

レ
オ

ン
に
総
合
芸

術

論
及

び
実
存
主
義
的

人
生
論

を
語
ら

せ
る

に
際

し
、
自
ら

が
ヴ

ィ
ク
ト
リ

ア
朝

の
進
化
論

を
認
め

て
い
た
と

こ

ろ
か
ら
、

人
間

の
進
歩

の
概

念
を

ま
じ
え
て
説
か

せ
る

の

で
あ

っ
た
。
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⇔

使
徒

ポ
ー

ロ
宣
教
時
代

の
ギ
リ

シ
ヤ
人

の
思
想
と
感
情

ギ
リ

シ
ヤ
人
は
ゼ

ウ

ス
を
主
神

と
し
て
、

そ
の
下

の
ア
ポ

ロ

〈
諺
O
o
=
o
V
、

デ

ィ
オ

ニ
ソ
ス

〈
U
δ
昌

。。
o
ωV

、

ア
フ

ロ
デ

ィ
テ
i

〈
>
o
冨
&
ぎ

〉

等

の
神

々
を
信

そ
な

ず
る
多
神
教
徒
で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら
の
神

々
は
、

一
面
で
は
超
人
間
的
な
偉
力
を
具
え
て
い
た
。
例
え
ば
ゼ
ウ
ス
は
雷
を
起
し
、
ア
ポ

ロ
は
思
い
の
ま
ま
に
霧
や
雨
を
拡

げ
降
ら
す
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
他
面
で
は
極
め
て
人
間
的
で
あ

っ
た
。
即
ち
キ
リ
ス
ト
教
の
神

の
よ
う
に
信
仰

の
対
象
と
し
て
仰
ぐ
超
越
的
神
格
を
も

つ
の
で
な
く
、

地
上
よ
り
僅
か
に
高
い
オ
リ

ン
ボ

ス

〈
○
妨
ヨ
琶
。゚〉

の
山
上
に
住
み
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
属
性
を
具
え
た
人
間
的
神
で
あ

っ
た
。

従

っ
て
愛
慾
、

嫉
妬
な
ど
の
感
情
が

あ
り
、
飲
食
や
音
楽

の
饗
宴
も
開
き
、
戦
争

に
も
従
事
す
る
と

い
う
人
間
的
性
質

を
も

っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら

の
神

々
の
感
情
、
性
質
は
ギ
リ
シ
ヤ
人
の
感
情
、
性



質

に
反
映

す

る

の

で
あ

っ
た
。
故

に
ア
ホ

ロ
の
明
朗

性
、

デ

ィ
オ

ニ
ソ

ス
の
激
情
性

、

ア
ポ

ロ
と

デ

ィ
オ

ニ
ソ

ス
の
愛
、

美

な
ど
は

ギ
リ

シ
ヤ
人

の
明

朗

で
あ
り
、

激
情

で
あ
り
、

ま

た
愛

と
美

で
も
あ

っ
た
.

こ
こ
か

ら
ギ
リ

シ
ヤ
人

の
現
世
謳

歌

の
性
情

が
生
れ

た
。

即

ち
ギ

リ

シ
ヤ
人

の
光
明
的

で
あ

り
、
青
春

を
謳
歌

し
、

現
世

の
楽

し

み

の
あ
ら

ん
限

り

を
尽

そ
う
と
す

る
楽

天
的
人

生
観

が
生

れ

た
の

で
あ

る
。

勿
論

ギ

リ

シ
ヤ
人

に
も

暗

い
恐
怖

の
死

の
世
界
、

陰

欝

で
朦

朧
と

し
た

冥
府

と

い
う

も

の

も

、
か

れ
ら

の
思

想

の
中

に
あ
る

に
は
あ

っ
た
。

し
か
し

冥
府

の
王

ハ
ー
デ

ス
〈

国
巴

Φ
ωV

は
神

で
あ

る

に
か

か
わ
ら
ず

冷
淡

に
扱
わ

れ
、

暗

黒

の
世

界

の
神

の
役

割

は

比

較
的

に
は
小

さ

い
も

の
に
さ
れ

て

い
た
。

要
す

る

に
ギ

リ

シ
ヤ
人

は
現
世

の
享
楽

を

望
み

、
永
遠

の
若

さ
を
希

求
し

て
や

ま
な
か

っ
た
。
従

っ
て
あ

ま
り

に
も
青
春

を

楽

し
み
、

光
り

輝

く
現
世

の
美
を

汲
み
尽

そ
う

と
す

る
が

た
め
、

そ

の
反
動
と

し

て
老

い
の
醜

さ
と

死
を

極

端

に
恐
れ

た

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
弱
点

に

喰

い
入

る
か

の

よ

う

に
、
永

遠

の
希

望
〈
国
6

,葛
=

幽2
)。
〉

を
説

く
キ
リ

ス
ト
教
、

或

は
神

秘
玄
妙

の
う

ち
に

入
生

の
解

明

を
説

く
東
洋

の
思
想

が
伝

わ

っ
て
ゆ
く

の

で
あ

っ
た
。

こ
こ

に

ギ

リ

シ
ヤ
人
は
自

ら

の
信
条

と
外

来

の
そ
れ
と

の
間

に
あ

っ
て
心

の
動

揺

に
悩

む

の
で
あ

っ
た
。

こ

の
間

の
事
情

を

バ
ー

ド
は
次

の
よ
う

に
言

っ
て

い
る
。

「
ギ
リ

シ
ヤ

人

の
古

い
民
族

的
信

条
が

ロ
ー

マ
人

の
ギ
リ

シ
ヤ
征

服

に

よ
り
、

次
第

に
消

え
、
か

れ
ら

の
宗
教

上

の
信

条

も

衰
え

を
見

せ
た
。

そ
し

て
そ
れ
ま

で
自
尊

心
強

く
、
自

ら

の
信
条

を

一
歩

も
譲

ら
な
か

っ
た

か
れ
ら
も

、
他

国
人

の
信

ず

る
宗
教

を
許
容

す

る
に
到
り

、

且

つ
こ
の
頃

、

既

に
東

洋

の
哲

学

が
、

そ
の
人
生

の
神

秘

を
解

決
す

る
不

思
議
な
、

精
妙

な
試

み

に
よ

っ
て
か
れ

ら

の
思

想
に
影
響

を

与
え
始

め
た
。

こ
こ
に
ギ
リ

シ

ヤ
の
到

る
処

に
漠

然
と

し

て
で
は
あ

る
が
、

亡
び
ゆ
く

ギ

ーー

シ
ヤ
人

の
信

仰

に
取

っ
て
代

る

べ
き

何
か
他

の
信

仰

へ
の
研
究

心
と
不
断

の
切
望

が

起
り
、
単

純

な
が
ら
も

切

に
愛

を

説

く

キ
リ

ス
ト
教

が
ギ

リ

シ
ヤ
人

の
心

の
う
ち

に
、

か
れ
ら

の
進

⑦

む

べ
き
道

を
用

意

し
、
か
れ

ら

の
心
を
多

少

の
差
は
あ

れ

、

キ
リ

ス
ト
教

の
信

仰
と

い
う
良

き
種

の
育

つ
べ
き
適
当

な
土
壌

た
ら

し
め

る

の
で
あ

っ
た
」

と
。

こ
の

バ
ー

ド

の
言
葉

を
裏

づ

け
る
か

の
如
き

詩
句

が

こ
の
詩

の
随
所

に
見
出
さ

れ
る
。
例

え
ば

人
間

に

つ
い
て

⑧

「
時

の
は
じ
め
よ
り
神

の
子
は
絶
対
的
及
び
相
対
的
価
値
が
あ
る
」

と
か
、
ま
た
、
人
間
は

⑨

「
神

の
定

め

る
す

べ
て

の
業

を
果

す
道
具

で
あ

る
」

な
ど

で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
句

は
ギ

リ

シ
ヤ
人

に
キ
リ

ス
ト

教

の
影
響

の
あ

っ
た

こ
と
を
示
す

も

の
で
あ
る

。

ま

た
人
間
的

な
ギ

リ

シ
ヤ
的
神

々
の
王

な
る
主
神

ゼ
ウ

ス
に

つ
い
て

あ
か
し

⑩

「
到
る
処

普
く

む
主
神

自
身

の
存
在

を
証

す
る

よ
う

な

判
断

を
聞
き

た

い
も

の
で
あ
る
」

ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
劇
的
独
白
詩

「
ク

レ
オ
ン
」
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ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ

の
劇
的
独
白
詩

「
ク
レ
ォ
ン
」

と

い
う
句
も

あ

る
。

こ
の
句

に
は
東
洋

の
汎
神
論

の
影
響

が
伺

わ
れ

る
。

当
時

の
ギ
リ

シ
ヤ
入

の
思
想
と

感
情

が

こ
の
よ
う

で
あ

っ
た

た
め
、

こ
の
詩

の
中

心
入
物

ク

レ

オ

ン
は
後

に
示
す

よ
う

に
、

一
面

で
は
ギ
リ

シ
ヤ

の
神

々
を
信

じ
、
あ

く
ま

で
も

光
明
的

に
青
春

を
謳
歌

し
、
現

世
享
楽

の
あ
ら

ん
限
り

を
尽

そ
う

と
し

て
、

あ
ら

ゆ
る

文

芸
に
手

を
出
し

た
の

で
あ

っ
た
が
、
他

面

で
は
自
ら

の

身
が
老

い
ゆ
く

に

つ
れ
、

そ

の
心

の
不
安

と
動

揺

を
免

れ
得
ず
、

ひ
そ

か
に
人
間

の
未
来

に

つ
い
て
キ
リ

ス
ト

教

的
不
滅

の
希

望

く

=
o
需

9

Hヨ
ヨ
。
碁
鑑
蔓
V

を
憧

れ

る
の
で
あ

っ
た
。
即

ち
か
れ

は
多
神
教

を
信
ず

る
ギ

リ

シ
ヤ
人

と
し

て
、
神

々

の
王
者

な
る
人
間
臭

い
主
神

ゼ

ウ

ス
を
崇

め
な
ら
も

、
キ

リ

ス
ト
教

の
唯

一
神

と
し

て

の
属
性

を
ゼ

ウ

ス
に
移

し

て

⑪

「
人
間

の
霊
魂
存
在
の
神

の
意
図
を
立
証
せ
ん
こ
と
を
」

と
か
、
ま
た

⑫

「
蛆
虫
が
蝿
に
な
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
が
来
世
に
生
れ
か
わ
る
」

こ
と
の
啓
示
を
ゼ
ウ
ス
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ク
レ
オ

ン
の
来
世
観
を
示
す
も
の
で
、
ゼ
ウ
ス
を
唯

一
神
と
認
め
た
言
葉
で
あ

っ
て
、
明
ら
か
に
キ
リ
ス
ト

教
の
影
響
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
当
時
の
ギ
リ
シ
ヤ
人
は
、
か
れ
ら
の
信
ず
る
主
神
及
び
神

々
が
大
自
然
の

一
面
を
象
徴
し
、
そ
の
象
徴
を
ば
朧
ろ
気
な
が

ら
見
え
ざ
る
力
の
神
秘
的
啓
示
と
思

い
、
か
れ
ら
の
内
心
に
抱
く
不
安
と
動
揺
を
そ
れ
に
よ

っ
て
救
わ
ん
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。
然
し
な
が
ら
唯

一
神
の
キ
リ
ス
ト
教
の

霊
知
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
力
強

い
神
の
啓
示
は
、
他
国
人
の
信
仰
の
故
を
以
て
、
正
面
き

っ
て
こ
れ
を
認
め
る
に
は
か
れ
ら
の
自
尊
心
は
あ
ま
り
に
も
強
か

っ
た
。
従

っ

め

ば

て
芽
生
え
は
じ
め
た
か
れ
ら
の
来
世
観
も
実
を
結
ぶ
に
到
ら
ず
し
て
、
相
変
ら
ず
か
れ
ら
の
心
の
空
虚
は
充
た
さ
れ
ず
、
そ
の
焦
燥
は
残

る
の
で
あ

っ
た
。

口

。フ

ロ
ー

ト

ス
王

と

詩

人

ク

レ

オ

ン

王
が
使
者
に
託
し
た
手
紙
と
、
王
の
心
尽
し
の
数
々
の
贈
物
と
共

に
美
し
い
奴
隷
女
を
乗
せ
た
大
型
船
が
島

に
到
着
し
た
。

な
筆
で
描

い
た
次
の
詩
句

で
答
礼

の
手
紙

の
本
論
は
は
じ
ま
る
。

「
王
の
使
者
の

一
行
は
王
の
手
紙
を
、
只
今
、
わ
た
く
し
に
渡
し
ま
し
た
。

わ
た
く
し
は
そ
れ
を
読
み
、
お
声
が
聞
え
る
思
い
が
い
た
し
ま
す
。

王
の
大
型
船
の
船
長
は
、
今
尚
、
数
多
の
贈
物
を
降
ろ
し
て
い
ま
す
。

そ

の
情

景
を
微

細
な
リ

ア
リ

ス
テ

ィ

ッ
ク
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ふ
さ

そ
れ
ら

の
贈
物

は
、

わ
た
く

し

の
中

庭
を
塞

ぎ
、

柱
廊

に
沿

っ
て
積

み
重

ね
ら
れ
、

ま
は

夕
日
は
眩
ゆ
く
輝

い
て
い
ま
す
、
恰
も
陛
下
を
思
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
。

黒

い
奴
隷
女
と
白

い
奴
隷
女
が
互
に
散
ら
ば

っ
て
は
い
ま
す
が
、
ひ
と
か
た
ま
り
に
寄
り
添
う
て
い
ま
す
。

⑱

そ

れ
は
、
今

し

が
た
降

り
立

っ
た
鳩

で
蔽

わ

れ
た

よ
う

で
す
。

そ

れ
は
、

ま
た
、

わ
が
ギ

リ

シ
ヤ
国
特
有

の
市
松

模

様

の
鋪
石

の
よ
う

で
す
。

だ

い
だ

い
い
う

そ

の
集

団
か

ら

一
人

の
奴

隷

の
歌

い
女
、

そ

の
女

は
、

サ

フ
ラ

ン
色
を
織

り

ま
ぜ
た

燈

色

の

服
を
纒

っ
て
い
ま
す
。

こ
と
ほ

ろ
く
し
ゆ
き

⑭

そ
の
女
が
、
白

い
両
手
を
差
し
伸

べ
、
盃
が
わ
た
く
し
を
恵
む
に
先
き
立
ち
、
王
が
口
付
け
し
て
言
祝
が
れ
た
酒
盃
と
漉
酒
器
を
わ
た
く
し
に
献
じ
ま
し
た
L

と
。
こ
れ
は
ク
レ
オ
ン
の
王
に
対
す
る
細
や
か
な
感
情
の
溢
れ
る
詩
句

で
あ
る
。
次

い
で
ク
レ
オ
ン
は
人
生
の
喜
び
を
歌
う
詩
人
な
る
自
ら
に
対
す
る
王
の
こ
の
手
篤

い

計

い
の
慈
愛
に
満
ち
た
行
為
は
、
人
民
の
生
活
の
真

の
意
味

の
王
の
認
識
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
い
、
ま
た
、
王
の
意
志
が
よ
き
統
治
と
社
会

の
安
寧
に
よ

っ
て
、
人

民

の
生
活
を
正
し
く
豊
か
に
す
る
に
あ
る
は
、
王
の
善
政
で
あ
る
と
言

い
、
次

い
で
王
の
高
徳
を
称
賛
し
、
い
と
も
仔
情
的
な
次
の
句
を
発
す
る
の
で
あ
る
。

ま

つ
り
ご
と

「
王
は
王

の
人
生

の
塔

の
日

々

の
建
設

に
於

い
て
、

日

々
の
政
事

い
か

に
激

し
く

と
も

、
人

生

の
塔

の
建
設

に
は
特

に
努
力

な
さ
れ

ま
し

た
。

は
か
ど

そ
し

て
そ

の
建

設
進
捗

せ
ず
嫌

気
さ

す
と
き

に
あ

っ
て
も
、

ま

た
、

建
設

工
程
捗

り
、
人

民

の
大

喝
采

の
起
る

と
き

で
も

、

王

は
常

に
、
建
設

の
た
め

の
仕

事

の
み
に
は

従
わ

れ

る

こ
と

は
あ
り

ま

せ
ん

で
し

た
。

お
酌

王

は
常

に
、
人

生

の
塔

の
完
成

の
暁

に
、

休
息

が

誘
き

寄

せ
る
希
望

を
憧

れ

て
お

い
で

で
あ

り

ま

し
た
。

そ

れ
は
、

建
設

工
事

の
燥
音

の
す

べ
て
が
、

や
が

て
静

ま

る
と
き
、

し
よ
こ
う

⑮

⑯

王
は
万
人
に
冠
た
る
人
と
し
て
東
天
の
曙
光
を
望
ま
れ
、
民
草
は
王
の
塔
の
み
を
見
る
に
す
ぎ
な

い
に
、
王
は
太
陽
を
見
給
う
の
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
故

に
、

こ
の
記
念
す

べ
き
王
の
祝
祭

の
日
に
お
約
束

い
た
し
ま
す
。

神
酒
を
注
ぎ
、
海

の
彼
方
遥
か
を
望
み
、

こ
こ
に
遣
わ
し
賜

い
し
奴
隷
女
に
王
の

一
生
、
王
の
偉
業
、
王
の
英
姿
と
共
に
、
主
神

ゼ
ウ

ス
永
住
の
究
極
の
静
寂

を

⑰

王

の
切
望

さ
れ

る
を
物

語
ら
せ

ま
す
」

と
。
プ

ロ
ー
ト

ス
王
は
、

そ

の
治
世

の
目
的
と
し

て
、
人

民
が

生
活

に
倦
ま
ざ

る

こ
と
を
希
望

し

な
が

ら
も
、

更

に
人
生

の
目

的

の
究
極

、

人
生

の
第

一
義

を
究

め
よ
う

ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ
の
劇
的
独
白
詩

「ク

レ
オ
ン
」
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ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ
の
劇
的
独
白
詩

「ク

レ
オ
ン
」

と
す

る
偉

大
な
王

で
あ
る

こ
と

を
称
賛
す

る

の
で
あ

る
。
プ

ロ
ー
ト

ス
王

は
か
か

る
偉
大

な
王

で
は
あ

っ
た
が
、
や

が

て
年

老

い
ゆ
く

に

つ
れ
て
、
人
並

に
老

い

の
凋
落

の
哀

愁

に
包
ま
れ

る
の

で
あ
る
。

一
方
、

ク

レ
オ

ン
は
多

芸

の
詩

人

で
あ

っ
て
、

王

の
所
有

す

る
黄
金

づ

く

り

の
札

の
百
枚

の
歌
物
語

を
書
き
、

ま
た
漁
師

達

が
船
首

に

た
い
ま

つ

松
明
を
燃
や
し
て
網
を
曳
く
と
き
、
漁
船
か
ら
聞
え
来
る
小
唄
を
作

っ
た
詩
人
で
あ

っ
た
。
或
は
漁
師
達
が
太
陽
を
見
る
目
を
転
じ
て
眺
め
る
灯
台

の
耀
く
太
陽
神

の
像

を
彫

っ
た
彫
刻
家
で
も
あ

っ
た
。
ま
た
王
宮

の
廊
全
体
に
互
る
ト

ロ
イ
戦
争

く
↓
「
。
冨
=
芝
霞
V

の
物
語
を
描

い
た
絵
画
家

で
も
あ

っ
た
。
更
に
は
、
そ
れ
迄
、
世
に
知

あ
か
し

ら
れ
て
い
な
か

っ
た
男
女
の
人
体

の
正
し
い
比
例
に
通
暁
す
る
科
学
者
で
あ
り
、
霊
魂
に
関
す
る
書
物
を
三
冊
も
の
し
、
従
来
の
学
説
の
不
合
理
を
証
し
た
哲
学
者
で
も

や
く
ろ
う

あ

っ
た
。
音
階
を
組
合
せ
、
新
し
い
音
楽
を
考
案
し
た
音
楽
家
で
も
あ

っ
た
。
要
す
る
に
す
べ
て
の
芸
術
、
学
問
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
に
し
、
行
く
と
し
て
可
な
ら
ざ

る
な
き
多
芸
の
詩
人
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
か
れ
が
ギ
リ
シ
ヤ
人
と
し
て
生
き
る
喜
び
を
愛
し
、
そ
れ
を
行
動

に
移
し
た
教
養

い
と
高

い
多
情
多
感

の
詩
人
で
あ
る
こ
と
を

示
す
の
で
あ
る
。

更
に
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ
が
、

こ
の
多
芸

の
詩
人
を

近
代
的
知
性
と
鋭
敏
な
感
受
性
を
も

つ
詩
人
に
仕
立
て
あ
げ
て
い
る
こ
と
は

注
目
す

べ
き

こ
と
で
あ

る
。
即
ち
そ
の
知
性
に
於
い
て
は
、
近
代

の
進
化
論
を
理
解
し
て
入
間
の
進
歩
を
認
め
し
め
、
鋭
敏
な
感
受
性
に
於

い
て
は
、
未
来
に
つ
い
て
の
近
代
的
夢
或
は
希
望
を

抱
い
た
詩
人
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
ク
レ
オ

ン
は
人
間
の
進
歩
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
夢
或
は
希
望
を
も

つ
の
で
あ
る
。

「
こ
れ
は
夢
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
ま
た
、
夢

で
な
く
希
望
と
し
ま
し

ょ
う
。

め
ぐ

年
月
と
春
と
夏
は
、
い
つ
ま
で
も
衰
え
ぬ
力
を
も

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
巡
り
行
く

こ
と
の
希
望
を
も

っ
て
い
ま
す
。

文
化

の
進
む
に
つ
れ
て
酒
を
染
め
る
葡
萄

の
味
は
、
岩
に
這
う
野
生

の
葡
萄
よ
り
も
風
味
曲豆
か
に
な
り
、

す

も
も

う

ま

口
当
た
り
の
よ
い
李
は
野
生
味
の
核
果
よ
り
も
美
味
く
、

た

飼

養

の
蜜
蜂

の
滴
ら
す
蜜

は
野

生

の
そ
れ

よ
り

は
更

に
甘

く
、

花
は
培
養

次
第

で
は

一
重
か

ら

二
重
、

二
重
か
ら

三

重

へ
と
、

ま
た
、

八
重

に
ま

で
進
化

し
、
葉

は
花

へ
と

進
化
す

る

こ
と

の
希
望
を
も

ち
ま
し

ょ
う

。

或
は
、
雲

の
上

に
眠

る
月

の
よ
う

に
、
絹

の
衣
に
眠

る
若
く

し
て
肌
柔

か
な
、
新

月
そ

の
ま
ま

の

王

の
奴
隷

女
が
、

わ

た
く

し

の
若

い
頃

の
女

に
優
る

こ
と

の
希

望
を
も

っ
て

い
ま
す
。

⑱

こ
の
よ
う

で
あ
り

ま
す

の
で
、
人
間

の
理
性

の
み
が

ど
う
し

て
退
化
す

る

こ
と

な
ど
考

え
ら
れ
ま

し

ょ
う
か
」

と
。

故

に
プ

ロ
ー

ト

ス
王
が

ク
レ
オ

ン
の
多
芸

の
理
由

に

つ

い
て
の
問

い
に
対

し
、
先

ず
入
間

の
進
歩

と

い
う
考

え
を
基

礎
と

し
て
答

え

る

の
で
あ

っ
た
。

ク

レ
オ

ン
は
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同
時
代
の
多
く

の
芸
術
家

の
心
が
昔
の
芸
術
家
の
心
の
単
純
、
素
朴
よ
り
も
進
歩
し
、
複
雑
多
岐
の
域
に
達
し

て
い
る
と
説
明
し
、
か
れ
も
そ
の
芸
術
家

の

一
人
と
し
て

複
雑
多
岐
の
心
を
も

つ
た
め
多
芸

で
あ
る
と
自
信
を
示
す
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
更
に
言
う
。
し
か
し
か
れ
を
批
評
す
る
当
時

の
批
評
家
の
中

に
は
、
か
れ
の
真
価
を
知

ら
ぬ
も

の
が
多

い
と
。
そ
し
て
自
ら
の
芸
術
論
を
次
の
よ
う
に
王
に
説
く

の
で
あ

っ
た
。

繭

総

合

芸

術

論

批
評
家
が
か
れ
を
批
評
す
る
に
際
し
、
か
れ
の
芸
術

の

一
つ
、
詩
歌
の
み
を
論
じ
、
か
れ
の
他

の
芸
術
、
絵
画
そ
の
他
に
つ
い
て
論
じ
な
い
で
か
れ
を
評
価
す
る
の
は

つ
な
が

誤
り

で
あ
る
。
即
ち
か
れ
ら
が
、
か
れ
の
詩
歌

の
技
の
み
に
つ
い
て
批
評
し
、
か
れ
の
絵
画
そ
の
他
の
技
に
触
れ
な
い
の
は
、
芸
術
全
般
に

つ
い
て
の
芸
術
家

の
心
の
繋

り
と
か
、
心
の
連
続

の
状
況
を
無
視
し
た
批
評

で
あ
る
。
人
間

の
魂
の
業
績
に
は
連
続
性
が
あ
る
。
詩
歌
創
作

の
心
と
絵
画
、
彫
刻
な
ど
の
創
作

の
そ
れ
と
の
間
に
は
繋

り
が
あ
る
。

こ
の
点
を
批
評
家
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
芸
術
家

の
業
績
を
部
分
部

分
に
分
析
し
、
詩
歌
の
分
野
と
絵
画
、
彫
刻

の
分
野
と
に
分
け
て
観
察
す
る

の
で
な
く
、
芸
術
の
各
部
分
即
ち
詩
歌
、
絵
画
、
彫
刻

の
す
べ
て
が

一
緒

に
さ
れ
た
全
体
と
し
て
観
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
芸
術
は
、
結
局
に
於

い
て
は
、
全
体
と
し

て
観
察
さ
れ
る
よ
う
に
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
か
れ
は
芸
術
の

一
つ
と
し
て
の
詩
歌
と
同
じ
く
芸
術
の

一
つ
と
し
て
の
絵
画
、
彫
刻
な
ど
の
そ
れ
ぞ

れ
を
ギ
リ

シ
ヤ
風

の
市
松
模
様
の
舗
道
の
菱
形
或
は
梯
形
の
敷
石
の

一
つ

一
つ
に
讐
え
て
、

こ
の
間

の
事
情
を
説
明
す
る
。

一
人
の
芸
術
家
が
、
先
ず
完
全
な
菱
形
を
作

り
、
次
に
斜
方
形
を
、
そ
れ
か
ら
梯
形
を
作
る
。
そ
の
芸
術
家
は
そ
れ
ら
を
た
だ
重
ね
、
古

い
も
の
の
上
に
新
し
い
も

の
を
積
み
、
下

の
も
の
の
存
在
を
消
し
去
る
と

い

う
の
で
な
く
、

こ
れ
ら
の
す

べ
て
を
平
面
上
に
列

べ
、
最
後
に
市
松
模
様

を
作
る
。
そ
の
結
果
が
市
松
模
様
の
舗
道
が
で
き
る
と
。
こ
こ
に
か
れ
が
す

べ
て
の
敷
石
を
平

面
上
に
置
く
と

い
う
の
は
、

一
つ
の
芸
術
だ
け
を
取
り
上
げ
る
の
で
な
く
、
す
べ
て
の
芸
術
を
等
し
く
取
り
上
げ
る
、
即
ち
芸
術
の
す

べ
て
の
部
分
、
す

べ
て
の
部
門

の

詩
歌
、
絵
画
、
彫
刻
を
平
等

の
立
場

に
置
く
の
意
味
で
あ
り
、
市
松
模
様

の
舗
道
が
そ
れ
ら
を
総
合
し
た
全
体

の
芸
術

で
あ
る
と
の
意
味
で
あ
る
。
か
く
し
て
あ
る
芸
術

部
門
の
芸
術
家
の
技
価
の

一
つ
で
あ
る
完
全
な
各
部
分
が
作
ら
れ
、
そ
の
後
、
そ
の
各
部
分
の
結
合

が
行
わ
れ
、
全
体
と
し
て
の
芸
術
が
生
れ
て
行
く
。

こ
こ
に
人
間

の

進
歩
に
つ
れ
て
芸
術
の
部
分
従

っ
て
部
門
も
増
加
し
、
複
雑
に
な
り
、
そ
れ
が
総
合
さ
れ
て
益
々
偉
大
な
芸
術
が
形
成
さ
れ
る
。

そ
れ
は
人
間

の
社
会
が
進
歩
し
た
人
間

個
人
の
総
合
か
ら
複
雑
な
立
派
な
社
会
が
成
立
さ
れ
て
行
く

の
と
同
じ
で
あ
る
。
故

に
究
極

に
於

い
て
は
複
雑
な
総
合
芸
術
の
形
成
を
目
的
と
し
て
い
る
と

い
う
の
で
あ

る
。
次
に
、
こ
の
目
的
を
成
就
し
よ
う
と
の
意
欲

の
生
じ
た
の
は
、
先
輩
の
芸
術
家

の
単
純
、
素
朴

よ
り
も
開
化
的
、
文
化
的

に
進
歩
し
、
複
雑
多
岐
化
し
た
偉
大
な
精

ロ
バ
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ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ
の
劇
的
独
白
詩

「
ク
レ
オ
ン
」

神

を
持

つ
に
到

っ
た
か
ら
と

自
負
す

る
。

し
か
し
批

評
家

は

ク

レ
オ

ン
の
複
雑

な

進
歩
し

た
精
神

と
、
先

輩

の
単
純

、
素
朴

の
そ
れ
と

比
較
す

る
と

こ
ろ
に
誤
り

が
あ

る

⑲

と
歎
く
。
け
れ
ど
も
先
輩

の
ギ
リ
シ
ヤ
の
芸
術
家
の
ホ
ー

マ
ー

〈
=
o
ヨ
2
V
、

タ
ー
パ
ン
ダ
ー

〈
↓
①
6
碧
ら
奪
〉
、

フ
ィ
デ
イ
ア
ス

〈
勺
窪
9
器
〉

達
は
、
か
れ
ら
の
才

能

の
到
達

の
極
限
に
達
し
、
世

の
称
賛
を
博
す
る
に
反
し
、

ク
レ
オ

ン
は
到
底
か
れ
ら
の
才
能

に
は
達
し
て
い
な

い
と
の
批
評
家
の
言
に
対
し
か
れ
は
言
う
。

「
あ
る
少
し
水
の
は
い

っ
た
球
形
の
容
器
の
内
側

の
目
盛
り
の
あ
る
点
に
水
が
触
れ
る
た
め
に
は
、
ほ
ん
の
少
し
の
水
さ
え
あ
れ
ば
充
分
で
あ
る
。

ま
わ

わ
れ
わ
れ
が
そ
の
球
の
容
器
を
廻
せ
ば
、
廻
わ
す
と

い
う
動
作

の
当
然

の
結
果
と
し
て
、
水
は
容
器
の
内
側
全
体
に
触
れ
る
。

か
ら

さ
わ

一
方
、
空

の
容

器

の
中

に
普

く
行
き

渡

っ
て

い
な
が

ら
も
軽

い
空
気

は
、
手

で
触

る

こ
と
も

で
き

ず
、

ま
た
、

目

で
見
る

こ
と
も

で
き
な

い
。

か
ら

ふ
ち

し
か
し
空
気
は
、

こ
の
空

の
球

の
容
器
の
内
側

の
縁
全
体

に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

き

っ
と
水
以
上
に
充
分
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

空
気
は
本
質
的
に
水

の
三
倍
も

の
も
の
を
微
妙
な
元
素
に
溶
解
し
て
も

っ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
俗
人
は
水

が
目
に
見
え
る
高
さ
に
あ
れ
ば
満
ち
た
と
言

い
、
球

に
は
い

っ
て
い
る
空
気
に
つ
い
て
は
、
空
気
の
水
以
上
の
目
に
見
え
な
い
特
性
を
知
ら

か
ら

ず
、
空

で
あ
る
と

言
う
。

⑳

こ
の
故

に
、
わ

た
く
し
共

の

心
は
批
評
家

に
は

理
解

さ

れ
て

い
な

い
の
で
あ

る
」

と
。

こ
こ
に
水

は
上
述

の
ホ

ー

マ
ー
、

タ
ー

パ

ン
ダ
ー
、

フ

ィ
デ

ィ
ア

ス
な
ど

の
昔

の
詩

人
、
芸

術
家

を
指

し
、
空

気

は
ク

レ
オ

ン
な
ど

の
詩

入
を
指
す

。

ク

レ
オ

ン
は

ホ
ー

マ
ー
な

ど
の
詩

人

の
素

質
を
自

分

の
中

に
溶

し
込

ん
で

い
る
が
、
世

人
は

ク

レ
オ

ン
が

ホ
ー

マ
ー
程

に
目
立

た
な

い
た
め
、
空
気

の
価
値

を
知
ら

な

い
と
同

様

に

ク

コま
さ

レ
オ
ン
の
価
値
を
知
ら
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ク
レ
オ
ン
は
言
う
。
実
際
か
れ
は
ホ
ー

マ
ー
程
の
秀
れ
た
詩
を
書
く
こ
と
は
で
き
ぬ
。
タ
ー
パ
ン
ダ
ー
に
勝

っ

て
紘
を
掻
き
鳴
ら
す

こ
と
も

で
き
な
い
。

フ
ィ
デ
ィ
ア
ス
及
び
そ
の
友
人
達
ほ
ど
巧
み
に
絵
を
描
き
、
彫
刻
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

一
つ

一
つ
の
芸
術
を
比
べ
る
と
、

ク
レ
オ
ン
は
か
れ
ら
に
到
底
及
ば
な

い
。
し
か
し

こ
の
四
入
が
ひ
と
り
ひ
と
り
で
は
、
自
ら

の
芸
術
以
外
の
他
の
芸
術

に
無
知
な
も
の
を
、
か
れ
は
自
ら

の

一
つ
の
心
の

う
ち
に
総
合
し
、
か
れ
ら
の
無
知
な
も
の
に
も
共
鳴
を
覚
え
理
解
で
き
る
と
言
う
。
結
局
か
れ
は
広
く
芸
術
す
る
心
を
も

っ
て
い
る
。
文
学
す
る
心
だ
け

で
詩
歌

の
み
を

見
る
の
で
な
く
、
芸
術
す
る
心
で
詩
歌
、
絵
画
、
彫
刻
な
ど
す
べ
て
の
芸
術
を
見
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
か
れ
は
従
来
の
単
純

で
素
朴
な
芸
術

の
そ
れ
ぞ
れ
を

総
合
し
て
調
和
の
あ
る
よ
り

高
度

の
芸
術
を
完
成
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
自
ら

の
心
境
を
比
喩
を
用

い
て
言
う
。
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と

。

と

。

「
野
性

の
花
は

今
あ

る
も

の
よ
り

も
も

っ
と
大
き
く

あ
り

ま
し

た
。

に
じ

み

わ
た
く
し
は
、
バ
ラ
の
血
を
そ
の
野
性
の
花

の
花
弁
に
滲
ま
せ
、

そ
の
花
の
盃
の
蜜

に
酒
を
注
ぎ
、
た
だ
種
だ
け
で
あ

っ
た
も
の
を
果
実
を
結
ぶ
よ
う

に
改
良
し

ま
し
た
。

⑳

そ
し
て
、
そ

の
花

は
さ
ほ
ど
大
き
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
㍍
派
な
花
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
」

ま
た
、
こ
れ
に
つ
い
て
自
信
を
示
し
て
言
う
。

「
わ
た
く
し
は
古
人

の
及
ぼ
ぬ

一
家
の
立
場
を
持

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
古
人
に
卓
越
す
る
立
場
は
、
神

々
が
わ
た
く
し
に
与
え
た
賜
物

で
あ
り
ま
す
。

故
に
わ
た
く
し
は
、
自
ら
の
才
能
を
、
偶
然
に
わ
た
く
し
の
手
に
入

っ
た
も

の
だ
と

い
う
よ
う
な
馬
鹿
げ
た

口
実

の
も
と
に
不
遜
な
態
度

で
、
わ
た
く
し
の
立
場

を
軽
々
し
く

は
論
じ
ま
せ
ん
。

わ
た
く
し
は
す
べ
て
の
自
負
を
捨
て
て
申
し
ま
す
。

わ
た
く
し

の
立
場
は
ど
こ
ま

で
も

神
々
に
帰
す

べ
き
も

の
で
あ
り
ま
す
。

神

々
の
与
え
た

天
稟
で
あ
り
ま

⑫す

。

@

と

は
言

っ
て
も
、

敢
え

て
自
卑

も

い
た
し

ま
せ
ん

。

こ
の
天
稟
が

誰
か

他

の
入

の
手

に
落
ち

た

と
仮
定

し

て
み
ま
し

ょ
う
。

そ

の
よ

う
な

こ
と
が
仮

に
あ

っ
た
と

す

れ
ば

、
ど

う

し
た

で
し

ょ
う
か

。

い
や
、

そ
う

は
な
ら

な

か

っ
た
で
し

ょ
う
。

で
も

そ
う

な

っ
た

と
す

れ
ば
、

わ
た
く

し

は
、
あ

わ
れ
果

敢
な
く

こ
の
世

を
去

っ
て
行

っ
た

こ
と
で
し

ょ
う

。

⑳

㊧

そ
れ
は
兎
も
角
、
わ
た
く
し
は
せ
め
て
こ
の
真
相
だ
け
は
世
に
知
ら
せ
て
お
き
た

い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
」

㈲

実

存

主

義

的

人

生

論

プ

ロ
ー

ト

ス
王

は
思
う
。

ク

レ
オ

ン
は
人
生

の
栄
冠

と

人

生

の
目

的
を

達
成

し

た
詩

人

で
あ

る
故
、

今

や

人
生

の
終

り

に
近

づ
き
、

れ
な

い
の
で
は
な

い
か
と
。

然

る
に
自

ら
は
然

ら
ず

と
そ

の
悩
み
を

次

の
よ
う

に
打

ち

あ
け

る

の
で
あ

っ
た
。

ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
劇
的
独
白
詩

「ク

レ
オ
ン
」

死
に
直
面
し
て
も
、
死
を
毫
も
恐
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ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
劇
的
独
白
詩

「ク

レ
オ
ン
」

「
予
は

こ
の
世

に
何
も
残

さ

ぬ
に
、

な
ん
じ

は
多

く

の
も

の
を
残

す
。

な
ん
じ

の
生
命

は
人

々
の
歌
う

詩
歌

に
、

人
々

の
習
う
絵
画

に
残

る
。

然
る

に
、
生
命

の
力

と
喜

び

に
於

い
て
、
完
全

で
健
全

な
予

の
生
命

は
、
予

の
頭
脳
と
腕

と
共
に

亡
び

る
。

故

に
何

も
残
ら

ぬ
。

す
え

予
が
命
名
し
た
岬
に
据
ら
れ
、
予
の
墓
を
見
お
ろ
す
あ
の
銅
像
を
、

へ
つ
ら

予

の
跡

を
襲

う
王

に
詔
う
廷
臣

ど
も
は
、
砲

を
着

、
笏

も

つ
銅
像

の
腕

に
、
引

く

に
好
都
合

の

ロ
ー
プ

を
か

け
、

銅
像

を
引

き
ず

り

お
ろ
す

こ
と
必
定
。

そ
こ
で
銅
像

は
倒

れ
、

予
は

亡
び
る
。

⑳

亡
び
な

い
な
ん
じ
は
勝
利
者
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
」

と
。

こ
れ
に
対
し
ク
レ
オ
ン
は
答
え
る
。
す
べ
て
の
人
間
は
無
意
識
の
生
活
、
本
能
生
活
に
満
足
す
れ
ば
幸
福
で
あ
り
、
本
能
生
活
を
離
れ
、
意
識
的
生
活
従

っ
て
精
神

⑳

生
活

に
入
り
、
多
く
の
知
識
を
得
れ
ば
不
幸
を
経
験
す
る
と
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

㊧

「
人
間
に
は
失
敗
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
た
だ
よ
り
低
い
無
自
覚
な
生
活
を
捨
て
た
か
ら
で
す
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
進
歩
と
呼
び
、
こ
の
進
歩
は
人
間

の
霊
が
人
間

の
本
能
生
活
を
意
識
し
、
古
い
知
識

に
加
え
ら
れ
た
新
し

い
知
識
に
よ

っ
て
、
禽
獣
に
ま
さ

⑳

っ
て
、

人
間
が

一
層
高

度

に
進
歩
す
る

こ
と
を
明

瞭

に
し
た

の
で
す
」

と
。

ま
た
、

「
こ
の
進
歩

が
入
生

の
す

べ
て
と
な
り
ま
す
。

人
生

の
す

べ
て
が

人
間

の
精
神

の
楽
し
む
家
、

望

楼
、

宝
物

を
入

れ
る
城
砦

と
な
り
ま
す
。

か
て

そ
し
て
人
間

の
本
能
生
活
は
、
精
神
生
活
の
家
、
望
楼
、
城
砦
な
ど
の
周
囲
の
平
原
に
す
ぎ
な
く
な
り
、
精
神
生
活

に
糧
を
あ
た
え
る
役
目
を
果
す
に
す
ぎ
な
く

な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。

精
神
生
活
が
高
塔
と
な

っ
て
君
臨
し
、
周
囲

の
本
能
生
活
の
平
原
を
見
渡
す
の
で
す
。

し
か
し
悲
し
い
か
な
、
人
間
の
精
神
は
亡
び
る
た
め
に
高
塔

に
登
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

と
申
し
ま
す
の
は
高
塔
に
登
ら
な
け
れ
ば
見
ら
れ
な
い
も
の
を
高
塔
に
登

っ
て
認
め
る
の
で
す
。
高
塔
に
登
り
周
囲
を
見
渡
せ
ば
、
そ
こ
に
は
喜
び
の
可
能
な
世
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界
が
わ
れ
わ
れ
の
周
囲

に
ひ
ろ
が
り
、
わ
れ
わ
れ
の
意
を
酌
み
と
り
、
わ
れ
わ
れ
を
魔
く

の
で
す
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
精
神
は
こ
れ
ら
す
べ
て
を
楽
し
む
こ
と
を
望
む
の
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
の
肉
体
は

『
こ
の
塔
に
登
る
前

の
楽
し
み
以
上
に
楽
し
ん
で
は
な
ら

⑳

な
い
、
い
や
、
塔
に
登
る
苦
労
で
精
力
を
減
じ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
精
力
の
減
じ
た
分
だ
け
以
前
よ
り
楽
し
む
こ
と
を
少
く
せ
よ
』
と
言
う
の
で
す
」

と
。
人
間
が
日
々
、
よ
り
高
い
意
識
を
得
て
行
く

の
は
高
塔
に
登
る
の
と
同
じ

で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
見
え
る

一
切
の
も
の
を
楽
し
む
の
で
な
く
、
そ
こ
に
登
る
こ

と
自
体
が

一
生

の
仕
事
と
な
り
、
最
後
に
登
り

つ
め
た
と
こ
ろ
で

一
生
が
終
る
。
人
間
は
人
間

の
肉
体

の
制
限
さ
れ
た
受
容
力
を
越
え
、
精
力
を
増
進
し
、
肉
体
に
あ
ら

む
な

た
な
油
を
注
ぎ
、
老
令
と
病
気
に
よ
る
衰
え
を
回
復
し
よ
う
と
焦
る
が
、
そ
れ
は
空
し

い
こ
と
に
終
る
。

精
神
が

喜
び
を
見
、

肉
体
を
誘
う
て
喜
び
を
得
よ
う
と
す
る

が
、
肉
体
に
は
も
う
喜
ぶ
力
が
な

い
。
所
詮
人
間
は
い
く
ら
進
歩
し
て
も
人
間

の
有
限
な
喜
び
以
上
の
喜
び
に
は
浸
り
得
な
い
。
人
間
が
無
限

の
喜
び
を
望
む
の
は
分
を

超
え
た
も

の
と

の
意
味

で
あ
る
。

ク
レ
オ
ン
は
こ
の
人
間
の
姿
を
女
神
ナ
イ
ァ
ド

〈
Z
巴
鋤
α
〉

の
像
に
、

人
間
の
喜
び
を
そ
の
像
に
仕
か
け
ら
れ
た
細

い
管
か
ら
の
噴

水
に
讐

え
て
説
明
す
る
。
細
い
管
か
ら
送
り
出
さ
れ
る
水
は
、
山
に
包
ま
れ
た
低
地
を
豊
か
に
流
れ
る
川
水
か
ら

の

一
筋
に
す
ぎ
な

い
。
そ
の
川
水
は

い
く
ら
使

っ
て
も

ほ
か

尽
き
な

い
水

で
あ
る
が
、

こ
の
細

い
管
か
ら
の
噴
水

は
い
と
も
僅
か
な
も
の
で
、
女
神

の
像
は

一
本
の
細

い
水
の
外
は
水
を
噴
き
上
げ
得
な

い
。

こ
れ
と
同
様
、
人
間
は

造
化
の
神

の
無
限
の
喜
び
を
見
な
が
ら
も
、
人
間
は
与
え
ら
れ
た
有
限

の
人
間
と
し
て
の
喜
び
を
享
受
す
る
に
す
ぎ

な
い
と
。
結
局
地
上
の

一
切
の
生
物
は
生
命
本
能
の

限
界
ま

で
進
化
し
、
結
構
幸
福
で
あ
る

の
に
対
し
、

人
間
は
自
意
識
を
得

て
、
有
限
の
身

で
あ
り
な
が
ら
無
限
の
世
界
の
も
の
を
求
め
る
。
換
言
す
れ
ば
有
限
の
肉
体
と

い
う
形
体

の
人
間
が
、
無
限
の
世
界
の
無
形
な
も
の
、
言
わ
ば
神
の
世
界
、
神
秘
の
世
界
、
目
に
見
え
ざ
る
力
に
属
す
る
も
の
を
求
め
る
結
果
、
生
命

の
限
界
あ
る
も

の

⑳

が
、
そ
の
限
界
以
上
の
も
の
、
自
ら
の
力
の
及
ぼ
な

い
世
界

の
も
の
を
求
め
て
不
可
能
を
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
無
理
を
敢
え
て
し
よ
う
と
す
る
が
故
に
、
人
間

は
決
し
て
幸
福
に
な
れ
な
い
と
言
う
。
し
か
し
王
は
前
言
を
繰
返
し
、

ク
レ
オ
ン
は
多
芸
で
あ
る
た
め
、
死
後
に
詩
歌
、
絵
画
、
彫
刻

の
不
朽
の
作
を
世
に
残
す
故
に
、

芸
術
的
天
分
を
備
え
た
か
れ
の
如
き
人
間
の
運
命
は
、

一
般

の
人
間
と
異

っ
た
例
外
的
運
命

で
は
な
い
か
と
問
う
。

こ
れ
に
対
し
ク
レ
ォ

ン
は
答
え
る
。

、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

のノ
ま
ず

ヘ

ヘ

へ

「
王
は
言
葉

に

蹟

か
れ
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

喜
び
と
は
何

で
あ
る
か
の
正
確
な
考
え
と
、

喜
び

の
実
際
と
を
混
同
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う

か
。
わ
た
く
し
の
考
え
は
王
の
そ
れ
よ
り
も
明
瞭
な
も

の
で
す
。
王
は
い
か
に
生
く

べ
き
か
を
知
る
こ
と
及
び

い
か
に
生
く

べ
き
か
を
示
す

こ
と
ー

こ
れ
は
わ
た

す
ぐ

く
し
の
才
能
で
す
が
ー
と
、
実
際
に
生
き
る

こ
と
と
を
混
同
し
て
お
い
で
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

こ
の
混
同
が
な
け
れ
ば
芸
術
家
は
ど
こ
で
王
に
勝
れ
て

い
ま

ヘ

へ

し

ょ
う

か
。

と
申

し
ま
す

の
は

、
若
者

、
勇
者

、

美

人
、
賢

人
な
ど

色

々
の
人
が

い
か

に
行

動

し
た
か

を
、

わ
た
く

し
は
立

派
な
叙
事

詩

に
書

き
ま
し

た
。

こ
れ

ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ

の
劇
的
独
白
詩

「ク

レ
オ
ン
」

一一161-一 一一



ロ
バ

ト

・
ブ

ラ

ウ

ニ

ン
グ

の
劇

的

独
白

詩

「
ク

レ
オ

ン
」

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
わ
た
く
し
の
実
生
活
の
行
動
と
同
じ
で
し

ょ
う
か
。
も
し
わ
た
く
し
が
若
い
フ
ィ
ー
バ
ス

〈
勺
げ
o①
げ
=
ω〉

(太
陽
神
)
を
彫
刻
し
た
り
、
描

い
た
り
し
た
ら
、

そ
れ
で
わ
た
く
し
が
若

い
で
し

ょ
う
か
。
わ
た
く
し
に
芸
術
を
学
ば
せ
た
多
く
の
年
月

の
労
苦
に
身
を
屈
し
た
が
た
め
に
わ
た
く
し
は
老
い
込
ん
だ
よ
う
に
思
え

ま
す
。

ま
こ
と
に
す
べ
て
の
美
を
知
る
こ
と
は
よ
い
こ
と
で
す
。
こ
の
す
べ
て
の
美
は
い
か
に
楽
し
め
る
か
を
実
践
し
て
み
る
こ
と
も
よ
い
こ
と
で
す
。
更
に
何
も
知
ら

ず

に
楽
し
む
こ
と
は
尚
よ
い
こ
と
で
す
。
あ
そ
こ
の
筋
肉
の

一
つ

一
つ
が
盛
り
上
る
腕
で
帆
を
下
ろ
し
て
い
る
漕
手
の
方
が
わ
た
く
し
よ
り
も
も

っ
と
楽
し
ん
で

い
ま
す
。
わ
た
く
し
に
は
恋
の
歌
が
書
け
ま
す
。
と

こ
ろ
が
王
の
美
し
い
奴
隷
女
は
歌
そ
の
も

の
で
す
。
然
る
に
わ
た
く
し
は
恋
す
る
に
は
あ
ま
り
に
老
い
す
ぎ

⑫

恋
を
歌
に
歌
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
女
は
背
中

一
ぽ
い
に
筋
肉
を
波
打
た
せ
て
い
る
青
年

に
心
を
傾
け
ま
す
。
わ
た
く
し
は
王
た
る
人
の
喜
び
を
知

っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
あ
な
た
こ
そ
王
そ
の
人
で
あ
ら
れ
ま
す
。

と
申
し
ま
す
と
、

『
し
か
し
』

と
王
は
仰
せ
ら
れ
ま
す
。

ま
た
し
て
も
王
は
た
だ
の
言
葉
に

つ
ま
ず

蹟

い
て
お
ら
れ

る

の
に
驚

き
ま
す

。
『
お
前

の
書
く

も

の
、
描

く
も

の
は
あ

と

に
残

る
。

そ
し
て

そ

れ
ら

は
亡
び

る

こ
と
が

な

い
。

ま

た
サ

フ

ォ
ー

〈
ω
巷

喜

o
>

は
生
き
残

っ
て

い
る
。

そ
れ
は

わ
れ
わ

れ
が
か

の
女

の
歌
を

歌
う

か
ら
。

イ
ー

ス
キ

ラ

ス

〈
諺
①
。。
oξ

ご
。。〉

も
生

き

て

い
る
。

わ
れ
わ

れ
は
か

れ

の
劇

を
読

む
か

ら
』

と
。

お
や

、
か

れ
ら
が
尚

生

き

て
い
る
な
ら
、

か
れ
ら

を
し

て
わ
た
く

し
に
構

わ
ず

こ
こ
に

来

ら
し

め
王

の
奴
隷

を
と

ら
せ
て
下

さ

い
。

ま
た
王

の
盃
か
ら

酒

を
飲
ま

せ
、

わ
た
く
し

に
代

っ
て
語
ら

せ
て
下
さ

い
。

わ

た
く
し

が
生
き
残

り
、
王

は
死

ぬ
と

お

っ
し

ゃ
い
ま
す

か
。

い
や
む
し
ろ

わ
た
く

し

の
運
命

の
方
が

一
層
恐

ろ
し

い
と
仰

せ
下

さ

い
。

わ
た
く
し

の
運
命

の
恐
ろ

し
さ

の
た
め

に
、
わ
た
く

し

の
快
楽

の
感

覚

は
、
そ

の
洞
察
力

が
強
め
ら

れ
益

々
鋭

く

な
り
、
手

は

震

え
、
年

の
重
荷

は
加
わ

り
、
ぞ

っ
と
す

る
よ
う
な

老
毫

が

い
よ

い
よ
激
し

く
、

人
生

の
終
局

は

避

け
よ
う

も
な

く
訪
れ
ま
す
。

そ

の
と
き
、

わ
た
く

し

の
知
識

は
益

々
増
加

し

ま
す
が
、

し
か
も
楽

し

み
は
衰
え

て
行

く
ば

か
り

で
す
。

そ

れ

で
も
尚
、

わ
た

く

し

の
真
価

を
証

明
す
る
す

べ
て

の
作

品
は
あ

と

に
残
り

ま
す
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

け
れ
ど
も

人

の

口
に
於

い
て
は
嘲

弄
さ
れ
る

に
す

ぎ

な
く
な
り

ま
す
。

そ
れ

で
も

尚
残

り
、
王

の
如
き

方

に
称
賛

さ

れ
ま
す
。

し
か
し
わ

た
く
し

、
わ
た
く

し
、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

⑳

す

べ
て
の
も
の
を
感
じ
、
す
べ
て
の
こ
と
を
考
え
行
動
す
る
男
、
生
活
を
と
て
も
愛
し
た
男
は
、
矢
張
り
墓
場

に
眠
る
の
で
す
」

と
。

こ
れ
は
人
生

の
終
り
に
安
心
立
命
を
得
た
ク
レ
オ
ン
で
は
な
い
。
死
と
無

の
深
渕
に
さ
し
か
か
る
ク
レ
オ
ン
、
絶
望
と
憂
愁
、
孤
独
と
不
安
に
直
面
す
る
ク
レ
オ

ン

で
あ
る
。
し
か
し

こ
れ
は
ひ
と
り
ク
レ
オ

ン
の
み
で
は
な
い
。
す

べ
て
の
人
間

の
実
存
の
姿
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
人
間
は

い
か
に
果
敢
な
い
境
地

に
立

っ
て
も
希
望
な

し
で
は
堪
え
ら

れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ク
レ
オ

ン
も
言
う
の
で
あ
る
。

一162一
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「
そ
れ
が
あ
ま
り
に
恐
ろ
し
い
の
で
、
わ
た
く
し

の
窮
境
を
救
う
気
持

か
ら
、
時

々
敢
え
て
心
の
う
ち
に
願
う
の
で
す
、
来
世
が
、
現
世
同
様
に
歓
楽

に
於

い
て
、

無
限

の
可
能
性

の
あ
る
こ
と
を
主
神
が
啓
示
さ
れ
る

こ
と
を
。

そ
し
て
ま
た
願
う
の
で
す
。
来
世
を

一
層
楽
し
い
生
活
と
す
る
た
め

の
神
慮
か
ら
、
現
世
を
窮
屈
な
生
活
と
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
そ
の
窮
屈

さ
に
あ
ま
り
に
心

綴
め

つ
け
ら
れ
る
故
・

死
と
呼
ぶ
激
し

い
衝
動

に
よ

っ
て
解
放
さ
れ
る
と
き
、
蛆
虫
が
蝿

に
な
る
よ
う
に
、
わ
た
く
し
達
が
来
世
に
生
れ
変
る

こ
と
を
願
う
の
で

す
・
し
か
も
蛆
虫
は
ま
だ
蛆
虫
の
間
に
羽
根
が
あ
り
ま
弛
・

で
も
そ
れ
は
わ
た
く
し
に
は
な
ら
ぬ
こ
と
で
す
。
主
神
は
ま
だ
無
限
の
喜
び
の
来

世
を
啓
示
さ
れ
て

は

い
ま
せ
ん
。
あ
あ
、
残
念
な
こ
と
で
す
。
主
神
は
そ
れ
を
啓
示
な
さ
る
べ
き
だ

っ
た

の
で
す
。
も
し
そ
れ
が
可
能

で
あ
る
な
ら
ば

で
す
が
」

と
。

こ
れ
は
ク
レ
オ
ン
が
人
生

の
喜
び
の
詩
人
と
し
て
ギ
リ
シ
ヤ
的
現
世
の
享
楽
主
義
を
以

っ
て
、
人
生
を
生
き
通
し
て
は
来
た
が
、
人
生
の
終
り
に
到

っ
て
、
不
安
と

悲
哀
を
感
じ
・

ひ
そ
か
に
キ
リ
ス
ト
教
的
来
世
観
を
感
じ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

然
る
に
か
れ
に
は
尚
、

ギ
リ
シ
ヤ
人
的

自
尊
心
が
残

っ
て
い
た
が
た
め

に
、
他
国
人
の
考
え
だ
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
来
世
観
を
斥
け
る
の
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
か
れ
は
こ
の
手
紙
の
終
末
に
於
い
て
、

「
そ
れ
か
ら
余
の
事
な
が
ら
、
ポ
ー

ロ
と
呼
ぶ
人

へ
の
王

の
使
者
の
持
参
せ
る
手
紙
を
ど
こ

へ
届
け
る
か
を
正
し
く
言
う

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

キ
リ
ス
ト
と
同

一

人
で
な
い
な
ら
、
か
れ
を
知
り
ま
せ
ん
し
、
無
理
に
知
ろ
う
と
も
致
し
ま
せ
ん
。
聞
け
ば
ポ
ー

ロ
は
割
礼
を
う
け
た

ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
そ
う
で
す
が
、
そ
ん
な
た

か
が
野
蛮
な

ユ
ダ
ヤ
人
が
わ
た
く
し
達
に
閉
ざ
さ
れ
た
神
秘
を
解
す
る
な
ど
と
お
考
え
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
お
お
、
王
よ
、
身
を

屈
し
て
あ
ん
な
奴
に
お
問
ね
に
な
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
ギ
リ

シ
ヤ
哲
学
を
辱
し
め
る
も
の
で
す
。

か
れ
は
文
章
が
書
け
ま
す
か
ね
。

ま
あ
書
け
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
だ
が
、
あ
あ
、
ポ
ー

ロ
に
は
弟
子
が
あ
る
の
で
す
。

こ
の
同
じ
島

に
立
ち
よ

っ
た
奴
隷
が
ボ
ー

⑳

ロ
や
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
を
説
き
ま
し
た
。
傍
聴
し
た
と

い
う
者

の
言
葉
か
ら
推
し
量
り
ま
す
と
、
か
れ
の
説
は
到
底
正
気
の
沙
汰
と
は
思
え
ま
せ
ん
」

と
。

ク
レ
オ

ン
は
か
く
言

い
な
が
ら
も
自
ら
の
不
安
と
悲
哀
は
尚
も
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。

し
か
し
生
活
そ

の
も
の
に
生
き
る
こ
と
を
愛
す
る
ク
レ
オ
ン
な

る
が
故
に
、
残
さ
れ
た
人
生
を
精

一
杯
楽
し
む
ク
レ
オ
ン
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
か

っ
た
。

そ
れ
は
王

の
問
い

へ
の
答

の
結
び

の
次
の
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
。

⑰

「
お
仕
合
せ
に
生
き
な
が
ら
え
て
下
さ
い
。
幸
福

の
思

い
で
往
生
な
さ
る
こ
と
で
す
。
あ
り
し
日
を
満
足
な
さ
い
ま
す
よ
う
に
、
御
多
幸
に
」

と
。

こ
れ
は
ま
た
、
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ
が
徒
ら
に
快
楽
を
否
定
す

る
偽
善
者
で
は
な
く
、
大
袈
裟
に
浮
世

の
憂
愁
を
口
に
し
て
来
世
を
説
く
似

て
非
な
る
信
仰
者

で
な
く
、

自
ら
を
両
棲
動
伽

〈
〉
§

雪

v

と
し
て
陸
磐

愛
し
た
姿
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ

ニ
ン
グ
は

「
轡

市
場
の
フ
ィ
フ
ィ
ネ
」

〈
罎

ー

二

g

奪

〉

の

ロ
バ

ト

・
ブ

ラ

ウ

ニ

ン
グ

の
劇

的

独

白
詩

「
ク

レ
オ

ン
」
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ロ
バ
ト

・
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
劇
的
独
白
詩

「
ク

レ
オ
ン
」

序

詞

で
亡
妻

を
偲

ぶ
言

葉

の
中

で
次

の
よ
う

に
言

っ
て

い
る
。

い
ぶ
か

「
天
上

に
飛
翔
す
る
ま
ね
を
し
て
、
下
界
の
海
を
泳
ぎ
廻
り
、
し
か
も
い
つ
も
陸
上
に
そ
の
姿
を
現
わ
す
の
を
見
て
か
の
女
は
わ
た
く
し
を
憐
れ
み
、
誘
る
で
あ
ろ

う
緬
」

と
。

因

結

び

ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

は

ク
レ
オ

ン
を
多
芸

の
詩

人
、
総
合
芸

術
論
を

唱
道
す
る
批
評
家

と

し
て
描

き
出

し
た
。

そ
れ
は

ク

レ
オ

ン
が
文
学
す

る

心
だ

け

で
な
く
、
広

く
芸
術

す
る

心
を
も

つ
詩

人

で
あ
る

こ
と
を

示
す

た
め

で
あ

っ
た
。

文
学

に
志
す
も

の
が
広
く
芸
術

す

る
心
を

も

て
ば

、

た
と

え
芸
術

の

一
つ
で
あ
る

文
学

に
の
み
止
る
と

し

て
も
、
文

学
以
外

の
芸
術

に
共
感
を
覚

え
、
自
ら

の
専

門

と
す

る
文

学

に
於

い
て
、
媒
材

が
広
く
豊

か

に
な
り

、
そ

れ
よ
り
流
れ
出

る
情

緒
も
亦
広

範
な
豊
富

な
も

の
と

な

る
。
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

が
ア

ン
ド

レ
ア

・
デ

ル

・
サ

ル
ト

〈
諺
=
α
「①
餌
】)
①
一
QO
①
「辞O
〉

や

フ
ラ

・
リ

ッ
ポ

・
リ
ピ

〈
聞
莚

ご
箸

。
ピ
ぢ
嘗
V

の
画
家

を
題
材

と
し
、
ま

た

ア
プ

ト

・
ヴ

ォ
ウ
グ

ラ
ー

〈

諺
げ
樽
ー
NO
αq
一①
「〉

や
ガ

ル
ピ

ー

〈

O
巴
ξ

豆
〉

な
ど

の
音
楽
家

を
題
材

と

し
た

の
は
、

か
れ
が
広

く
芸

術
す

る
心
を
も

っ
て

い
た

こ
と
を

示
す

も

の
で
あ

る
。

こ

の
故

に
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

は
自

ら

の
姿
を
、

教
養

の
高

い
ク
レ
オ

ン
、
神

の
経

論

に
参
画

す
る

か

の
よ

う
に
あ
ら
ゆ

る
美

の
表
現

に
努

め
、
総
合

芸

術
論

を
説
く

ク
レ
オ

ン
を
描

き
出

し
た

の
で
あ

っ
た
。

ク

レ
オ

ン
は
か
く
多

芸

で
あ

っ
た
た
め
広
く

深
く

人

生
を
見
詰

め
、

一
瞬

と
錐

も
人

生

の
喜
び

を
見

逃
さ
ず
、

現

世

の
歓
楽
を
無
限

に
追

求
す

る
詩

人

で
あ

っ
た
。

し
か
し

ま
た

一
方

で
は
老

の
凋
落

を
知
る
哀
愁

の
詩
人

で
も
あ

っ
た
。

一
般

に
詩
人
は

人
生

の
喜
び

を
追

求
す
る

と
同

へ

時

に
人
生

の
悲
し
み
を

も
見
逃

さ
ぬ
も

の
で
あ

る
。

ミ

ル
ト

ン

〈

}o
ぎ

≦

ぎ

=
〉

は

「
快
楽

の
入
」

〈

ビ
≧

冨
ひq
δ
〉

と
同
時

に

「
沈

思

の
人
」

〈
罠

勺
窪

ω○
δ
の
o
>

を
も

の
し
、
ブ

レ
イ

ク

〈
≦
卍
冨
∋

じu
冨
犀
①
V

は

「
無

心

の
歌
」
〈
ω
oコ
αq
ω
o
=

コ
コ
8
8
8
V

を
も

の
す
と

同
時

に

「
有

心
の
歌
」
〈
ω
o
コ
αq
。・
o
h
両
×
0
9

2
8
V

を
も

の
し

て
い
る
。

結
局
詩

人
は
人

生

の
謎

の
追
求

に
自
ら

の
魂

を
燃
焼
す

る

の
で
あ

る
。

ク
レ
オ

ン
従

っ
て
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ
も

亦
、
人
生

の
生
と
死

の
謎

に
自
ら

の
魂

を
燃

焼
し
た

の
で
あ

っ
た
。

し
か
も

人
生

の
生

と
死

の
謎

は
永

遠

の
謎

で
あ

っ
て
未

だ
そ
れ
を
解

き
得

た
も

の
は
な

い
の
で
あ

る
。
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ
は

一
面

に
於

い
て
人
生

の

理
想

の
姿
を

追
求
し

た
が
他
面

に
於

い
て
は
人
生

の
実
存

の
姿
を

認
め
る
詩
人

で
あ

っ
た
。
大
体

、
人
生

の
真
、

万
人

に
土
ハ通
す
る
普
遍

的
、
絶
対

的
な
人
生

の
真

と

い

⑳

う
も

の
は
あ

り
得

な

い
。

寧
ろ
個

別
的
、
相
対

的

の
も

の

で
あ

る
と
す

る
の
が
ブ

ラ
ウ

ニ
ン
グ

で
あ

っ
た

。

か
れ
が

「
指

環

と
書

物
」
〈
一門
ず
①
幻
凶昌
ひq

僧
=
塵

円げ
①
しu
O
O
評
〉

一一164一



に
於

い
て
清

純

の
女
性
ポ

ン
ピ
リ

ア

〈

℃
o
∋
℃
=
冨
〉
、

高

潔

の
僧
侶

カ
ポ

ン
サ
キ

〈
O
巷

○
コ
ω碧
6
三
〉

及
び
伯
爵

ギ

ド
ウ

〈

〇
三
餌
o
V

等

の
そ
れ

ぞ
れ

に
自

ら

の
立
場

を
弁

明
さ

せ

て

い
る

の
が
そ

れ
で
あ
る
。

従

っ
て

老

の

凋
落

の
人

の
人
生

の
受

け
止

め
方
も

そ
れ
ぞ

れ

に
よ

っ
て

異
る
も

の

で
あ
る
。

ラ

バ
イ

・
ベ
ネ

ズ

ラ

〈

勾
①
げ
玄

口d
窪

国
N
養
V

の
如
く
崇
高

の
情

緒

の
静

誼

の
境

地
に
達

す
る
も

の
も
あ

れ
ば
、

ク

レ
オ

ン
の
よ
う

に
惨

胆
た

る

心
境

に
置
か

れ
る
も

の
も
あ

る
。

順
調

な
人
生

行
路

を
辿
る

も

の
は
満

足
感

を
覚

え
、

悲

惨

な
人
生

の
連
続

で
あ

っ
た
も

の
は
絶

望

の
渕

に
沈
論
す

る
。
前
者

に
あ

っ
て
も
プ

ロ
ー

ト

ス
王
及
び

ク

レ
オ

ン
の
よ

う

に
老

の
凋

落

の
終

局

に
於

い
て
不

安
と

心
の
動

揺

に
悩

む
も

の
も
あ
る
。

後
者

に
於

い
て
も

悲

境

に
あ

り
な
が

ら
も
尚
、

最
後

に

キ
リ

ス
ト

に
縄

っ
て
安

心
立

命

の
境

地

に
達

し
得

る
も

の
も
あ

る
。

こ
の
場
合

、

キ
リ

ス
ト

の
信

仰

に
よ

っ
て
救

い
が
得

ら

れ
、

永

遠

の
希
望

を
得

た
も

の
が
人
生

に
成
功

し
た

と
解

し
、
不

滅

の
希

望
を
求

め

な

い
も

の
が
人
生

に
失

敗
し

た
と
は
一.面
え
な

い
と
思

う
。

そ

の

い
ず
れ
も

が
、

そ

の
人

の
老

い
の
凋
落

期

の
人
生

の
受
け

止
め
方

と

し

て
は

真

実

の
姿

で
あ

る
。

い
ず

れ
か

一
つ
の
み
を
取
り

ヒ
げ

て
、
成
敗

を
決

め

る

こ
と
は
文
学

批
評

の
博

外

に
あ

る
も

の
で

あ
る
。

た
と

え
ク

レ
オ

ン
が

キ
リ

ス
ト
教
的

永
遠

の
喜
び

を
得

な

か

っ
た
と

し
て

も
、

か

れ

の
人
生

が
失

敗

で
あ

っ
た
と

見

る

こ
と
は
文
学

と

し
て
取
り

上
ぐ

べ
き
問

題

で
は

な

い
。

か
り

に
か

れ
が

キ
リ

ス
ト
教
的

救

い
を
得

て
安

心
立

命

の
境

地

に
立

つ
と
し

て
も
、

ク

レ
オ

ン
の
現
実

の
亡

び

行
く

人
間

の
姿

そ
の
も

の
に
は
何
等
変

り

は

な
か

っ
た

の
で
あ

る
。

こ
こ
に
ギ

リ

シ
ヤ
的

現
世

享
楽

の
人
間

に

も
、

ま

た
キ
リ

ス
ト
教

的
未
来

観
を
も

つ
人
間

に
も
共

通

し

て
言
え

る

こ
と

は
、
そ

の
い
ず

れ
も

が
、

そ
の
根
底

に
於

い
て
、

老

の
凋
落

の
哀
愁

の
心
境

に
あ
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ
の
故

に
老

の
凋
落

の
不
安
と

悲
哀

は

ク

レ
オ

ン
及
び

同
時

代

の
ギ

リ

シ
ヤ
人
ば

か
り

で
な
く
、
す

べ
て
の
時

代

の
、
す

べ
て
の
国

の
、
す

べ
て

の
人
間

に
共

通

し

て
実

存
す

る
哀

愁

の
情

緒

で
あ
る
。

こ
の
詩

が

文
学

作
品

と
し

て
存
在
価

値

の
あ

る

の
は
青

壮
年

期

の
喜

び

の
情
緒

を

も
伝

え
て
は

い
る

が
、
終

局
的

に
は
老

の
凋
落

の

こ
の
哀
愁

の
情
緒

が
あ
る

た
め

で
あ

る
。

ブ

ラ

ウ

ニ
ン
グ

は

こ

の
情
緒
を

わ
れ
わ

れ
に
伝
え

よ
う
と
し

て

こ
の
詩

を
も

の
し

た

の
で
あ

っ
て
、
混

乱
期

の
ギ
リ

シ
ヤ
人

の
思
想

そ

の
も

の
の
伝
達

で
は
な
く
、

ま

た
キ
リ

ス
ト
教
的

信
仰

に
よ

る
人
生
謎

の
解
明

を
説

い
た

の
で
も
な

い
。

か

れ
は

二
元
的
な
詩

人

即
ち
主

観
的
浪

漫
的

客

観
的

リ

ア
リ

ス
テ

ッ
ク
の
両
面

の
詩

人

で
あ

っ
た
が
、

後

者

の
面

か
ら

人
生
を
眺

め
る
と

き
、

入
生

は
個
別

的
、

相
対

的

に
死

へ
の
存

在
と

見

え
、

「
指

環
と

書
物
」

⑱

の
中
で
ギ
ド
ウ
が
言
う
よ
う

に
、
人
間
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
生
の
波
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
る
も
、
結
局
は
死
の
深
渕

に
流
れ
込
む
と
い
う
人
間
存
在

の
憂
愁
を
直
視
せ
ざ
る

を
得
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
人
間
の
悲
哀

の
姿
、
果
敢
な
い
運
命
を

ク
レ
オ
ン
を
し
て
代
表

せ
し
め
、
こ
の
詩
の
表
題
と
し
、
す

べ
て
の
人
間

の
実
存
的
哀
愁
の
情

緒
を
普
遍
化
し
た
の
で
あ

っ
た
。
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ロ笑 ゐ ・NNMい 気Q轟 租 碧{口to「 ヘ ムヤN」

て註 〕

QRobertBrowning:Cleon,11.1-3

QEdwardBerdoe:TheBrowningCyclopaedia,p.112,11.20-22

3Q"Ascertainalsoofyourownpoetshavesaid"‐

●TheActs,xvii,28"forinhimwelive,andmove,andhaveourbeing:ascertainevenofyourownpoetshavesaid,Forwearealsohisoffspring."

「我 ら は 神 の 中 に 生 き 、 動 き ま た 在 る な り、 汝 ら の 詩 人 の 中 の 或 者 ど も も 『我 ら は 又 そ の 窟 な り 』 と 言 え るが 如 し」 こ の 句 の 汝 らの 詩 人 の 中 の 或 者 ど も の 一

人 が ク レ オ ン で あ る こ と を 示 唆 し、 主 題 の 説 明 と して い る 。 し か しや が て 本 文 で 理 解 で き る よ う に 、 内 心 で は キ リ ス ト教 の 影 響 を う け な が ら 、 ギ リ シ ヤ 人 の

自 尊 心 か ら キ リ ス ト教 を 拒 む の で あ る が 。

5QMrs.OrrAHandbooktotheStudyofRobertBrowning,p.193,11.1Q-13

⑥ 高 坂 正 顕:実 存 哲 学 緒 言 参 照 の こ と

⑦EdwardBerdoe:ThefrowningCpclopaedia,P-112,Il.22-35(簡 略 に 訳 して あ る)

QRobertBrowning:Cleon11.120-121

●ibid,,11,122

Qibid.,11.123-/26

●ibid.,11.112-113

⑫idid.,11.332こ の 句 に は 東 洋 の 仏 教 の 輪 廻 の 思 想 の 影 響 も 見 ら れ る 。

⑬ 白 人 の 奴 隷 女 と 黒 人 の 奴 隷 女 を 白 い 鳩 と 黒 い 鳩 とみ た て た の で あ る。

●RobertBrowning:Cleon,II.5--18

⑮ 外 面 的 業 績 の こ と

⑯ 内 面 的 業 績 の こ と

ORobertBrowning:Cleon.11.26--42

⑱ibid.,127-138

●ibid.,134-一 一141

⑳ibid.,99-一 一112

⑳ibid.,147-150

@ク レ オ ンは 自 ら は 知 らず して 、 創 造 主 な る 神 の 経 論 に 参 画 し、 自 ら の 才 能 も 神 の 創 造 の 一 つ の 部 分 と 考 え 、 そ の 考 え の 下 に あ ら ゆ る 美 の 創 造 を 手 が け た と 解

せ ら れ る。 こ れ も キ リ ス ト教 の 影 響 を うけ た 点 で あ る。

㊤
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⑭

⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

幽

⑭

⑳

⑳

⑳

⑱

⑳

⑳

真 摯 な学 者 的 態 度

天 稟 のあ った こ と

RobertBrowning:Cleon,11.151-157

ibid.,169-180

WilliamBlakeの"SongsofInnocence"に 対 し"SongsofExperience"を 念 頭 に お け ば こ の 意 味 が 理 解 で き る と思 う。

本 能 的 、 無 欲 の 生 活 の こ と

RobertBrowing:Cleon,11.225-230

ibid.,z35-245

有 限 の人 間が 無 限 の 世 界 の も のを 求 め て も不 可 能 な こ とを 、 ブ ラウ ニ ング は 劇 的 独 白詩"FifineattheFair"のPrologue(こ れ のmottoがAmphibianと

な って い る)で 陸 と水 を有 限 の 世界 、 空 を 無 限 の 世 界 と し、 無 限 の 世界 の 空 を 飛 ぶ 蝶(亡 妻 の霊 を 暗示 して い る)が 水 に近 づ くが 有 限 世 界 の 水 陸 両 棲 動物

<amphibian>な る ブ ラ ウニ ング は 水 を 離 れ る こ とが で き な い(肉 体 を 脱 す る こ とが で き な い こ とを 意 味 す る)の で 蝶 に触 れ る ことが で き な い と 、 い と も巧

み な比 喩 で説 明 して い る。 尚amphibianに つ いて は 註⑱ 及 び ⑳ を 参 照 の こ と。

歌 劇"TheBarberofSeville"の 若 く して美 しいRosinaに 対 す る独 身 の 老 人Bartoloと 理 髪 師Figaroの 関 係 を 思 わ せ る。!

RobertBrown三ng二Cleon,11.278-323N ロ
キ リス ト教 の抽 象 的 な甦 りで な く、 現 実 の 生 身 と して の生 れ変 りを 願 う こ と。I

RobertBrowning:Cleon,11.3?3--335

ibid.,33%-353

ibid.,336-337

これ は単 語 と して は両 棲 動物 の 意 味 で あ るが 、"FifineattheFair"の"Prol・gue"の 中 で は 、本 能 的 、 物 質 的 、 享 楽 的 生 活 を 陸 上生 活 で 、 思 索 的 、精 神 的 、

文 学 的 生 活 を 水 上 生 活 で あ ら わ しブ ラ ウニ ングが この 両 生 活 を した こ とを 示 して い る。 そ して 更 に広 く、 前 者 は 下 界 、浮 世 を 、後 者 は天 上 界 、 霊 界 を あ らわ

し、 同 じ くブ ラ ウニ ン グが こ の両 界 に想 い を め ぐ らす こ とを 意 味 して い る。

下界 、 浮 世 の楽 しみ。

RobertBrowning:FifineattheFair,Prologue,st.ユ9こ の 詩 句 の意 味 は 、 次 の 通 りで あ る。 愛 す る妻 エ リザ ベ ス の昇 天 の後 、 自 ら も天 上 に翔 け上 りた か っ

た の で あ るが 、 肉体 の ま だ あ る人 間 と して 、 そ れ もな らず 、 せ め て 天 上 界 に近 い と 思 え る海 上 を 泳 ぎ 廻 り(詩 歌 、 思 索 に こ と寄 せて 、 か の 女 に想 いを 寄 せ る

こ と)そ れ に もや が て 疲 れ て 結 局 陸 上 に帰 る(享 楽 的 生 活 を す る こ と)こ の ブ ラ ウ ニ ング の 姿 を 天 上 か ら見下 す亡 妻 エ リザ ベ スは か れ の 心 を諺 るで あ ろ う と

い う意 味 で あ る。 ブ ラウ ニ ングが 土 臭 い 人 間 的 な下 界 的 人 間 な る にか か わ らず 尚 天 上 界 に望 を か け る姿 、 下 界 と天 上 界 、 肉 と霊 の両 世 界 に行 き つ もど りつ す

る姿 をamphibianと 言 うの も極 め て 適 切 な表 現 で あ る。

ロKム ・Nh餌 い 気Q穣 留魚{口龍 「へきセN」



口 ζ ム ・N卜{itN鳳Q轟 溜 薫{II,「 へ きヤN」

⑪ 大 庭 千 尋 ニブ ラウニ ングの 「劇 的独 白」(鹿 児 島大 学 文 科 報 告 第 三 にあ り)に 詳 細 な説 明 が あ る。

⑫EdwardDowdenがTheLifeofRobertBrowning,p.195,ll.25-28で 「 『ク レオ ン』 に於 いて 人 生 の 謎 を 解 決 す るた め には 、 また 、 人間 の霊 の 要 求 に

答 え るた め には 最 高 の 教養 を 身 につ けて いて も異 教 信 奉 で は失 敗 で あ る こ とを あ ら わ して い る」 と言 って い る。 この言 葉 は ブ ラウ ニ ング の この詩 の 創 作 の意

図 に対 して は 程 遠 い 言 葉 と思 う。

●RobertBrowning:TheRingandtheBook,BookXl,il.2346-2365
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