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日本イェイツ協会会則

1.本会は日本イェイツ協会 (The	Yeats	Society	of	Japan)と称する。

2.本会はわが国におけるイェイッの研究の促進を目的とし、あわせ

て海外の研究者との密接な連絡および協力をはかる。

特にアイルランドのイェイツ協会との緊密なる連繋を保つ。

3.本会は次の役員を設ける。

(1)会 長 	 一 名

(2)委	員 		 若干名

4.会長は委員会の推薦により定め、委員は会員の選挙により定める。

5.委員会の推薦により顧間を置くことができる。

6.役員の任期は二年とし、重任をさまたげない。

7.委員会は会長をたすけ会務を行う。

8.本会は次の事業を行 う。

(1)大会の開催

(2)研究発表会、および講演会の開催

(3)研究業績の刊行

(4)会報の発行

9・ 本会の経費は、会費その他の収入によって支弁する。

10.本会の会費は年額 4000円 とする。

11.本会に入会を希望するものは、申込書に会費をそえて申し込むこ

ととする。

12.本会は支部を置くことができる。

13.本会則の変更は委員会の議を経て大会によって決定する。



修
辞
的
神
話
の
外

へ

二
十
年
も
前
に
発
表
さ
れ
な
が
ら
、
イ
エ
イ
ツ
の
作
品
論
と
し

て
今
も
鮮
や
か
な
光
亡
を
放
ち

つ
つ
、
大
方
の
イ
エ
イ
ツ
研
究
者

か
ら
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
書
き
手
自
身
に
も
な
か
ば
放

置
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
Ｉ
Ｔ

・
イ
ー
グ
ル
ト
ン
の

〓^
●
ｏ
Ｑ
”う
Ｏ
Ｋ
ゝ
〓

〓
く
Ｓ
■
∽．口
じ
お
ユ
０
ま
こ
０
に
は
そ
う
し
た
趣
が
あ
る
。
な
べ
て
詩

人
の
言
葉
を
相
手
に
こ
れ
ほ
ど
達
者
な
解
析
が
試
み
ら
れ
る
こ
と

は
稀
で
あ
り
、
イ
エ
イ
ツ
の
場
合
も
例
外
で
は
な
い
。
イ
ー
グ
ル

ト
ン
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る
三
十
を
下
ら
な
い

「
曖
昧
」
が
、
こ

れ
ま
で
ど
れ
ほ
ど
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
か
、
そ
の

一
事
を
と

っ
て

み
る
だ
け
で
も
深
い
反
省
と
自
戒
の
念
を
禁
じ
得
な
い
。
だ
が
こ

の
論
考
が
提
起
し
て
い
る
問
題
は
、
単
に

一
作
品
の
読
み
の
精
度

の
高
低
に
留
ま
る
も
の
で
な
い
ば
か
り
か
、
イ
エ
イ
ツ
の
政
治
的

立
場
の
反
動
性
を
認
め
る
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
こ
と
で
も
な
い
。

タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
と
神
話
、
生
の
エ
ン

ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
と
純
粋
な
言
語
構
築
物
の
関
係
の
自
明
性
が
問
い

加

藤

文

彦

直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
言
語
芸
術
の
存
在
意

義
そ
の
も
の
に
対
す
る
隠
微
な
異
議
申
立
て
が
行
わ
れ
て
い
る

・。

隠
微
と
い
う
の
は
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
が

一
九
三
九
年
の
Ｐ

・

ヘ
ン
ダ

ー

ス
ン
、

四
三
年

の
Ｇ

・
オ
ウ

エ
ル
、
六

五
年

の

Ｃ

ｏ
Ｃ

・
オ
プ
ラ
イ
エ
ン
、
そ
し
て
近
年
の
イ
ー
グ
ル
ト
ン
自
身
。

の
言
説
に
比
べ
て
、
遥
か
に
手
の
込
ん
だ
修
辞
の
嚢
に
包
ま
れ
て

い
る
こ
と
を
さ
す
。
ま
ず
も

っ
て
他
の
テ
ク
ス
ト

ヘ
の
言
及
は

一

切
無
く
、
こ
の

一
つ
の
テ
ク
ス
ト
の

「
曖
昧
」
の
別
挟
と
い
う
旧

＝
新
批
評
の
体
裁
が
表
面
を
覆
う
。
し
か
し
、
「
イ
エ
イ
ツ
の
作
品

が
往
往
に
し
て
云
々
」
と
か
、
「
イ
エ
イ
ツ
の
感
受
性
の

一
般
的
な

特
徴
で
あ
る
二
重
性
」
と
い
っ
た
言
葉
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
イ

エ
イ
ツ
の
全
体
像
に
対
す
る

一
定
の
見
識
が
背
後
に
あ
り
、
そ
れ

を
隠
そ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
仄
め
か
す
の
み
で
既

成
の
イ
エ
イ
ツ
像
と
正
面
か
ら
対
峙
す
る
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ

ん
今
日
で
は
彼
が
、

ヘ
ン
ダ
ー
ス
ン
、
オ
ウ
エ
ル
、
オ
プ
ラ
イ
エ
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ン
の
イ
エ
イ
ツ
観
を
継
承
し
た
ば
か
り
か
、
彼
ら
以
上
に
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
問
い
掛
け
を
用
意
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

一
九
七

一
年
の
時
点
で
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

一

般
大
衆
を
除
け
ば
、
彼
ら
は
絶
対
的
少
数
派
で
あ

っ
た
。
そ
の
こ

と
が
イ
ー
グ
ル
ト
ン
に
複
雑
な
修
辞
法
を
選
ば
せ
た
の
か
ど
う
か

わ
か
ら
な
い
が
、
無
関
係
で
な
か

っ
た
と
し
て
も
驚
く
に
足
り
な

０
い
ヽ
０
０
ぅ０
●
０
〓
富
ヨ
●
０
一哺
喘『０
ロ
ゴ
”
０
〓
”
「∞
０
０
「
‥
・
０
０
日
″０
】”
０
０
●
０
一ヽ
。
一●
”
ンく
ヽ
一ヽ

′く
，

一ｏ
コ
げ
ｏ
一す
０
「０
く
一Ｏ
ｏ
∽
”
０
【０
０
●
一コ．Ｏ
Ｌ
∽
σ
■
一Ｏ
ｍ
ｏ
一０
す
一り
０
『０
∽０
●
一
『ｏ
く
一∽ｏ
０

●
〓
〓
Ｃ
ａ
ｏ
●
●
一

”゙
く
ｏ
∽
〓
一コ
ｒ
　
一『
●
ｏ
一
『『ｏ
「
】
”
Ｃ
〓
″
　
一す
ｏ
●
”
”
一ｏ
一躍
〕”
『【０
目
”

”８
易
主
ｏ
３
ｏ
ま
〓
ｏ
詈
許
Ｆ
ズ
ｏ

，
試
∞
‐
０
強
調
筆
者

）

詩
の
効

力
に
軍
配
を
上
げ
て
見
せ
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
に
頼
ら
ざ
る
を

得
な
か

っ
た
窮
境
の
存
在
を
仄
め
か
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
同
情
の
素
振
り
の
中
に
批
判
の
毒
を
含
ま
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
批
評
家
は
ア
カ
デ
ミ
ー
内
に
お
け
る
イ
エ
イ
ツ
の

高
い
評
価
に
無
知
で
な
い
こ
と
を
誇
示
し

つ
つ
も
、
そ
の
常
識
に

対
す
る
懐
疑
の
念
を
反
語
的
に
表
明
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
常
識

に
安
住
し
て
い
る
人
々
に
対
す
る
優
越
性
を
確
保
す
る
か
の
如
く

振
る
舞
う
。
神
話
と
懐
疑
の
曖
昧
性
を
操
る
者
の
優
越
意
識
。
こ

う
考
え
て
み
る
と
、
イ
ー
グ
ル
ト
ン
の
捉
え
た

「
一
九

一
六
年
の

復
活
祭
」
の
詩
人
と
、
こ
の
評
釈
に
お
け
る
批
評
家
自
身
の
姿
が

重
な
り
を
見
せ
始
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の

マ
ル
キ

ス
ト
は
始
め

に

ｆ
Ｆ

ｏ
ｘ
８
二
８
゛
〓
縫
ｏ
「
ｏ
Ｒ
ぉ
０

一す
ｏ
　
¨
一【Ｏ
Ｃ
ぅ
０
　
うｏ
「　
”ら，●
∽ヨＰＣ
」
●
“一　
口
【゙
一ｏ
『ヽ
　
一口
一ｏ
　
コ
Ｊゝ
”〓
・　
『ｏ
Ｏ
一”ｏ
』●
∞

ｃ
●
３
ｏｏ
て
ｏ
Ｏ
ｏ
ｏ
３
■
ｏｘ
言
ヽ
そ
〓
〓
α
一∽●
ヨ
ｏｏ
一
コ
●
ｏ
〓
一ヽ
こ
（い
ヽ
っ
Ｙ
こ
蛉
い押
ず
て

要
約
す

る
。

こ
こ
に
イ
ー
グ
ル
ト

ン
の

「
読
み
」
を
解
き
ほ
ぐ
す

糸

口
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
イ

エ
イ

ツ
の
作
品
が
、
血
祭
り

と
は
対
眠
的

に
で
は
あ
る
が
、
既

に
祭
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と

明
ら
か
に
批
判
的
な
言
辞
は
、
や
が
て
見
る
よ
う
に
、
詩
の
言

葉
の
曖
昧
性
に
由
来
す
る

「混
乱
」
と
称
す
る
現
象
に
の
み
向
け

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
こ
の
批
評
家
の
言
述
は
、
詩
の
言
葉
と

い
う

「
確
固
た
る
現
実
」
の
お
蔭
で
、
詩
人
に
対
す
る
無
粋
な
倫

理
批
判
を
回
避
す
る
こ
と
が
出
来
る
訳
で
あ
る
。
だ
が
曖
昧
と
い

え
ば
イ
ー
グ
ル
ト
ン
の
行
文
も
負
け
て
は
い
な
い
。
Ｒ●
”
一ｏ
コ．宇

ｏ””̈
ｏ
い
　
ｏ
「　”す
ｏ
　
α
ｏ”ａ
　
ｏＳ
・ヽ
　
σ
ｏ
　
いｏす
一ｏく
ｏＯ
　
‘
二一す
ｏ
Ｃ
”　
●一巨
　
Ｃ
●
『ｏ∽ｏ『くｏα

８
ヨ
ヨ
．ヨ
８
〓
ｏ

，
ｏ
■
ミ
●いｏ
■
８
ヽ
一ヨ
ｏ
ｏ
■
８
８
バ
後
の
強
調
は
原
文

）

と
言
え
ば
、
「栄
光
賛
美
の
達
成
」
を
認
め
て
い
る
よ
う
だ
が
、
実

は

「可
能
性
」
と

「実
際
」
の
間
に
落
差
を
認
め
る
権
利
を
留
保

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

８^
■
は
十
度
の
う
ち
八
度
ま
で
こ
の
場
合

と
類
似
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
詩
人
の
力
量
の
確
認
と
お
ぼ

し
き

一
文
が
、
詩
人
の
信
用
に
騎
り
を
も
た
ら
す
よ
う
な
両
面
価

値
を
秘
め
て
い
る
、
と
い
っ
た
事
例
に
さ
え
事
欠
か
な
い
。
ぃく
８
け

-2-



が
下
地
と
な

っ
て
、
こ
の
批
評
家
に
よ
る
新
し
い
神
話
（＝
反
神
話

）作
り
が
可
能
と
な
っ
た
節
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
素
材
は
勿
論
言

う
ま
で
も
な
く
作
品
の
言
葉
と
言
う
歴
史
的
存
在
で
あ
る
が
、
彼

は
こ
の
詩
が

「神
話
化
の
詩
で
あ
る
」
と
い
う
既
成
の
神
話
に
依

拠
し
て
、
作
品
自
体
の
学
む
未
解
決
の
複
雑
な
要
素
を
棚
上
げ
し

て
い
る
。
「物
凄
い
美
」
の
吟
味
も
そ
う
だ
が
、
２
連
の
中
で
ピ
ア

ス
に
関
す
る
記
述
だ
け
が
な
ぜ
あ
の
よ
う
に
手
薄
な
の
か
、
４
連

冒
頭
の

「長
い
間
の
犠
牲
」
と
は

一
体
誰
の
犠
牲
な
の
か
、
と
い

っ
た
不
明
事
項
を
不
間
に
し
た
ま
ま
、
こ
の
気
鋭
の
批
評
家
は
、
イ

エ
イ
ツ
の
後
ろ
め
た
さ
に
の
み
注
意
を
引
き

つ
け
る
自
信
に
満
ち

た
修
辞
と
、
イ
メ
ジ
ャ
リ
の
混
乱
を
指
摘
す
る
だ
け
と
い
う
控
え

目
な
評
釈
的
機
能
と
を
見
事
に
融
和
さ
せ
て
、
い
わ
ば

一
つ
の
『「
一

九

一
六
年
の
復
活
祭
」
神
話
』
を
、
多
く
の
限
定
つ
き
と
は
い
え
、

効
率
よ
く
生
み
出
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
彼
が

イ
エ
イ
ツ
賛
美
者
た
ち
と
（共
有
で
は
な
く
）共
用
し
た

「神
話
作

り
の
詩
」
（ヽ
』ヽ
３
お
ヽ
、い
」α
【∽
ｏく
ａ
８
●
】
８
８
讐
Ｌ
コｏ
ｏお
主
ｏっ
ｏ
「
”

ヨ
ヽ
電
）な
る
予
断
、
新
批
評
の
体
裁
と
は
相
い
れ
な
い
は
ず
の
前
提
、

に
よ
っ
て
歴
史
と
神
話
の
二
項
対
立
図
式
が
可
能
と
な

っ
た
。
そ

し
て
そ
れ
を
地
と
し
て
、
は
じ
め
て

「悪
し
き
」
曖
味
を
描
き
出

す
修
辞
の
多
様
な
綾
が
描
き
出
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
「神
話
創
造
」

と
い
う
前
提
は
当
然
軽
く
な
い
。
イ
ー
グ
ル
ト
ン
の
よ
う
に
、

ぞ^
一下

〓
ら８
８
３
で
神
話
の
幕
が
開
き
、
大
変
貌
の
前
と
後
と
い
う
枠
組
の

中
に
政
治
的
事
件
を
馴
致
す
る
自
然
の
風
景
を
も
取
り
込
ん
で
プ

ロ
ッ
ト
が
進
行
し
、
リ
フ
レ
イ
ン
と
固
有
名
の
儀
礼
的
、
神
話
的

な
列
挙
の
み
か
ら
な
る
こ
の
結
構
を
神
話
創
造
と
認
め
た
と
し
て

も
、
そ
の
上
で
神
話
、
歴
史
双
方
の
溶
解
現
象
を
指
摘
し
て
批
判

の
根
拠
と
す
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
絵
に
描
か
れ
た
餅
を

指
差
し
て
、

一
日
一
「
こ
れ
は
画
餅
で
す
」
と
認
め
て
お
き
な
が
ら
、

「
こ
の
画
餅
の
せ
い
で
絵
と
本
物
の
餅
の
区
別
が
付
か
な
く
な

っ
た
」

と
不
平
を
鳴
ら
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
。
も
し
も
２
連
や
３

連
が
神
話
を
両
義
的
な
も
の
に
し
て
し
ま

っ
て
い
る
と
読
め
る
な

ら
、
神
話
な
ど
そ
も
そ
も
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。
神
話

は
イ
ー
グ
ル
ト
ン
の
指
摘
す
る
よ
う
な
二
心
が
あ

っ
て
は
と
て
も

維
持
で
き
な
い
よ
う
な

「信
」
の
世
界
の

「現
実
」
な
の
だ
か
ら
。

神
話
創
造
だ
と
い
う
演
繹
か
ら
出
発
し
て
お
き
な
が
ら
、
帰
納
法

に
よ

っ
て
神
話
と
歴
史
双
方
の
不
分
明
化
を
言
い
立
て
、
詩
人
の

（詩
人
と
し
て
で
は
な
く

〉
人
間
と
し
て
の
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
に
瑕
疵

を
帰
入
す
る
の
は
如
何
な
も
の
か
。
帰
納
的
分
析
と
総
合
か
ら
神

話
、
歴
史
相
互
の
曖
昧
化
が
結
論
さ
れ
れ
ば
、
神
話
と
歴
史
の
曖

昧
な
関
係
の
具
現
で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
し
か
な
か

っ
た
の
で

は
な
い
か
。
執
筆
、
発
表
の
状
況
か
ら
し
て
、
詩
人
が
そ
う
し
た

曖
昧
性
に
か
ろ
う
じ
て
自
己
の
誠
実
を
賭
け
て
い
た
可
能
性
が
濃
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い
。
神
話
は
既
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
民
衆
の
心
の
中
に
出
来
上
が

っ

て
い
る
。
自
分
は
そ
れ
に
同
調
す
る
た
め
の
何
か
を
欠
い
て
い
る
。

け
れ
ど

「立
場
上
」
い
つ
ま
で
も
黙
殺
す
る
わ
け
に
も
行
か
な
い
。

し
か
し
イ
ギ
リ
ス
で
の
成
功
を
今
は
度
外
視
す
る
わ
け
に
は
行
か

な
い
。
既
成
の
神
話
に
便
乗
し
て
玉
虫
色
の
詩
を
書
く
、
そ
れ
が

自
分
の
気
持
ち
を
裏
切
ら
な
い
精

一
杯
の
譲
歩
で
あ

っ
た
と
し
て

も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
憶
測
す
る
こ
と
を
否
定
す
る

効
果
は
イ
ー
グ
ル
ト
ン
の
解
釈
に
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
が
別
快
し

て
み
せ
て
く
れ
た
曖
昧
の
ほ
と
ん
ど
が
、
如
何
に
イ
エ
イ
ツ
が
自

分
の
意
図
に
忠
実
で
あ

っ
た
か
を
逆
に
証
明
し
て
い
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
帰
納
的
に
自
然
な
理
路
を
阻
ん
で

い
る
の
が
、
イ
エ
イ
ツ
の
政
治
的
信
条
に
対
す
る
こ
の
批
評
家
の

嫌
悪
感
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
明
言
さ
れ
な
い
。
そ
の
代
わ
り
彼

は
賛
美
者
た
ち
の
イ
エ
イ
ツ
神
話
の
対
極
に
、
反
＝
神
話
的
イ
エ

イ
ツ
神
話
を
打
ち
上
げ
る
。

イ
ー
グ
ル
ト
ン
の
不
快
感
は
、
詩
人
が

一
方
で
過
去
の
錯
認
を

告
白
し
、
あ
ま

つ
さ
え
再
度
の
対
面
喪
失
を
も
覚
悟
の
神
話
化
を

敢
行
し
な
が
ら
―
オ
プ
ラ
イ

エ
ン
は
発
表
の
時
期
に
関
し
て

「勇

敢
」
を
言

っ
て
い
た
わ
け
だ
が
。
―
実
は
そ
れ
を
隠
れ
蓑
に
し
て
保

身
を
企
て
て
い
る
と
い
う
判
断
に
繋
が
る
。
さ
ら
に
神
話
化
の
実

行
者
が
、
歴
史
上
の
反
乱
指
導
者
た
ち
に
対
し
て
優
越
感
を
留
保

し

て
い
る

（《
く
０
二

〓
ヨ
Ｆ
『
〓
ヨ

〓

，
ｏ
８
混

じ
か

の
修
辞

に
対
す

る

苛

立

ち

（ｆ
ｏ
一ヨ
■
Ｉ

Ｆ
〓
Ｆ

Ｏ
ｏ
ａ

σ
〓
く

ｏ
ｒ

ｏ
言
”
〓
ヽ
ミ

ミ

、ミ

マ
いｏ
”
コ．一
ｏ

「うｏ
コ
”
一す
ｏ

一
０
●
ョ
】
一一ｏ
一
そ
〓
〓
●

一す
ｏ

一
Ｏ
ｏ
■
∽
ｏ
そ
ヨ

『お
ｏ

３
ｏ
一８
〓
一
・Ｎ
８

）も
あ
る
。
芸
術
家
の
特
権
が
市
民
の
倫
理
に
よ
っ

て
疑
わ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

イ
エ
イ
ツ
の
市
民
道
徳
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
判
断
を
す
る
の

も
論
者
の
自
由
に
属
す
る
。
し
か
し
、
極
端
な
警
え
を
用
い
て
言

え
ば
、
カ
ラ
ヴ
ァ
ジ
ョ
が
殺
人
犯
で
あ

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
彼

の
絵
画
が
、
そ
の
（歴
史
的
意
義
な
ど
と
は
別
の
）魅
力
が
変
わ
る

と
は
思
え
な
い
。
イ
エ
イ
ツ
に
つ
い
て
も
似
た
こ
と
が
言
え
る
か

も
知
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
又
他
方
イ
エ
イ
ツ
が
、
数
え
上
げ
る

の
に
苦
労
す
る
ほ
ど
多
数
の
団
体
、
結
社
、
委
員
会
、
国
会
の
設

立
者
あ
る
い
は

一
員
で
あ
る
こ
と
で
利
益
を
被

っ
た
と
し
て
も
、
そ

の
こ
と
を
否
定
す
る
根
拠
に
な
ら
な
い
し
、
そ
の
必
要
も
な
か
ろ

う
。
キ
ー
ツ
、
オ
ヶ
イ
シ
ー
、
フ
ラ
ン
・
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
ら
何
れ

の
道
を
も
イ
エ
イ
ツ
は
辿
ら
な
か

っ
た
の
だ
か
ら
。

イ
エ
イ
ツ
が
蜂
起
の
指
導
者
た
ち
を
神
話
化
し
よ
う
と
し
て
い

た
と
い
う
も
う

一
つ
の
前
提
に
は
、
詩
の
内
外
に
多
々
障
害
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
五
月
十

一
日
付
オ
ー
ガ
ス
タ
・
グ
レ
ゴ
リ
ー

宛
書
簡
の
著
し
い
特
徴
は
、
神
話
化

へ
の
意
志
と
は
あ
ま
り
に
も

か
け
離
れ
た
冷
静
さ
で
あ
る
。
悲
し
み
の
表
現
は
紋
切
り
型
以
外
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の
何
物
で
も
な
い
。
わ
が
事
の
よ
う
に
悲
痛
な
出
来
事
な
ら

「悲

劇
」
な
ど
と
形
容
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
蜂
起
に
対
す
る

積
極
的
な
評
価
は
モ
ー
ド

・
ゴ
ン
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
伝
え

て
い
る
だ
け
で
、
同
感
の
意
が
表
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
自
分
は
違
う
の
だ
と
言

っ
て
い
る
に
等
し
い
。
起
こ
っ
て

ほ
し
く
な
い
事
件
が
起
こ
っ
て
し
ま

っ
た
と
い
う
気
持
ち
が
十
分

読
み
取
れ
る
。
具
体
性
の
あ
る
記
述
は
、
過
去
の
自
分
た
ち
の
努

力
の
空
し
さ
、
司
法
当
局
の
不
公
正
、
プ
ラ
ン
ケ
ツ
ト
伯

一
家
の

連
座
に
対
す
る
強
い
当
惑
。
そ
れ
以
外
は
継
続
的
日
常
的
用
件
。
あ

と
は
総
じ
て
白
々
し
い
修
辞
。
予
断
を
持

っ
て
読
ま
な
い
か
ぎ
り
、

イ
エ
イ
ツ
の
心
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
宗
主
国
に
対
す
る
憤
激
な
く

し
て
ど
う
し
て
武
装
蜂
起
が
神
話
化
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
思
う

の
は
間
違
い
な
の
か
。

イ
エ
イ
ツ
は
英
国
に
対
し
て
武
装
蜂
起
を
企
て
た
人
々
を
美
化

し
立
て
祭
る
理
由
に
乏
し
い
。
逆
に
英
国
と
の
個
人
的
な
絆
は
急

速
に
強
ま

っ
て
き
て
い
た
と
言
え
る
。
六
年
も
前
か
ら
ヽ
８
さ
ミ
村

Ｏ
ｏ
ミ
ミ
澪
●
ミ
ヽ
Ｑ
ミ
％
８
村
や
ミ
壺
いｏヽ
ヽ
さ
ミ
の
委
員
を
委
嘱
さ
れ
て

い
た
。　
一
九

一
三
年
か
ら
は
百
五
十
ポ
ン
ド
の
年
金
を
受
給
し
て

い
た
（ジ

ェ
イ
ン
・
フ
ラ
ン
チ
ェ、ス
カ
・
ワ
イ
ル
ド
と
同
じ
運
命

！
）。
蜂
起
三
週
間
前
に
は
、
カ
ヴ
ァ
ン
デ
イ
ツ
シ
ュ
・
ス
ク
ゥ
エ

ア
の
貴
族
邸
で
の
自
作
初
演
、
同
じ
出
し
物
に
よ
る
ト
マ
ス
・
ビ
ー

チ
ャ
ム
卿
と
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
共
演
が
実
現
、
同
二
週
間
前
の
グ

レ
ゴ
リ
ー
夫
人
宛
書
簡
で
は
、
オ
ル
ド
ヴ
ィ
ッ
ク
劇
場
で
の
ビ
ー

チ
ャ
ム
卿
と
の
相
乗
り
公
演
（翌
年
）の
打
診
を
受
け
た
旨
、
昂

っ

た

筆

勢

で

知

ら

せ

て

い

る

（【
く

０
口
を

Ｏ
Ｆ

８

３
″
ｏ
Ｏ
日

，

８

■

ヨ

●Ｓ
お
ヨ
ｏユ
ｏ
「
８
巳
〓
ｏ
マ

ン
８
ヨ
ｏ
８
２
８
■
じ
。
先
に
は
ロ
バ
ー
ト

●
プ
リ

ッ
ジ
ス
か
ら
世
界
の
古
典
詩
華
集

へ
の
作
品
採
録
の
打
診

も
あ

っ
た
。
文
運
は
明
ら
か
に
開
け
つ
つ
あ

っ
た
。

四
半
世
紀
を
遡
る
パ
ー
ネ
ル
死
去
の
日
、
大
急
ぎ
で
負
ヽ
き
ヽ

ミヽ
ヽ
ミ
紙
に
入
稿
し
、
翌
朝
紙
面
を
飾

っ
た

ぃぃて
ｏ
ｃ
ヨ
‥
ａ

手
８

０
●
そ
”
ａ
ψ）を
同
封
し
て
妹
リ
リ
ー
に
書
き
送

っ
た
手
紙
を
振
り
返

っ

て
み
る
。

．
】
い
ｏ
●
０
一ヽ
ｏ
Ｌ
”
ｏ
ｏ
「
】
ｏ
「
【』
●
富
ｏ
一
】「０
【”
●
一
‘
ユ
↓〓
”
一
ｏ
ｏ
目
】
ｏ
「
コ
〓．●
●
ｏ
日

「
”
コ
】ｏ
〓
′ヽ
コ
．〓
ｏ
●
一す
ｏ
Ｏ
●
ヽ
〓
０
〇
一ｏ
Ｏ
”ｏ
σ
ｏ
一目
”〓
ヨ
ｏ
うｏ
「
一す
ｏ
一
一ス
ぁ
∽
”〓
”
（

ｏ
く
ｏ
●
一ヨ
∞
・
【”
“
ヽヽ
あ
”
∽
Ｃ
Ｏ
ｏ
９
あ
・
↓
〓
０
０
０
０
〇
一ｏ
”
【６
げ
一ス
）”
”〓
』●
”
コ
リｏ
”
●
０

∽
】●
“
”
〓
”ｏ

，
↓
σ
ヨ
０
コ
０
そ
ゴ
ヽ
〓
“
げ
コ．●
ｍ
絆す
０
目
″
０
０
０
】０
『
〓
０
”
０
∽
】
０
０
暉
げ
”
う
Ｏ
ｒ

（卜ヽ

おヽ
お
Ｌ

●
０
）

パ
ー
ネ
ル
の
柩
を
踏
み
台
に
し
て
云
々
と
い
う
オ
プ
ラ
イ

エ
ン

の
批
判
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
「
ヴ

ェ
ル
レ
ー
ヌ
の
テ
ニ
ス
ン
非

難
」
（ｈ
レ
いｏ
いヽ
ｏ
ミヽ
き

，
ｏ
ヽ
あヽ
Ｌ
ｏ
蕩
・
ヽ
つ
い
）一て
つ
い
田
心
い
・出
し
て
し
ま

う
と
言
え
ば
酷
だ
ろ
う
か
。
こ
の
詩
が
そ
の
後
詩
集
に
採
録
さ
れ

な
か

っ
た
と
い
う
事
実
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
発
表
の
迅
速
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さ
、
そ
し
て
そ
の
思
惑
ど
お
り
の

「受
け
」
今
ヽ
ｏ３
●）を
家
族
に
報

告
す
る
無
頓
着
さ
。
こ
こ
に
強
い
芸
術
家
魂
を
見
る
思
い
が
す
る
。

い
ま
し
が
た
触
れ
た
劇
の
初
演
報
告
の
中
に
も

「
大
受
け
」
と
い

う
言
葉
が
見
え

る

（く
ヽ
ミ

ヽ
ヽ
Ｓ
●
ヽ
ミ
ヽ
ビ
ミ
ミ

■
Ｒ

ｏ
ミ
ミ

●ヽ
８
・３
●
…
じ
。
晩
年
の
手
紙
か
ら
も
う

一
例
引
く
こ
と
が
出
来
る
。

ぃ．〓
じ

”】巨

８

，
労

二

ａ

Ｆ

霞

旨
８
０

…
パ
膠
滲

，

∞
∞
【）

ロ
ジ
ャ
ー
・
ヶ
ィ
ス
メ
ン
ト
を
讚
え

「
ジ

ョ
ン
・
ブ
ル
」
に
対
す

る
怨
恨
を
、
地
鳴
り
の
よ
う
に
響
か
せ
た
あ
の
バ
ラ
ッ
ド
に
関
し

て
さ
え
、
こ
ん
な
ふ
う
に
世
評
を
気
に
す
る
詩
人
。
「
一
九

一
六
年

の
復
活
祭
」
の
発
表
の
屈
折
し
た
形
態
か
ら
推
し
て
、
こ
の
詩
で

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
内
で
の

「
大
受
け
」
を
取
る
気
が
無
か

っ
た
こ

と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
蜂
起
を
神
話
化
す
る
企
図
を
前
提
に

読
む
こ
と
に
躊
躇
を
覚
え
る
所
以
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
詩
の
言
表
自
体
に
こ
う
し
た
外
部
要
因
が
そ

の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
最
後
に
、
エ
ド
ワ
ー

ド

・
モ
ー
リ
ン
ズ
が

ぞ^
事
ヨ
”
ヨ
８

，
多
ｏ
い
コ．静
ｒ
０
０
お
ヨ
日
０ュ

ロ
”ａ
〓
”

，
コ
”ヨ
ｏ
ｏ
「
ヨ
Ｓ
【ご
〓
Ｏ
ｏ
【●
”『ｏ
Ｃ
●
０
一す
ｏ
】ｏ”Ｏ
ｏ
３
・
”〓
””
”●
コ
ｏ̈０

一Ｆ

お
く
ｏ
三
ユ
ｏ
ユ
●
ヨ
ｏ
ｇ
〓
∽８
８
∽∽）̈。
と
記
し
て
い
た
こ
と
を
想
起

し
、
神
話
化
が
イ
エ
イ
ツ
の
作
品
公
表
に
は
る
か
先
ん
じ
て
済
ん

で
し
ま

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
、
作
品
の
内
部

へ
向

か
い
た
い
。

具
体
的
且

つ
劇
的
な
英
雄
像
の
細
目
が
不
在
で
あ
る
。
対
照
的

に
、
事
件
以
前
の
指
導
者
た
ち
の
姿
は
個
別
具
体
的
に
提
示
さ
れ
、

彼
ら
と

「私
」
が
共
有
し
た
道
化
芝
居
的
日
常
は
提
喩
法
に
よ
っ

て
小
説
的
に
再
現
さ
れ
て
い
る
。
生
成
流
転
の
絵
図
と
お
ぼ
し
き

も
の
に
も
、
陳
腐
な
ほ
ど
具
象
的
な
ト

ロ
ウ
プ
が
用
意
さ
れ
て
い

る
。
詩
人
の
役
割
に
も
メ
タ
フ
ァ
ー
が
当
て
が
わ
れ
て
い
る
。
石

の
イ
メ
ジ
が
唯

一

「英
雄
」
に
係
わ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ネ
ガ

テ
ィ
ヴ
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
に
繋
が
ろ
う
。
あ
と
は
３
総
ヽ
す
る
の
み

の
リ
フ
レ
イ
ン
。
こ
れ
は
と
い
う
と
、
イ

エ
イ
ツ
の
バ
ラ
ッ
ド

・

リ
フ
レ
イ
ン
に
汎
通
の
、
ア
ン
ダ
ー
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
や
絶
妙
の

は
ぐ
ら
か
し
の
醸
し
出
す

ユ
ー
モ
ア
や
暗
示
的
な
深
み
を
ま

っ
た

く
欠
い
て
い
る
。
オ
ウ
エ
ル
な
ら
、
声
高
の
空
疎
な
贅
言
と
で
も

評
し
た
で
あ
ろ
う
。
残
る
の
は
６１
、

６２
行
と
７４
行
以
下
の

「神
話
的
」

名
指
し
、
固
有
名
の
列
挙
だ
が
、
「英
雄
的
行
為
」
た
る
も
の
に

手
ヨ
σ
∽

，
●３
●ａ
ヨ
ヨ
て
〓
■
の
ト

ロ
ウ
プ
を
あ
て
た
ラ
ラ
バ
イ
の
回

調
、
と
イ
ー
グ
ル
ト
ン
が

ご
，多
ｏ
コ．混

９
９
８
ａ
ｏ
パ
い
望
）と
言
い
当

て
た
７４
行
以
下
の
語
調
と
は
、
乖
離
が
甚
だ
し
い
感
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
こ
の
詩
に
は
、
き

っ
ぱ
り
と
神
話
化
の
エ
イ
ジ

ェ
ン
ト
と

な
る
よ
う
な
、
積
極
的
項
目
が
少
な
す
ぎ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

他
に
も
気
に
な
る
不
在
や
両
義
性
は
あ
る
。
「英
雄
」
の
運
命
に

対
す
る
感
情
移
入
に
不
可
欠
の
、
喪
失
の
痛
み
も
、
そ
れ
と
表
裏
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を
成
す
と
こ
ろ
の
反
英
感
情
、
悲
憤
、
怨
恨
、
い
ず
れ
も
感
じ
ら

れ
な
い
。
悲
し
み
と
言
え
ば
、

５９
行
（^
ｏ
く
Ｆ
ヨ
ヨ
Ｑ
富
∽ｃ３
８
■
）に

愛
国
的
殉
死
者
の
再
生
産
を
嘆
く
気
持
ち
の
表
白
を
読
み
込
む
こ

と
は
控
え
た
い
。
「犠
牲
も
長
き
に
亙
り
過
ぎ
れ
ば
」
が
２
連
で
「点

呼
」
さ
れ
た
人
々
の
姿
に
そ
ぐ
い
そ
う
に
無
い
か
ら
で
あ
る
（後
述

γ

遺
志
の
継
承
、
未
来
へ
の
誓
い
も
欲
し
い
と
こ
ろ
だ
が
、

７８
行
は
１４

行
と
の
連
係
か
ら
単
に

一
つ
の
ご
Ｆ
ヨ
主
く
ｏ
」
ヨ
営
一ｏ
８
一１

■
Ｑ
‐

品̈
パ
冒
∞
〓
ｏＰ
じ
ヽ
）と
い
う
響
き
が
し
て
し
ま
う
し
、
血
な
ま
ぐ
さ

い
愛
国
心
の
外
部
が
逆
に
意
識
さ
れ
る
。
「私
」
自
身
が
外
部
者
に

留
ま
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
中
尾
ま
さ
み
氏
が
７８

行
に

「限
定
」
の
合
意
を
指
摘
さ
れ
た
の
は
正
鵠
を
得
て
い
る
（本

協
会
第
二
十
四
回
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ア
ム
）。

四
度
繰
り
返
さ
れ
る
指
示
形
容
詞
プ
ラ
ス
普
通
名
詞
な
い
し
不

定
代
名
詞
の
組
合
せ
は
、
こ
こ
で
の
よ
う
に
、
固
有
名
が
他
に
存

在
し
そ
れ
が
知
れ
て
い
る
場
合
に
は
（或
い
は
、
少
な
く
と
も
知

っ

て
い
る
人
に
対
し
て
は
）往
往
に
し
て
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
添

え
が
ち
で
あ
る
。
（６
８
】ｏ
●ａ

”
≧
ゝ
８
Ｌ
８
ヽ
の
３９
、

４７
行
で
の

よ
う
に
他
に
呼
び
よ
う
の
な
い
場
合
は
逆
に
賞
賛
の
気
持
ち
を
添

え
る
だ
ろ
う
。
）

言
い
換
え
る
。
軽
侮
の
情
価
を
運
ぶ
言
語
媒
介

行
為
は
、
そ
の
行
為
者
を
被
指
示
者
に
た
い
し
て
感
情
的
に
優
越

し
た
立
場
に
据
え
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
変
貌
に
よ
る
落
差

を
大
き
く
す
る
効
果
が
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
や
は
り
こ
れ
も

問
題
で
あ
ろ
う
。

他
の
三
人
に
つ
い
て
は
、
変
貌
後
と
の
落
差
が
強
調
さ
れ
て
い

る
よ
う
だ
が
、
首
謀
者
で
あ
る
は
ず
の
ピ
ア
ス
に
関
す
る
描
述
は

極
端
に
少
な
く
、
学
校
経
営
者
、
民
族
主
義
詩
人
の
二
点
が
確
認

さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
彼
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
イ
ー
ス
タ
ー
的
な

「変
貌
」
の
構
想
は
当
て
は
め
に
く
い
。
又
少
し
詩
の
外

へ
出
る
が
、

詩
人
は
ピ
ア
ス
の
唱
道
し
て
い
た

「血
の
犠
牲
」
を
苦
々
し
く
思

い
つ
つ
、
こ
の
男
だ
け
は
実
行
し
か
ね
な
い
と
恐
れ
て
い
た
節
が

あ
る
。
。
後
年
ア
メ
リ
カ
で
行

っ
た
講
演
の
中
で
、
自
足
し
た
個
人

精
神
の
崇
高
さ
に
触
れ
た
と
き
、
大
衆
の
意
志
、
教
義
、
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
自
体
等

へ
の
屈
従
の

一
形
態
で
あ
る
と
し
て
、
ビ
ア
ス
の

唱
え
た
意
図
的
犠
牲
死
の
よ
う
な
も
の
で
人
の
価
値
を
測
る
こ
と

を
戒
め
て
い
る
。
。
Ｅ

・
カ
リ
ン
グ
フ
オ
ー
ド
は
、
だ
か
ら
こ
そ
イ

ェ
ィ
．
ッ
は
■
ド
０一Ｏσ
【゙
ぉ
０
”す
０
３
σ
Ｏ
】∽
ヨ
０
う０
０

，
ｏ日
●̈
（０
日
∽́
０
「
”す
０

■
∞

，コ
Ｆ
８
ｏ
５
ぎ
ェ
ヨ
〓
８

ｏ
ョ
∽二
Ｆ

ヨ
ゝ
Ｌ
ｏ
く
●
一ヨ
導と
い
う
解

釈
を
示
す
“
。
し
か
し

「総
括
的
序
文
」
の
問
題
の
行
文
を
見
る
と
、

イ

エ
イ
ツ
は
む
し
ろ
、
ピ
ア
ス
ら
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
神
話
を
曲
解

し
た
と
言
い
た
げ
で
あ
る
。
彼
ら
が
ク
フ
ー
リ
ン
を
自
分
た
ち
の

側
に
引
き
寄
せ
た
と
は
言

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
正
し
か

っ
た
と

言
わ
な
い
ば
か
り
か
、
は

っ
き
り
と
自
分
と
の
相
違
を
書
き
留
め
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て

い
る
（

Ｆ

３
３

８
８

，
ｏ
一
ｏ
３

ｏ
コ

０
ま

く
ｏ
８

●
２

ｏ
「
そ
〓
韓

諄
ｏ

●
０
そ
∽一
”
一
０
あ

８
〓

日
ヽ

∽０
す
０
０
〓
…
「
８
０
０

●
口
０

〓
３
Ｕ
Ｏ
●
”
¨
〓

”
●
０

ｏ
”す
ｏ
う
〕　
”
『●
ｏ
●
”
　
”す
ｏ
　
ｏ
Ｘ
Ｏ
ｏ
Ｃ
いｏ
一
　
●
″ｏ
●
　
“ヽ
ｏ
●
一一
　
〓
”
く
ｏ
　
」
ｏ
●
ｏ
・　
ｏ
『

”
〓
ｏ
ョ
０
お
０
　̈
口̈
　
０
●
０
〓
ｏ
　
そ
〓
営
　
く
ｏ　
」
一ａ
　
ｏ
『　
”〓
０
ヨ
■
父
一　
ヨ̈
　
”
●
‐

”
〓
∽Ｆ
〓
口

，
∽
・い
】い
，
い
）。
知
的
勇
猛
の
立
場
か
ら
批
判
し
て
い
た
わ

け
で
あ

る
。

つ
い
で
に

ぃ^ゴ
ｏ
∽
Ｓ
Ｅ
乳
．及
び

巧
Ｆ

∪
８

，
ｏ
「

０
“
３
二
”■
．の
末
尾
に
つ
い
て
も
同
様
の
点
に
留
意
し
た
い
。
「彫

像
」
４
連
の
疑
問
文
は
、
Ｒヨ
一ぞ

ヨ
ｏ一
０日
〓
００３を
押
し
止
め
る
よ

う
な
も
の
は
結
局
何
も
召
喚
に
応
じ
て
こ
な
か

っ
た
の
だ
、
と
い

う
答
え
を
合
意
す
る
修
辞
疑
間
で
あ
る
。
「我
々
」
と
ピ
ア
ス
と
は

区
別
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
戯
曲
の
コ
ー
ダ
部
の
歌
の
２
連
以
下
も

同
じ
で
、
ピ
ア
ス
と
コ
ノ
リ
ー
の
呼
び
出
し
た
ク
フ
ー
リ
ン
の
像

が
讃
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
オ
リ
ヴ
ァ
ｌ
ｏ
シ
ェ

パ
ー
ド
の
彫
刻
に
対
す
る
嫌
悪
感
が
消
し
が
た
く
響
く
仕
組
み
で

あ
る
。
「
一
九

一
六
年
に
殺
さ
れ
た
若
い
人
々
の
中
で
も
有
名
な
者

の
う
ち
に
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
神
話
の
英
雄
ク
フ
ー
リ
ン
の
こ
と

を
思
い
詰
め
て
い
た
者
が
あ

っ
た
の
で
、
新
政
府
は
あ
の
出
来
事

を
出
来
損
な
い
の
彫
刻
で
記
念
す
る
は
め
に
な

っ
た
の
で
す
」
。
と

い
う
、
詩
人
が
ロ
ー
ゼ
ン
ス
タ
イ
ン
に
し
た
説
明
を
引
用
し
て
カ

リ
ン
グ
フ
オ
ー
ド
は
こ
う
結
論
す
る
。

哺
す
ｏ

∽
”
”
（百
ｏ

ｏ
「

０
●
ｏ

，
“
【”

●̈

一
●

〔
す
ｏ

「
ｏ
∽
０

（
）
「
コ
ｏ
ｏ
）

そ
す
●
一ｏ
く
ｏ
『

富
∽

”
一ユ
”∽
”
”ｏ
　
『い
ｏ
コ
．一

・　
∽
“
ヨ
″
ヨ̈
ｏ
Ｏ
　
」
０
　
一
〓
ｏ
　
日
】
ｏ
”
●

〓̈
¨
　
”
す
０
　
一刃

∽̈
【●
”
　
〓
●
０
　
う
ｏ
『

く
０
●
け
・
Ｈ
〓
０
ヨ
ヽ
一〓
〓
”
ａ
げ
０
０
９
ヨ
０
０
０
●
”０
ヨ
●
０
【゙
】く
¨
一す
０
０
０
日
一０
日
も
０
【゙
由く

日
ヽ
〓
８
Ｆ
‥
（フ

ス
δ
）

彫
刻
の
芸
術
的
価
値
評
価
を
女
史
の
よ
う
に
不
間
に
付
し
て
良

い
も
の
か
ど
う
か
。
イ

エ
イ
ツ
の
世
界
観
の
根
幹
に
係
わ
る
問
題

で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。
「
ク
フ
ー
リ
ン
像
」
は
ぜ
Ｆ
ヨ
■
‐
ヨ
８
‐

∽“
お
０

，
８
ｖと
は
似
て
も
似

つ
か
ぬ
風
貌
で
イ
エ
イ
ツ
を
失
望
さ
せ

た
は
ず
で
あ
る
。
あ
の
ド
ナ
テ
ッ
ロ
の
柳
腰
の
ダ
ビ
デ
像
と
同
じ

く
、
救
国
の
英
雄
と
は
、
言
わ
れ
る
ま
で
は
分
か
ら
な
い
の
で
あ

る
。　
一
九
二
八
年
の
前
引
の
文
面
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
詩
人

に
は
ピ
ア
ス

一
派
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
神
話
の
正
当
な
継
承
者
の
位

置
を
争
う
姿
勢
が
あ

っ
た
。
「彫
像
」
や

「
ク
フ
ー
リ
ン
の
死
」
に

お
い
て
も
、
ビ
ア
ス
ら
と
の
間
に

一
線
を
画
そ
う
と
し
て
い
た
、
と

い
う
こ
と
。
そ
し
て
イ

エ
イ
ツ
も
も
ち
ろ
ん

一
枚
噛
ん
で
い
る
新

政
府
と
、
蜂
起
指
導
者
た
ち
と
の
両
義
的
な
関
係
の

一
端
が
確
認

で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
復
活
祭
の
詩
に
戻

っ
て
、
ピ
ア
ス
の
２４
、

２５

行
は

一
九

一
六
年
九
月
の
二
十
五
部
私
家
版
で
は

弓
〓
∽̈
ヨ

，
●
〓

，
ａ
ヨ
●
ヨ
ｏ
¨
０
０
●
∽ｏ
口
ｏ
ｏ
】

＞
●
ｏ
〓
『
く

，
∞
０
０
ヨ
ｏ
コ
一ｏ
り
ｏ
ヨ
ｏ
〓
ｏ
３
ｏ
・
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（、
ｏ
こ
ｏ
ヽヽ
ミ
・
い
っ
い
）

と
な

っ
て
い
た
。
ぃ＞
■
は

ぃ〇
■
か

ぃ＞
ａ
）の
誤
植
と
思
う
し
か
な

い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
最
終
形
に
な
い

ア
イ
ロ
ニ
ー
は
明
白
で
あ
る
。
正
統
に
属
す
る
詩
的
想
像
力
な
ら

ぬ
血
気
に
逸
る
民
族
主
義
者
詩
人
は
、
結
局
変
貌
し
た
の
で
な
く
、

予
想
ど
お
り
無
益
な
武
闘
に
果
て
た
、
と
い
う
筋
が
こ
う
目
立

っ

て
は

一
篇
の
プ

ロ
ッ
ト
が
台
無
し
に
な
る
。
改
稿
の
理
由
は
そ
の

辺
り
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。

ロ
ー
ゼ
ン
ス
タ
イ
ン
の
記
録
す
る
事
件
直
後
の
イ
エ
イ
ツ
の

「解

説
」
は
社
交
辞
令
の
感
も
あ
る
が
、
貴
重
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
主
謀
者
た
ち
は

「
煽
動
さ
れ
て
判
断
を
誤

っ
た
」
善
良
だ
が

性
急
な

「見
者
」
た
ち
、
と
好
意
的
だ
が
、
彼
ら
を
賛
美
す
る
よ

う
な
姿
勢
は
な
い
。
同
時
に
、
イ

エ
イ
ツ
は

「蚊
帳
の
外
に
置
か

れ
た
」
こ
と
に
対
す
る
苛
立
ち
を
も
見
せ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
晩

年
に
な

っ
て
か
ら
巧
Ｆ
Ｏ
ガ
”〓
〓
ヽ
の
３
連
で
、

一
人
の

「英
雄
」

の
ベ
ル

ソ
ナ
に
託
し
て
吐
露
さ
れ
た
感
情

で
は
な
か

っ
た
か
。

（^Ｈ
す
ｏ●
　
ｏ
●
　
●
ｏ”『ｏｏ
　

，●
０
　
０
ｏ
コ
●
ｏ
〓
て
、
一
ｏ
　
「̈
Ｘ
００
　
●
　
げ
富
“ｏ
『

】ｏ
ｏ
だ
）ヽ
口^
一ｏＯ，Ｃ
∽ｏ　
】
す
ｏ
一一
ｏＯ　
一ｏ
メ
ニ
●
０
（す
ｏ
ｏ】ｏ
ｏお
日ヽ　
ｏｏ
「
″ｏ
（ｏ
〓
０，『
富

∽ュ
″
ヽ
（ヽ
「
い
い
８
）
ピ
ア
ス
は
イ
エ
イ
ツ
の
作
品
の
中
で
は
ぃ崎
す
ｏ

”
ｏ
いｏ
↓
８

，
）Ｉ
∽^
一Ｘ
お
ｏ●
∪
ｏ”０
マ
Ｆ
■
．そ
・し
て
１
硝

，
お
ｏ
∽
ｏ
●
¨
∽
”ｏ
多
ｏ

Ｏ
●
ｏ
”
〓
Ｏ
ｏ■
に
至
る
ま
で
、
「血
の
犠
牲
」
に
他
人
を
巻
き
込
ん
だ

人
物
と
い
う
面
が
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
。
カ
リ
ン
グ
フ

ォ
ー
ド
が
几
帳
面
に
拾
い
出
し
た

「
イ
エ
イ
ツ
＝
ピ
ア
ス
友
好
関

係
」
資
料
の
数
々
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
事
実
は
動
か
な
い
よ

う
で
あ
る
。
３
連
は
難
関
で
あ
る
。
イ
ー
グ
ル
ト
ン
の
読
み
筋
に

は
、
政
治
的
異
常
事
を
慣
れ
親
し
ん
だ
自
然
の
う
ち

へ
取
り
込
み

馴
致
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
枠
組
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
中
で
、
不
動
性
と
流
動
性
の
曖
昧
化
、
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
出

来
事
の
確
か
さ
す
ら
解
消
さ
れ
か
ね
な
い
曖
昧
化
が
起
こ
る
と
い

う
理
由
で
、
イ
メ
ジ
ャ
リ
の

「混
乱
」
が
主
張
さ
れ
る
。
し
か
し

混
乱
は
批
評
家
の
行
論
に
こ
そ
認
め
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
″
一８
■
の
喩
作
用
な
い
し
象
徴
性
が
、
連
想
の
糸
を

頼
り
に
さ
ま
ざ
ま
に
読
み
替
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
彼
の
読
み

の
産
物
、
「混
乱
神
話
」
を
支
え
て
い
る
。
石
は
ま
ず

（Ａ
）
＝
「主

謀
者
達
の
死
と
い
う
出
来
事
の
不
動
性
」
に
連
合
さ
れ
、
生
き
た

歴
史
の
流
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
を
撹
乱
す
る
作
用
の
側
面
に
注
意

が
向
け
ら
れ
る
（減
ヽ
）。
と
こ
ろ
が
こ
の
連
の
頭
か
ら
四
分
の
三
の

引
用
を
挿
ん
で
す
ぐ
に
、
こ
の
石
の
堅
固
さ
に
ま８
ｏ３
５
↓ａ
ｖ
と
の

連
想
か
ら
、
（Ｂ
）
＝
幻
想
の
要
素
が
加
味
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
石
の
曖
昧
な
性
格
が
焦
点
と
な
る
（じ
い
）。
そ
し
て
こ
の
先
二

ぺ
―
ジ
の
間
に
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
両
義
性
が
加
算
さ
れ
て
い
く
。

即
ち
、　
異
物
性
／
自
然
性
、　
冷
た
さ

・
硬
さ
／
魅
惑

・
懐
柔
作
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用
、　
批
判
／
同
情
。
そ
れ
だ
け
な
ら
ま
だ
し
も
、
こ
こ
で
す
ぐ
に

石
は
（Ｃ
）
＝
「生
き
た
歴
史
的
行
為
で
あ
る
人
間
の
心
（臓

）（ご
Ｆ

ヨ
ヨ

，
８
「Ｑ
．が

ご

〓
く
す
∞
〓
∽一ｏ
コ．８
Ｆ
ｏＬ
ｏ
■
（け
い
）を
象
徴
す

る
」

と
見
倣
さ
れ
る
。
人
間
の
心

（臓

）を
生
き
た
歴
史
的
行
為
と
言
い

換
え
る
の
は
、
詩
人
顔
負
け
の
換
喩
的
す
り
替
え
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ

っ
て
イ
ー
グ
ル
ト
ン
は
、
イ

エ
イ
ツ
が
血
塗
ら
れ
た
で
き
ご

と
を
美
化
し

つ
つ
、
同
時
に
よ
そ
よ
そ
し
い
姿
勢
を
堅
持
し
て
い

る
と
主
張
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。
（Ａ
）か
ら
（Ｃ
）
へ
の
飛
躍
も
相
当

な
も
の
だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
済
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
直
ち
に
次

の
類
比
が
提
起
さ
れ
る
。
「石
と
心
（臓

）の
関
係
は
、
神
話
と
歴
史

の
そ
れ
に
近
似
す
る
」
と
。
根
拠
は
、
（ア
）石
も
神
話
も
と
も
に
有

機
的

（？
）な
繋
が
り
か
ら
生
じ
た
、
（イ
）ど
ち
ら
も
激
情
を
非
人
情

の
静
の
世
界
へ
と
変
容
す
る
、
（ウ
）石
も
神
話
も
元
の
人
間
的
現
実

へ
と
還
元
困
難
な
、
疎
隔
、
不
透
明
、
不
明
瞭
な
性
質
を
有

つ
と

い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
両
義
性
は
石
の
イ
メ
ジ
自
体
に
お
い
て

は
う
ま
く
融
合
し
て
い
る
と
い
う
。
朦
朧
と
し
て
い
る
と
言

っ
て

問
題
視
さ
れ
る
の
は
、
石
と
流
れ
の
関
係
で
あ
る
。
曰
く

〓
「８
一ヨ
甥

０
「
”
〓
０ヨ
０協
営
０
３
言
●
５
３
∽
８
１
只
一●■
３
一
∽営
∽̈ご
０一０
■
ヽ
〓
多
０

∽●
Ｒ
”
鵬
●
そ
口
ｏ
Ｆ
パ
い
０
）

（こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
も
の
を
含
め
て
、

比
較
級
は
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
あ
ち
こ
ち
で
巧
み
に
使
わ
れ
て
い
る
、

い
わ
ば

「
歩
」
（ひ
ょ
こ
）
の
ご
と
き
手
駒
で
あ
る
。
（ぃゴ
０
お
〓
ヨ
‐

富
ｏ
一
‥
Ｌ
す
ｏ
●
（す
ｏ
つ
ｏ
ｏ
コ
■
∽
”ｏ
●
ｏ
メく
ｏ
“
】０
【●
一
”
『け
∽Ｃ
”
”
ｏ∽ｔ
ｒ
決∽”】
●
５ビ暉
ｏ
〓

一ｏ
∽∽
”〓
”
●
』”
ｏ一０
●
ｏ
●
”
〕
一ｏ
３
一
ｒ
す
ｏ
】』一ｏ
【●
】
りｏ
●
∽ｏ
‥
レ
く
す
“ｏ
〓
ｏ
『ｏ
●
一一いｏ
∽
い●
０

「
『ｏ
一
す
ｏ
∽一いｏ
∽
　
目
”ｃ
ｏ
〓
　
】ｏ
∽゙
．ｒ
＾^う
ｏ
　
目
】ｏ
「ｏ
　
●
¨，
コ
ヨ
●̈
∞
・　
●●
０
　
●
ｏ
　
【ｏ∽∽

ｏ
晨
”
ヨ
．８
〓
ゝ

ヨ̈
ｏ二
Ｓ
σ
】ｐ

一ｇ
●

ｏ
こ
８
Ｌ
く
ｏ
●
営
“
８
【
ｏ
〓
●
∞
ｐ

●
５
０

日
０
３
咀
０
０
ヨ
〓
ド
…
゛ゞ
Ｌ
〓口
っ
た
自
バＡ
口
に
。
）

石

（出
来
事
）と
流
れ
（客
観
的

コ
ン
テ
ク
ス
ト
）と
は
歴
史
と
神

話
と
い
う
異
な
る
位
相
ま
た
は
次
元
の
も
と
で
、
あ
る
と
き
は
別

個
に
、
ま
た
あ
る
と
き
は
相
互
浸
透
的
に
、
論
じ
ら
れ
る
。
ま
ず

神
話
の
レ
ベ
ル
で
は

「
出
来
事
」
は
非
個
人
的
外
在
化
、
疎
隔
化

と
い
う
こ
と
で
、
不
透
過
性
を
連
想
の
糸
と
し
て
容
易
に
石
と
連

合
す
る
。
流
れ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
不
活
発
さ
の
み
が
主
に

取
り
上
げ
ら
れ
、
能
動
的
関
係
と
の
両
義
性
は
特
別
問
題
に
さ
れ

な
い
。
歴
史
の
レ
ベ
ル
で
は
そ
う
は
行
か
な
い
。
先
ず

「出
来
事
」

が
現
実
を
撹
乱
す
る
ほ
ど
活
発
に
作
用
す
る
と
い
う
面
が
過
度
に

強
調
さ
れ
て
い
る
。
巧
０
■
０
３
Ｆ
手
ｏ
一〓
●
”
∽■
８
日
ヽ
の

一
行
が

イ
ー
グ
ル
ト
ン
の
手
に
掛
か
る
と
、
ご
ご
Ｂ
．●
”
ど
一協
一Ｒ
〓
●
”
ど
ｏ
ｌ

『８
〓
∽一コ
”
ヽ
と
い
う
ふ
う
に
、
終
い
に
は
流
れ
を
解
体
し
て
し
ま
う

よ
う
な
破
壊
的
な
力
が
石
の
イ
メ
ジ
に
内
在
し
て
い
る
か
の
よ
う

な
錯
覚
に
ま
で
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
石
の
作
用
は
た
か
だ

か
、
ご
Ｆ
ヨ
．●
」
止
ま
り
で
、
あ
と
は
次
第
に
詩
の
現
実
か
ら
遠
の
い

て
い
く
批
評
家
の
想
像
力
の
遊
び
、
誇
張
法
と
い
う
れ

っ
き
と
し
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た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
骨
法
で
あ
る
．

一
転
し
て
連
の
終
わ
り
で
は
、
石
＝
出
来
事
は
惰
性
的
に
、
鈍

重
に
梃
子
で
も
動
か
な
い
と
い
う
風
情
で
あ
る
、
と
こ
れ
は
例
の

旧
＝
新
批
評
に
付
物
の
竜
頭
蛇
尾
を
言
う
ア
イ

ロ
ニ
ー
説
が
め
あ

て
か
と
思
い
た
く
な
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
神
話
の
位
相
で
は

当
然
視
さ
れ
た
石
の
鈍
重
さ
が
、
今
度
は
問
題
視
さ
れ
、
ィ
メ
ジ

ャ
リ
の
乱
れ
、

つ
ま
リ
ス
タ
ン
ザ
の
始
め
と
終
わ
り
で
は
、
石
が

不
合
理
な
変
質
を
来
し
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
流
れ
の
持
続

性
が
勝

っ
て
は
、
政
治
的
事
件
に
よ

っ
て
惹
起
さ
れ
た
は
ず
の
変

化
が
文
字
ど
お
り
水
泡
に
帰
し
、
３
連
全
体
の
比
喩
の
方
向
性
が

逆
転
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
、
は
た
し
て
。

こ
う
し
た
結
論
を
導
く
た
め
に
、
二
つ
の
差
異
化
が
導
入
さ
れ

て
い
る
。

一
つ
は
馬
と
騎
馬
の
人
と
が
具
現
す
る
主
観
的
変
化
と
、

鳥
、
雲
、
影
に
暗
示
さ
れ
る
客
観
的
変
化
と
の
二
項
対
立
。
も
う

一
つ
は
、
ざ
〓
営
零
）即
ち

「流
転
」
と

ピ
春
．
「生
の
持
続
力
」
の
対

立
化
で
あ
る
。
前
者
は
特
徴
的
な
三
段
論
法
に
よ

っ
て
作
り
出
さ

れ
る
。
ま
ず
二
種
の
イ
メ
ジ
群
の
並
列
の
意
義
は
把
握
に
窮
す
る

ほ
ど
不
分
明
、
と
い
う
告
白
。
そ
し
て
次
に
、
関
係
が
未
整
理
だ

か
ら
だ
、
と
い
う
批
判
。
そ
し
て
最
終
段
階
で
、
詩
人
の
歴
史
に

対
す
る
曖
昧
な
態
度
が
、
詩
の

一
見
完
璧
な
神
話
作
り
に
混
乱
を

も
た
ら
し
て
い
る
の
だ
、
と
自
信
に
満
ち
た
判
定
が
下
さ
れ
る
。
こ

の
た
め

「歴
史
の
自
然

へ
の
取
り
込
み
」
は
異
物
を
馴
致
し
な
が

ら
逆
に
自
然
自
体
が
異
物
化
を
被

っ
た
。
現
実
解
体
の
不
安
（主
観
）

が
、
変
化
は
自
然
の

一
部
だ
と
い
う
暗
示
に
よ
っ
て
慰
め
ら
れ
る

一
方
、
自
然
の
循
環
が
は
じ
め
の
主
観
的
な
イ
メ
ジ
の
解
体
に
巻

き
込
ま
れ
、
運
命
を
共
に
し
て
し
ま
う
、
と
い
う

「混
乱
振
り
」
が

言
わ
れ
る
の
で
あ
る
（ｕ
●
）
。
こ
の
魅
惑
的
な
深
読
み
は
、
し
か
し

な
が
ら
、
特
定
の
ィ
メ
ジ
群
の
並
存
が
理
解
で
き
な
い
と
い
う
主

観
の
客
観
（両
群
の
関
係
不
良
）
へ
の
転
移
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能

と
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
ィ
メ
ジ
は
、
十

一
行
（４５
１
５５
）に
延
べ
十
個
　
　
一

配
さ
れ
た
躍
動
的
な
動
詞
と
、
三
度
繰
り
返
さ
れ
る
副
詞
句

「刻
　
　
Ｈ

一
刻
」
に
よ
っ
て
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
さ
れ
た
、
生
成
流
転
の
や
や
　
　
一

陳
腐
な
図
絵
６
■
て
ヽ
工
８
８
Ｆ
〓
・∞
‐
】ｏ
）を
成
し
て
間
然
す
る
と

こ
ろ
が
な
い
。
石
の
立
て
る
さ
ざ
波
は
、
勿
論
馬
や
魏
の
立
て
る

波
に
消
さ
れ
て
は
現
れ
、
現
れ
て
は
消
さ
れ
る
も
の
と
し
て
あ
る
。

生
成
流
転
の

一
部
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
自
体
変
化
の
及
ば
な
い

物
と
し
て
在
る
。
「変
化
」
と

「生
き
る
」
が
同
義
語
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
石
の
本
質
的
な
両
義
性
が
生
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
イ
ー

グ
ル
ト
ン
の
第
二
の
差
異
は
最
早
論
駁
の
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
。
石

が
連
の
途
中
で
変
態
を
経
た
と
い
う
形
跡
を
詩
に
帰
入
す
る
こ
と

は
、
た
ん
な
る
夢
で
あ
る
。



幾

つ
か
の
誤
読
過
程
が
重
な

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

「神
話
化
」

の
大
前
提
か
ら
、
神
話
と
歴
史
の
対
立
化
が
持
ち
込
ま
れ
る
。
し

か
し
も
し
石
に
、
硬
化
し
た
心
（臓

）の
隠
喩
関
係
を
認
め
る
な
ら
、

流
転
＝
生
命
の
場
と
し
て
の
流
れ
と
の
対
照
と
い
う
統
辞
的
関
係

に
沿

っ
て
、
そ
れ
を
他
の
要
素

（水
、
人
、
動
物
、
雲
、
影

）と
関

連
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
別
の
隠
喩
的
意
味
、
即
ち
石
＝

神
話
を
読
む
な
ら
、
流
れ
は
歴
史
的
現
実
と
い
う
連
辞
関
係
の
上

で
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
構
成
す
る
は
ず
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
イ
ー
グ
ル

ト
ン
は
、
流
れ
イ

コ
ー
ル
歴
史
と
見
倣
し
て
、
そ
の
中
で
こ
の
事

件
を
石
と
見
倣
す
ィ
メ
ジ
ャ
リ
把
握
法
と
、
歴
史
や
神
話
を
い
わ

ば
第
二
次
元
の
フ
ァ
ク
タ
ー
の
よ
う
に
扱
い
、
そ
の
う
え
で
事
件

と
客
観
状
況
或
い
は
日
常
性
乃
至
生
の
持
続
性
と
を
対
立
的
に
捉

え
る
方
法
と
を
交
錯
さ
せ
て
、
イ
メ
ジ
ャ
リ
の

「
混
乱
」
を
幻
出

せ
じ
め
る
高
等
技
術
を
駆
使
す
る
。

つ
ま
り
、
本
来
こ
の
詩
の
企

図
で
な
い
こ
と
が
う
ま
く
実
現
で
き
て
い
な
い
、
と
批
判
の
高
み

に
昇
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
特
に
こ
の
３
連
を
失
敗
作
と
断
定
す

る
権
利
を
留
保
し

つ
つ
、　
一
つ
の
読
み
を
創
造
す
る
こ
と
が
出
来

た
の
で
あ
る
。
彼
の
イ
エ
イ
ツ
評
が
反
転
し
て
彼
の
エ
ッ
セ
イ
に

当
て
は
ま
る
所
以
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
必
要
な
置
換
は
施
さ
ね
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

↓
〓
Ｃ
Ｐ
”す
ｏ
そ
ｏ
一”
〓
К
『，
２
ｏ
コ．ｏ”一
ｏｏ
５
コ
Ｏ
ｏ●
ｏ，

口̈
”す
ｏ
ｏ
お
ｏ
ｏ
「
手
ｏ

き
ヽ
ヽ

●
Ｓ
ヽ
Ｎ
ヽ

７
一
”
０
”
●
．０
０
｝

０
「
ま
Ｈ
、お

ヽ
ミ
゛
峙
ミ
．、
３

＾ヽ

０ヽ
ヽ
、
゛
絆
―

ｏヽ
ヽヽ
…
ヨ
ｏ
「●

ミヽ
ヽ
やヽ
ヽ
お

ヽヽ
‘
ヽ
＾ヽ
ヨ
げ
ｏ
更
ヽ
、
ヨ
囁
ミ
＝ヽ
ｏ
…
ヽ
も
ヽ
ヾ
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手
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〓
ａ
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ミ
ｏ
お
ミ

０
８
ヨ
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ｏＲ
３
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〓
∽
ｏ
そ
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く
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二
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ｐ
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Ｃ
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〓
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ｏ
ヽ
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０
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イ
エ
イ
ツ
の
３
連
は
結
局
何
を
暗
示
す
る
の
か
。
頑
迷
の

一
途

さ
に
は
敬
意
を
表
し

つ
つ
も
、
そ
れ
が
自
己
を
見
失

っ
た
陶
酔

（ま８
３
８
一＆
じ
の
結
果
で
あ
り
、
生
成
の
機
構
の

一
部
と
し
て
、
風

化
し
た
異
形
の
ま
ま
取
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
を
か
。
少
な
く
と

も
コ
ン
ス
タ
ン
ス
、
ピ
ア
ス
の
二
人
に
つ
い
て
の
詩
人
の
感
じ
方

に
は
適
合
す
る
の
で
は
な
い
か
。
何
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
に
あ
る
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の
は

「
石
の
心
」
と
い
う
常
套
句
に
発
し
た
、
イ
エ
イ
ツ
以
外
の

詩
人
な
ら
避
け
て
当
然
の
詩
的
風
景
。
１
、
２
、
４
連
の
間
に
あ

っ
て
、
非
詩
的
な
国
語
体
の
流
れ
の
中
に
呈
す
る
対
象
性
は
、
好

む
と
好
ま
ざ
る
と
に
係
わ
ら
ず
、　
一
種
の
異
物
性
、
不
透
明
性
を

失
わ
な
い
。

４
連
冒
頭
の

「
石
化
」
の
因
で
あ
る

「
長
き
に
亙
り
す
ぎ
た
犠

牲
」
は
２
連
の
中
に
該
当
者
を
持
た
な
い
。

３４
行
と
の
関
わ
り
で
、

モ
ー
ド

・
ゴ
ン
は
該
当
す
る
可
能
性
を
残
す
。
物
理
的
な
障
害
の

と
れ
た
現
在
も

「
私
」
を
受
け
入
れ
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
最

後
に

「私
」
自
身
の
心
。
平
和
的
民
族
自
決
達
成
の
た
め
の
捨
て

石
に
な

っ
て
き
た
と
い
う
意
識
は
あ

っ
た
と
み
て
よ
い
。
方
法
論

の
対
立
の
た
め
に
、
人
生
最
大
の
犠
牲
さ
え
払

っ
て
来
た
、
と
の

思
い
も
忍
び
込
む
余
地
は
あ
ろ
う
。
無
理
解
と
争

っ
て
、
傷

つ
い

た
と
述
懐
し
た
こ
と
も
あ
る
。
。
諄ヽ
゛
≧
ミ
ｏ
ミ
ヽヽ

き
ヽ
Ｒ
に
加
入
す

る
に
際
し
て
、
初
め
て
モ
ー
ド

・
ゴ
ン
と
無
関
係
に
決
断
し

，お
”０ヽ

うｏ
■
ｒ

，
３
コ。「一８
３
と
い
う
心
境
で
あ

っ
た
と
書
留
め
て
も
い
た
。

（ミ
ｏミ
ｏ
諄
）
∞
い
）

し
か
し
今
は
九
十
年
代
で
は
も
は
や
な
い
。
な
ら

ば
五
月
十

一
日
の
あ
の
手
紙
は
ど
う
か
。

‥
」
うｏ
ｏ
【
“す
”
”
●
】】
“Ｆ
ｏ
“く
ｏ
『″
ｏ
「
ヽ
ｏ
”
コ
）
プ
”
∽
げ
ｏ
ｏ
●
ｏ
く
ｏ
■
」
「●
ｏ
Ｏ
¨
●
〓

一す
ｏ
　
げ
ユ
●
¨
】●
∞
　
”ｏ
”
ｏ
（す
ｏ
『
　
ｏ
「
　
ｏ
【”
∽∽
ｏ
∽
）
”
】】
一す
ｏ
　
「『ｏ
ｏ
一●
”
　
０
「
　
】コ．∽〓

〓
一Ｏ
ｍ
〓
〓
『ｏ
●
目
Ｏ
ｏ
コ
．〓
ｏ
一∽
”５
『『ｏ
「
】
一
ｏ
〓
Ｌ
ｏ
∽
‥
‥
】
”
【づ
く
ｏ
●
、
０
０
∽
一
ｏ
●
ａ
ｏ
コ
”

２
８
Ｃ
〓
口
ｏ
ど
ご
８
。
（卜
ヽ

おヽ
謗
・
Ｏ
Ｈ
い
）

５９
行
の
背
景
と
し
て
比
較
的
親
和
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
問

題
は
５８
行
の
解
釈
。
何
に
対
し
て
の
石
化
な
の
か
。
ダ
プ
リ
ン
の

出
来
事
に
対
し
て
で
あ
る
。
市
街
の
光
景
を
幻
視
し
て
い
た
モ
ー

ド
は

「悲
劇
的
尊
厳
が
戻

っ
て
き
た
」
と

一
途
に
信
じ
て
い
る
、
と

伝
え
る
当
の
本
人
の
無
感
動
ぶ
り
に
つ
い
て
は
既
に
述

べ
た
と
お

り
で
あ
る
。
晴
れ
ぬ
心
に
噛
ん
で
含
め
る
よ
う
に
、
母
親
の
犠
牲

的
役
割
を
喚
起
し
、
そ
れ
で
も
ま
た
繰
り
返
し
湧
い
て
く
る
の
は

死
者
に
対
し
て
冷
酷
な
、
現
実
的
な
問
い
。
よ
う
や
く
断
ち
切

っ

た
（^
８
ｏ
」
”
電
）
つ
も
り
で
も
、
ま
た

一
層
冷
酷
に
な
る
気
持
ち
（ぃ●
９

て
ま
ｏ
３

，
Ｆ
Ｂ
〓
〓
多
Ｑ

３
＆
掟
）
。

７４
行
で
果
た
し
て
決
着
は
着
く

の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
こ
の
詩
の
特
異
性
だ
け
は
こ
こ
に
極

ま
る
だ
ろ
う
。

神
話
化
作
用
は
決
定
的
に
後
退
す
る
。

３５
行
の
Ｆ
Ｌ
Ｅ
ヨ
げ
ｏ『
〓
ヨ

〓
，

ｏ
８
●
¨
３と
同
じ
く
、
こ
れ
は
メ
タ
言
語
、
し
か
も
ほ
と
ん
ど
遂

行
的
言
表
で
あ
る
。
行
末
の
ダ

ッ
シ
ュ
以
下
、
最
後
の
リ
フ
レ
イ

ン
の

一
行
日
ま
で
の
言
表
は
認
知
的
言
表
に
成
り
遂
せ
る
だ
ろ
う

か
。
も
し
こ
れ
が
認
知
的
言
表
な
ら
、

７５
ｔ
８０
行
ま
で
は
詩
の
た
め

の
手
控
え
、
で
な
け
れ
ば
内
的
独
自
の
な
ぞ
り
。
何
れ
に
し
て
も

自
意
識
の
合
わ
せ
鏡
の
無
限
後
退
の
世
界
が
開
け
て
く
る
。
神
話
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創
造
は
言
わ
ば
永
久
に
繰
り
延
べ
ら
れ
る
。
遂
行
的
言
表
と
し
て

の
こ
れ
ら
の
行
は
、
も
ち
ろ
ん
論
理
の
階
型
を

一
段
上

っ
た
抽
象

次
元
の
言
表
で
あ
り
、
詩
の
言
語
の
認
知
的
具
体
の
レ
ヴ
ェ
ル
に

内
属
し
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
肝
心
の
リ
フ
レ
イ
ン
を
起
点
と
し

て
こ
の
詩
の
言
表
の
総
体
を
裏
返
し
に
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
そ

の
よ
う
な
外
部
の
間
入
現
象
を
な
お
も
超
越
し
て
、
こ
れ
ら
の
詩

行
が
す
べ
て
神
話
創
造
に
加
担
し
て
い
る
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、

こ
の
詩
に
、
自
ら
の
企
図
の
実
現
を
遅
ら
せ
な
が
ら
、
あ
る
べ
き

神
話
の
陰
画
の
よ
う
な
も
の
の
擬
態
を
演
じ
る
こ
と
を
強
い
、
他

方
既
に
こ
の
詩
に
先
行
し
て
い
る
神
話
の
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ラ
ム
を

神
話
と
錯
覚
す
る
よ
う
な
行
為
に
依
存
す
る
他
は
な
い
。
詩
人
は

な
か
ば
そ
れ
を
期
待
し
て
も
い
た
だ
ろ
う
が
。

「物
凄
い
美
」
の
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
ト
探
し
は
も
う
十
三
分
に
行

わ
れ
て
き
た
。
。

た
だ
、
こ
こ
で
は
講
演
ぃぃて
０
一
０日
Ｈａ
Ｆ
ａ
３と
、
発

表
時
期
の
近
接
し
た

崎^
す
ｏ
∽
８
ｏ
ａ

Ｏ
ｏ
ヨ
ヨ
”
３
に
の
み
、
ご
く
簡
単

に
触
れ
て
お
き
た
い
。
ぃあ
ｏ
ヨ
ｏ，
〓
”
●ｏそ
目
０
お
ヨ
．げ
一ｏ

，
ａ
８
ヨ
ｏ

ヨ̈
】澪
】営
こ
）
一す０
ヨ
０
０
０
０
「

，
０
日
ヽ
∽〓
０
く
【８
日̈
・パ
い、ｐ
ヨ
い０き
お
０ヽ
、●

力
Ｑ
“ｏモ
ヽ
い
０
）と
い
う
の
が
ビ
ア
ス
一
派
に
対
す
る
総
括
で
あ
っ
た
。

こ
の
言
葉
は
思
い
の
ほ
か
曖
昧
で
あ
る
。
ぃざ
ｃ
”
〓
σ０３
■
に
象
徴
さ

れ
る
も
の
に
対
す
る
感
情
も
で
あ
る
。
「
一
九

一
六
年
の
復
活
祭
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
偶
成
詩
と
し
て
の
体
裁
を
取

っ
て
は
い
る
。
け

れ
ど
も
三
年
後
の

「
再
臨
」
に
連
な
る
脈
絡
の
中
で
、
原

・
復
活

祭
の
出
来
事
の
螺
旋
的
再
循
環
の
構
図
が
朧
気
な
形
に
せ
よ
、
意

識
さ
れ
始
め
て
い
た
と
し
た
ら
、
回
帰
し
て
く
る
の
は
、
も
ち
ろ

ん

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

・
ア
イ
ァ
ラ
ン
ド
よ
り
も
も

っ
と
古
く
、
大

き
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
知
的
文
明
の
終
わ
り
と
交
差

す
る
血
的
文
明
の
到
来
。
予
感
は
や
が
て
ゞ
∽
手
ｏ
編
ヨ
ｏ
」
』ｏ
Ｏ
ゝ

∞
●
●
∽す
ｏ
”
そ
ｏ『ｏ
ヽ
ゴ
ｏ
コ
●
３
一
０
ド
ヽ
ｃ
●
Ｏ
ｏ
「
手
ｏ
一ｃ
ｔ
ぶ
は
ガ
し
い
う
ロ
ロ
々
一を

現
実
に
見
て
、
次
第
に
羨
望

（崎
ｏ
■
】３
８
日
ヽ
８
≪
…
じ
へ
と
動
い

て
い
く
。
知
的
勇
猛
の
限
界

（ご
『ｏ
Ｆ
●
げゝ
ヽ
〓
協
＆
８
Ｓ
Ｑ
言
Ｏ
ｏ
ご

の
認
識
を
隠
そ
う
と
し
な
い
作
品
を
経
て
、
二
十
年
代
後
半
以
降

ご
〓
８
ｅ
ｂ
『８
¨
営
〓
ｏ
そ
ｏ
■
に
思
い
を
寄
せ
る
い
く

つ
か
の
、
複
雑

微
妙
な
作
品

へ
と
結
実
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク

・
ア
イ
ァ
ラ
ン
ド
の
復
活
と
い
う
個
別
具
体

の
仮
面
を
着
て
、
壮
大
な
普
遍
の
幾
何
学
の
古
く
か

つ
新
し
い
ひ

と
こ
ま
が
演
じ
ら
れ
た
と
は
見
ら
れ
な
い
か
。
体
験
世
界
の
現
象

か
ら

一
回
性
を
奪
い
去
り
、　
一
つ
の
ヴ

ァ
リ
ア
ン
ト

ヘ
と
翻
訳
し

て
し
ま
う
意
識
が

（‘
ｏ

，
０
”
口
ｏ
ュ
ｏ
く
８
Ｓ
く
〓
〓
∽
ｏ
Ｃ
ご
ｏそ
計
〓

ｏ
『
く
３
●
”

くヽ
コ
〓
∽
ョ
手
ｏ
ｏ
こ
〓
浄
ａ
）̈）主
体
に
普
遍
の
グ
リ

ッ
ド

を
与
え
、
見
取
図
の
便
宜
を
保
証
す
る
と
同
時
に
格
子
の
檻
に
隔

離
し
、
直
接
性
の
世
界
か
ら
存
在
を
抽
象
し
て
し
ま
う
。
具
体
世

界
と
抽
象
世
界
の
間
に
宙
吊
り
に
さ
れ
た

「
物
凄
い
美
」
の
両
義
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性
は
、
イ
エ
イ
ツ
と
い
う
個
の
在
り
様
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

存
在
は
イ
ー
グ
ル
ト
ン
の
よ
う
な
歴
史
主
義
批
評
家
の
批
判
、
愚

弄

（^
「
ｏ
ｏ（Ｑ
）
「
】ｏＤ
Ｃ
ａ

Ｂ
Ｏ
「
ｏ
澤
８̈
〕１
●
すｏ
∪
”〓
ａ

ｏ一
”
●∞
〓
∽コ

ｒ
一お
●
日
■
）参
照
）に
対
し
て
は
無
防
備
と
決
ま
っ
て
い
る
。
け
れ
ど

も
イ
エ
イ
ツ
の
詩
作
母
胎
が
政
治
的
批
判
の
自
己
屈
折
の
猛
毒
を

内
蔵
し
て
い
な
か

っ
た
な
ら
、
彼
の
詩
が
、
二
十
世
紀
と
い
う
こ

の
末
世
に
生
き
延
び
る
こ
と
が
果
た
し
て
出
来
た
だ
ろ
う
か
。

７
一
ｏ
ｏ
ズ

【目
ｏ
ｏ
だ
ｏ
一３

，
コ
ｏ
「
一
ｒ
●
”

↓
〓
”
一
く
ｏ
ｃ
一０

●
ｏ
一
〓
コ

”

〓
”
●
０

コ
一”
】
げ
ｏ

↓
ｏ

す
ｏ
】●

¨
ｏ
ｏ

，

そ

一∽
ｏ

ｏ
「
”
ぉ

算

弓
ｏ

σ
ｏ
「
一
す
ｏ
一
つ
ｏ
ｃ
】
∽
“ｏ
コ
ロ

ｏ
ｃ
一

う
ｏ
『
て
ｏ

弓
８
３
●
〓
ヨ
ｏ
ｏ^
ｏ
Ｑ
・
（、
≧
い
い
一〇
）

し
か
し

「
一
九

一
六
年
の
復
活
祭
」
は
多
く
の
問
題
を
提
起
す

る
に
留
ま

っ
て
い
る
。
問
題
が
多
け
れ
ば
傑
作
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
が
芸
術
の
神
話
作
用
の
指
標
は
お
ろ
か
、

一
人
の
詩
人
の
丈
の
高
さ
の
基
準
に
も
な
り
え
な
い
所
以
で
あ
る
。

註①
　
ｈ
●●Ｑ
い
き
０
ヽ
諄
絆
ミ
ヽ
日
（』ｃ
ぞ
ＨＯ
ざ
）ヽ

ヽ
∞
‐
い
Ｏ
ｏ
参
照
。
他

に

日
ｏ
「颯

口
“
Ｆ
”ｏ
●
ヽ
い
ミ
、
∽
ヽ
■ヽ
Ｏ
Ω
ミ
き
・・
”
い●
ｅ

いヽ
ヽ
０
「Ｏ
ｒ

ヽ
つ
∞
９

（ｒ
ａ
ｏ
■

く
９
ｏ
Ｌ

鰻

）
所

収

夕^

ｏこ
Ｌ

Ｆ

馬

”ａ

「
ｏ
〓

ａ

）及
び

巧
Ｆ

冒

一巨

ｏ
高

こ

３

野

ｏ
●
言
１

を
も
参

照
。

０
　
「
〓
〓
０
ェ
８
０
ｏ
フ
ｏ
■
崎
す
ｏ
「
針
一
８
０
∽
８
一ｏＯ
パ
【０
ぃ
０
〉
ｅ
一・

〓

〓
・、
い
。
一尽

ｏ゙
お
・・
コ
ヽ

６
こ
ヽ
６
ミ

職
‘
ユ
村
ヽ
や

ｏ
一
・
＞
・Ｚ
・
』
ｏ
ヨ
”
澪
∽

（
ｂ
●
Ｏ
ｏ
●
　̈
刀
ｏ
Ｃ
〓
ｏ
Ｏ
¨
ｏ
・

【
０
●
０
）
　̈
●
一
ヽ
い
ヽ
‐

∞
〕
０
０
ｏ
『̈
ｏ

Ｏ
早

く
ｏ
〓
ヽ
そ
・
∪
・
く
８
■
．ョ
ミ
ヽ
Ｏ
ｏ
ミ

Ｑヽ
ヵ
針
ミ

ｏ
ヽ
時
ヽ
ヽ
っヽヽ
０
‐

ヽ
つ
ヽ
い
　̈
↓
す
ｏ

０
０
〓
ｏ
ｏ
一ｏ
Ｏ

口
●
い
●
ヽ
∽
）
』
ｏ
Ｃ
『
〓

，
〓
∽
一づ
　
●
●
ａ
　
ｒ
ｏ
舞
ｏ
２
・　
ｏ
「

０

８

『
∞
ｏ

Ｏ

フ

δ
Ｆ

く
ｏ
〓

Ｆ

＆

・
∽
ｏ
ュ

”

〇

要

ｏ
〓

３

２

８

＞
●
”
ｃ
∽

　

　

一

（
ｂ

目
Ｏ
ｏ
●
¨
∽
ｏ
ｏ
″
ｏ
「

，

ゴ
、営
●
●
『
”

】
０
０
∞
〉

●
一
・い
０
い
，
い
、
い
〕
Ｏ
ｏ
●
ｏ
「
　
　
　
１５

０
日

オ
ｏ

Ｏ

）∪
・
・ｏ

・
」
哺

あヽ
ａ
ｏ
●

●
５
一

Ｏ
ｃ
●
ユ

〓
∞
¨
＞
●

”
協
●
ヽ

０
口

，

ｏ
　

　

　

一

「
ｏ
〓
Ｌ
ｏ
∽　
ｏ
「

ノく
・
”
・
く
８
け
〓゙
ヨ
　
ヽ
ヽ
　
ｈ
ｋ
ｏ
一．お
ヽ

”
●
ヽ
●
こ
ｏ
・・
ゝ

Ｏ
ｏ
ヽ
お
ミ
ミ
ヽ
Ｈ
きヽ
ヽ
お

いｏ
ミ
冒ミ
゛
ミ

い
ヽ
ミ
ｏ
ヽ
Ｋ
ｏ
ヽ
お
ヽ
ヽ
“
α
鱗
―
ヽ
つ
い
つ

（ｚ
。て
く
。
■
¨
〓
３
ョ
〓
目
Ｌ
。
３
）も
り
、
ｏ
、
―
ぃ
、
・
ィ
ー
グ
ル
ト

ン
に
つ
い
て
は
註
①
参
照
。

③
　
田
そ
”ａ
〓
・〓・́

К
Ｓ
け

ミヽ

きヽ
”
３
お
ヽ
「
お
・ヽヽ
∝
（【ｏ３
）

Ｏ
ｃ
ｏ
お
０

【ヨ

Ｚ
・
＞
・
『
ｏ
魂
●
【ｏ
゛
・
ゝ

≧
ヽ
モ

Ｏ
ｏ
ミ
ミ
●
ヽ
き
ｏ
ヽ
ｏ
き

ヽヽ
お

、
ｏ
一
ョ

●
Ｑ

「
Ｓ

・、
”

・
Ｋ
●
ヽ
お

（
ｒ
ｏ
●
Ｏ
ｏ
●
¨
で
す

ｏ
ヨ

〓
Ｓ

Ｐ

Ｆ
Ｏ
∞
ヽ
〉

ｏ
Ｌ

Ｏ
い

・

④

　

日・
＞
・
ｏ
お
”
ｏ
Ｑ
・
で
ヽ
ヽ
や

К
Ｓ
お
”
ヽ
∞
鱗
ヽ
‐
ヽ
つ
ヽ
ヽ
ヽ
＆
・
ｏ
ｏ
一ヨ

∽
ョ
ゝ
す
ｏ
（Ｚ
ｏ
そ

く
ｏ
升
¨
Ｏ
Ｘ
♂
ａ

Ｃ
口
．く
ｏ
２
ぐ

「
お
∽∽̈

【０
「
ヽ
）ψ



一
・い
ヽ
つ
・

６
）

＾^マ
ハＯ
α
Ｏ
日

日ａ
Ｆ
●
一
¨
＞
目
＞
０
」
お
∽∽
６

＞
ヨ
ｏ
コ．ｏ
●
目
＞
〓
魚
ｏ
●
ｏ
ｏ
∽

“０
い
い
‐
口
０
い
い
ヽ
．ｏ
一
・
０
●
ユ
∽̈
口
●
こ
うｏ
】Ｌ

「●
し
へヽお
い一Ｎ
】ヽ
一層
●̈
登
●
ヽ
一ｏ
‐

ヽ
一．ｏ
ま
ヽ̈
く
（】０
い
、
）・
一
一
・い
い
０
，
い
∞
・

⑥
　

口
一Ｎ
げ
〓

Ｏ
ｃ
〓
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〈作
家
〉
と

〈私
〉
の
狭
間

―

ベ
ケ
ッ
ト

『ク
ラ
ッ
プ
の
最
後
の
テ
ー
プ
』
試
論

母
の
死
に
際
し
て
の
、
ク
ラ
ッ
プ
の
奇
妙
な
態
度
は

一
体
何
を

意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

テ
ー
プ
に
吹
き
込
ま
れ
た
三
十
年
前
の
ク
ラ
ッ
プ
の
声
は
、
死

の
床
に
あ
る
母
に
付
添
い
そ
の
臨
終
を
看
取
る
代
わ
り
に
、
病
院

の
窓
が
見
え
る
ベ
ン
チ
に
腰
を
下
ろ
し
犬
と
戯
れ
て
い
た
自
分
自

身
の
姿
を
克
明
に
描
写
す
る
。
こ
の
奇
行

ヽ
を
〔
「刺
す
よ
う
な
風
の

中
で
母
の
死
を
願
い
な
が
ら
座

っ
て
い
た
」
＜

と
い
う

一
節
が
示
唆

す
る
母

へ
の
憎
悪
、
あ
る
い
は
母
と
の
屈
折
し
た
関
係
に
帰
し
て

解
釈
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
な
ぜ
ク
ラ
ッ
プ
は

「窓

が
見
え
る
ベ
ン
チ
」
を
選
び
取

っ
た
の
か
。
た
と
え
そ
の
言
葉
通

り
に
母
の
死
を
望
ん
で
い
た
に
せ
よ
、
彼
は
母
の
元
か
ら
ま

っ
た

く
離
れ
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ク
リ
ス
テ
イ
ン

・
モ
リ
ソ

岡
室
　
美
奈
子

ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「あ
る
距
離
を
お
い
て
観
察
し
て
い
た
」
＜

の
で
あ
る
。
寄
り
添
う
の
で
も
、
立
ち
去
る
の
で
も
な
く
、
ク
ラ

ッ
プ
は
何
の
た
め
に

〈観
察
〉
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

『
ク
ラ
ッ
プ
の
最
後
の
テ
ー
プ
』
は

一
九
五
八
年
に
俳
優
パ
ト

リ
ッ
ク

●
マ
ギ
ー
の
た
め
に
書
か
れ
、
同
年
秋
、

ロ
ン
ド
ン
の
ロ

イ
ヤ
ル
コ
ー
ト

ｏ
シ
ア
タ
ー
に
於
て
初
演
さ
れ
た
。

舞
台
設
定
は
未
来
の
と
あ
る
夕
暮
れ
、
ク
ラ
ッ
プ
の
小
部
屋
。
ク

ラ
ッ
プ
六
十
五
歳
の
誕
生
日
で
あ
る
。
彼
は
毎
年
誕
生
日
に
は
過

去
の
誕
生
日
に
自
分
で
録
音
し
た
テ
ー
プ
を
聴
い
て
過
去
を
回
顧

し
、
新
た
に
今
年
の
録
音
を
す
る
の
が
習
慣
ら
し
い
。
今
日
も
過

去
の
テ
ー
プ
の
中
か
ら
、
三
十
年
前
、
三
十
九
歳
の
と
き
に
録
音

し
た
テ
ー
プ
を
選
び
、
耳
を
傾
け
る
。
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過
去
の
自
分
の
声
は
、
そ
の
年
に
起
こ
っ
た
様
々
な
出
来
事

―

―

母
の
死
、
春
分
の
日
の
霊
感
、
湖
で
の
情
事
等
に
つ
い
て
語
る
。

や
が
て
ク
ラ
ッ
プ
は
そ
の
テ
ー
プ
を
聴
く
こ
と
を
や
め
、
今
年
の

録
音
に
と
り
か
か
る
。
だ
が
そ
の
録
音
の
過
程
で
明
か
に
さ
れ
る

の
は
、
現
在
の
彼
は
世
に
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
作
家
で
あ
り
、
も

は
や
恋
愛
の
相
手
さ
え
持
た
ぬ
孤
独
な
老
人
で
し
か
な
い
と
い
う

事
実
で
あ
る
。
孤
独
と
絶
望
が
凝
縮
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
老
ク
ラ

ッ
プ
の
静
止
と
沈
黙
、
そ
し
て
そ
こ
に
流
れ
る
テ
ー
プ
の
空
回
り

す
る
音
で
、
こ
の
劇
は
幕
を
閉
じ
る
。
そ
れ
は
、
三
十
年
前
、
死

に
ゆ
く
母
に
も
愛
し
合

っ
て
い
た
恋
人
に
も
背
を
向
け
て
し
ま

っ

た
ク
ラ
ッ
プ
の
辿
り
着
い
た
結
末
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら

『
ク
ラ
ッ
プ
の
最
後
の
テ
ー
プ
』
の
独
自
性
は
、

人
生
に
失
敗
し
た
孤
独
な
老
人
の
ド
ラ
マ
と
い
う
表
層
的
な
テ
ー

マ
よ
り
も
、
む
し
ろ
、　
一
人
き
り
で
自
分
の
声
に
耳
を
澄
ま
す
と

い
う
ク
ラ
ッ
プ
の
行
為
そ
の
も
の
に
あ
る
。
そ
の
特
異
な
劇
構
造

に
よ

っ
て
、
こ
の
作
品
は
ベ
ケ
ッ
ト
の
劇
作
の
歴
史
に
於
て
先
行

戯
曲
と

一
線
を
画
す
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
前
の

『
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
』
や

『勝
負
の
終
わ
り
』

で
は
複
数
の
登
場
人
物
が
舞
台
上
に
登
場
し
、
そ
の
間
で
言
葉
が

交
わ
さ
れ
た
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
は
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
か
ら
流

れ
て
く
る
過
去
の
自
分
の
声
を
聴
き
、
そ
れ
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト

し
、
ま
た
新
た
に
録
音
す
る
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
に

一
方
位
的
な

発
話
が
あ
る
の
み
で
、
生
き
た
人
間
同
士
の
言
葉
の
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー

ル
と
し
て
の
対
話
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
、
し
か
し
、
対

話
の
消
失
と
い
う
よ
り
、
ア
ン
ド
リ

ュ
ー

●
ケ
ネ
デ
ィ
ー
が

「疑

似
対
話
」
＜

と
呼
ぶ
よ
う
に
、
対
話
が
変
容
し
た
も
の
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
。

つ
ま
リ
ク
ラ
ッ
プ
は
他
者
と
対
話
す
る
代
わ
り
に
自
分

の
声
―

し
か
も
外
側
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
―

と
向
か
い
合

っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
は
、
自
分
に
向
か

っ
て
自
分
に
つ
い
て
語
る
自
分
の
声
を
自

分

一
人
で
聴
く
と
い
う
、
極
め
て
自
己
完
結
的
な
、
あ
る
い
は
自

己
閉
塞
的
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
最
後
の
静
止
と

沈
黙
が
示
す
ク
ラ
ッ
プ
の
絶
対
的
な
孤
独
は
、
こ
の
閉
ざ
さ
れ
た

状
況
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
徹
底
的
な
他
者
の
排
除
。
そ
し
て

自
分

一
人
の
世
界
に
閉
じ
込
も
り
、
自
己
と
対
話
す
る
こ
と
。
死

の
床
の
母
に
背
を
向
け
た
こ
と
も
、
ク
ラ
ッ
プ
が
自
ら
を
こ
の
状

況
の
中
に
閉
ざ
し
て
い

っ
た
事
情
と
、
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈私
〉
に
向
か

っ
て

〈私
〉
に
つ
い
て
語
る

〈私
〉
の
声
を

〈私
〉

2
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一
人
で
聴
く
と
い
う
、
た
だ

〈私
〉
の

一
点
に
集
約
さ
れ
る
ク
ラ

ッ
プ
の
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
。
そ
の
自
己
完
結
性
を
考
え
る
と
き
、
母

の
死
を
語
る
箇
所
の
奇
妙
さ
は
、
語
ら
れ
る
彼
の
態
度
の
み
な
ら

ず
、
そ
れ
を
描
写
す
る
彼
の
語
り
日
、
即
ち
表
現
そ
の
も
の
の
問

題
で
あ
る
こ
と
に
我
々
は
気
付
く
。

そ
も
そ
も
、
非
人
間
的
と
も
い
え
る
態
度
を
自
ら
語
り
、
テ
ー

プ
に
録
音
し
て
と
ど
め
よ
う
と
す
る
行
為
自
体
、
ク
ラ
ッ
プ
の

〈語

る
こ
と
〉
に
対
す
る
執
着
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
だ
ろ
う
。
如
何

な
る
衝
動
が
、
彼
に
そ
う
さ
せ
た
の
か
。
し
か
も
、
テ
ー
プ
か
ら

流
れ
て
く
る
三
十
年
前
の
彼
の
声
は
、
唯

一
の
聴
衆
た
る
自
分
自

身
に
向
か

っ
て
、
母
の
死
と
い
う
極
め
て
個
人
的
な
事
柄
に
つ
い

て
語
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
”ｌ
ｅ
Ｆ
”
　
ゃ
　
二
２
〓
く
　
と

い
っ
た
古
め
か
し
い
気
取

っ
た
表
現
や
、
ク
ラ
ッ
プ
自
身
も
辞
書

に
頼
ら
ね
ば
意
味
の
分
か
ら
な
い
難
解
な
言
葉
を
使
用
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
不
自
然
な
語
り
口
は
、
単
に
母
に
対
す
る
冷
淡
さ
と

い
っ
た
文
脈
で
は
捉
え
き
れ
ぬ
、
表
現
自
体
に
対
す
る
ク
ラ
ッ
プ

の
過
度
の
こ
だ
わ
り
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

〈私
〉
か
ら

〈私
〉
へ
の
閉
ざ
さ
れ
た
通
信
に
お
い
て
、
何
故
、

何
の
た
め
に
、
ク
ラ
ッ
プ
は
率
直
な
感
情
吐
露
を
自
ら
に
禁
じ
て

い
る
か
の
よ
う
に
、
冷
徹
な
表
現
者
に
な
ろ
う
と
し
た
の
か
。

こ
こ
で
思
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ク
ラ
ッ
プ
が
成
功
し

な
か

っ
た
も
の
の
作
家
で
あ

っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
表
現

へ

の
過
度
の
こ
だ
わ
り
―

そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
作
家
で
あ
る
が
故

の
特
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
何
故
ク
ラ
ッ
プ

が
母
の
臨
終
を
枕
元
で
看
取
る
代
わ
り
に

「
あ
る
距
離
を
お
い
て

観
察
し
て
い
た
」
か
と
い
う
謎
に
対
し
て
、　
一
つ
の
手
懸
か
り
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

〈距
離
〉
と
は
、
即
ち
、
母
の

死
と
い
う
出
来
事
を
客
観
的
に
対
象
化
す
る
た
め
の
距
離
で
は
な

か

っ
た
か
―

言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て

〈語
る
〉
た

め
に
。

出
来
事
の
内
部
に
い
る
者
は
、
自
己
の
感
情
に
浸
る
こ
と
を
許

さ
れ
る
。
そ
し
て
感
情
に
埋
没
す
る
者
は
、
言
葉
を
必
要
と
し
な

い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
を
描
写
し
語
り
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の

は
、
自
己
を

〈観
察
者
〉
と
し
て
出
来
事
の
外
側
に
規
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
作
家
と
し
て
の

自
意
識
が
ク
ラ
ッ
プ
に
観
察
す
る
た
め
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
選
ば
せ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
母
の
死
に
お
い
て
さ
え
自
然

な
感
情
の
表
出
を
自
ら
に
禁
じ
、
表
現
と
い
う
地
平
に
止
揚
し
て

い
く
こ
と
で
、
ク
ラ
ッ
プ
は
作
家
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ

を
貫
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
は
母
の
死
と

い
う
個
人
的
な
出
来
事
を

〈
作
家
の
視
点
〉
か
ら
語
る
こ
と
に
よ

っ
て

〈作
品
〉
に
仕
立
て
ぁ
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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テ
ー
プ
の
声
は
、
母
の
死
の
瞬
間
に
彼
が
黒
い
ボ
ー
ル
を
白
い

大
に
与
え
た
こ
と
を
伝
え
る
。

小
さ
く
て
、
古
く
て
、
黒
く
て
、
硬
く
て
、
手
ご
た
え
の
あ
る

ゴ
ム
の
ボ
ー
ル
。
（間
。
）
あ
の
感
触
は
、
死
ぬ
ま
で
忘
れ
な
い

だ
ろ
う
。
（間
。
）
と

っ
＞て
お
け
ば
よ
か
っ
た
。
（間
。
）
で
も
、
犬

‐
　

‐
　

　

　

　

　

　

‐
“

に
や

っ
て
し
ま

っ
た
。

母
の
死
の
く
だ
り
の
中
で
、
こ
こ
は
唯

一
、
ク
ラ
ッ
プ
の
深
い
喪

失
感
が
込
め
ら
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
が
表
現
者
に
な
り

き
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
喪
失
感
は
直
接
的
に

母
の
死
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を

〈観
察
〉
す

る
た
め
に
自
然
な
感
情
を
犠
牲
に
し
た
こ
と
か
ら
く
る
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
、
黒
い
ボ
ー
ル
と
は
人
間
の
生
の
感
情

の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
作
家
の
自
意
識
た
る
白
い

犬
に
与
え
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

Ｑ
Ｕ

黒
と
自
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は
、
母
の
死
の
く
だ
り
の
み
な
ら
ず
、

あ
る
と
き
は
光
と
闇
の
緊
張
関
係
と
し
て
、
『ク
ラ
ッ
プ
の
最
後
の

テ
ー
プ
』
全
体
を
支
配
す
る
基
本
的
な
色
調
で
あ
る
。

そ
の
対
立
は
言
葉
の
上
だ
け
で
な
く
、
卜
書
き
に
指
示
さ
れ
た

舞
台
表
象
と
し
て
視
覚
的
に
表
さ
れ
る
。
ま
ず
、
ク
ラ
ッ
プ
の
部

屋
は
暗
闇
に
囲
ま
れ

つ
つ
強
度
の
白
い
光
に
照
ら
さ
れ
た
ス
ポ

ッ

ト
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
服
装
は
黒
い
ズ
ボ
ン
に
黒
い
チ
ョ
ッ
キ
、

白
い
シ
ャ
ツ
に
白
い
プ
ー
ツ
と
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
黒
と
自
、

ま
た
は
闇
と
光
の
対
比
に
つ
い
て
チ
ャ
ー
ル
ズ

・
Ｒ

・
ラ
イ
オ
ン

ズ
は
次
の
様
に
述

べ
る
。

ベ
ケ
ッ
ト
は
、
相
対
立
す
る
欲
望
の
葛
藤
を
こ
の
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
暗
闇
の
中
で
自
己
を

失
お
う
と
す
る
欲
望
と
、
光
の
中
で
自
己
に
向
か
い
合
お
う
と

す
る
欲
望
の
葛
藤
で
あ
る
。
＜

ク
ラ
ッ
プ
は
、
光
の
中
で
作
家
と
し
て
言
葉
を
紡
ぎ
出
し
、
ま
た

テ
ー
プ
と
い
う
自
ら
の

〈作
品
〉
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
に
よ

っ
て

自
己
と
向
か
い
合
う
の
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
闇
の
中
で
は
、
舞

台
奥
の
暗
闇
で
酒
を
飲
む
と
い
う
行
為
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
生
の
感
情
や
フ
イ
ジ
カ
ル
な
欲
望
に
身
を
任
せ
て
自
己
を
失

う
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
ク
ラ
ッ
プ
に
と

っ
て
、
白
い
光
で
照
ら
さ
れ
た
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空
間
は
作
家
と
し
て
の
言
語
意
識
に
よ

っ
て
成
立
す
る
メ
タ
フ
ィ

ジ
カ
ル
な
内
的
世
界
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
光
を
と
り
囲
む

暗
闇
は
、
言
語
化
さ
れ
ぬ
実
質
的
な
感
情
や
欲
望
に
結
び

つ
い
た

フ
ィ
ジ
カ
ル
な
外
的
世
界
で
あ
ろ
う
。

光
の
中
で
テ
ー
プ
の
声
に
向
か
い
合
う
行
為
は
、
時
お
り
、
ク

ラ
ッ
プ
が
舞
台
奥
の
暗
闇
に
姿
を
消
す
こ
と
に
よ

っ
て
中
断
さ
れ

る
。
だ
が
、
三
十
九
歳
の
ク
ラ
ッ
プ
の
テ
ー
プ
の
声
は
語
る
。

こ
の
暗
闇
に
囲
ま
れ
て
い
る
と
孤
独
感
が
薄
れ
る
。
立
ち
上
が

っ
て
暗
闇
の
中
を
歩
き
回
る
の
が
好
き
だ
。
そ
し
Ｆ
も
ど
っ
て

く
る
。
‥
‥
こ
こ
へ
‥
‥
私
へ
‥
‥
ク
ラ
ッ
プ
ヘ
。
く

暗
闇
に
埋
も
れ
る
こ
と
に
は
安
ら
ぎ
が
あ
る
の
だ
が
、
作
家
で
あ

る
ク
ラ
ッ
プ
に
と

っ
て
語
り
続
け
る
こ
と
は
宿
命
で
あ
り
、
光
の

中

へ
、
〈私
〉
と
い
う
自
意
識
の
世
界

へ
と
、
戻

っ
て
来
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

三
十
年
前
の
ク
ラ
ッ
プ
に
と

っ
て
は
、
母
の
死
の
際
に
黒
い
ボ
ー

ル
を
白
い
犬
に
や

っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

黒
い
闇
よ
り
も
白
い
光
の
ほ
う
が
優
勢
で
あ
る
。
テ
ー
プ
の
声
は

「知
性
に
お
い
て
、
私
は
今
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
‥
‥

（た
め
ら

っ
て
）

‥
‥
頂
点
に
―

あ
る
い
は
そ
の
辺
り
に
―
―
い
る
と
思
わ
れ

る
」
＜

と
告
白
す
る
。

け
れ
ど
も
、
そ
の
ク
ラ
ッ
プ
も
闇
の
世
界
と
無
縁
で
は
な
い
。
知

性
の
頂
点
に
い
る
は
ず
の
彼
が
、
実
は
、
バ
ナ
ナ
を
食
べ
す
ぎ
る

こ
と
や
、
酒
量
を
減
ら
そ
う
と
い
う
昔
の
決
意
を
今
だ
に
実
行
で

き
ず
に
い
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
彼
は
欲
望
を
抑

え
込
も
う
と
努
力
し

つ
つ
も
、
決
し
て
成
功
し
て
き
た
わ
け
で
は

な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

母
の
死
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
の
次
に
テ
ー
プ
の
声
が
語
る
の
は

「
三

月
の
記
念
す
べ
き
春
分
の
日
」
に
ク
ラ
ッ
プ
が
得
た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
で
あ
る
。
春
分
の
日
と
は
、
昼
と
夜
の
長
さ
が
　
　
　
一

等
し
い
日
で
あ
り
、
ジ

ェ
イ
ム
ス

・
ノ
ウ
ル
ソ
ン
が
指
摘
す
る
よ
　
　
２１

う
に
ゃ

光
と
闇
の
完
璧
な
バ
ラ
ン
ス
を
示
唆
す
る
。
そ
の
と
お
り
、
　

　

一

三
十
九
歳
の
ク
ラ
ッ
プ
は
こ
こ
で
光
と
闇
の
調
和
を
体
験
し
、
作

家
と
し
て
の
成
功
の
予
感
に
胸
を
震
わ
せ
る
。

突
然
私
は
全
て
を
見
た
。
と
う
と
う
ヴ
イ
ジ

ョ
ン
を
得
た
。

だ
が
、
舞
台
上
の
ク
ラ
ッ
プ
が
テ
ー
プ
を
先
に
進
め
て
し
ま
う
の

で
、
そ
の

〈
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
〉
が
如
何
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
は

知
ら
さ
れ
な
い
。

次
に
テ
ー
プ
の
声
は
湖
で
の
美
し
い
情
事
の
思
い
出
に
つ
い
て



語
り
始
め
る
。

彼
女
に
私
を
見
て
く
れ
と
頼
む
と
、
少
し
間
を
お
い
て
―
―

（間
）

―
―
少
し
間
を
お
い
て
彼
女
は
見
て
く
れ
た
。
う
っ
す
ら
と
目

を
あ
け
て
。
日
の
光
が
ま
ぶ
し
か
っ
た
か
ら
だ
。
私
は
目
を
日

陰
に
入
れ
て
や
ろ
う
と
彼
女
に
おヽ
お
い
か
ぶ
さ
る
よ
う
に
し
た
。

す
る
と
彼
女
は
目
を
あ
け
た
。
て

こ
の
シ
ー
ン
の
み
な
ら
ず
、
テ
ー
プ
の
ク
ラ
ッ
プ
の
声
は
、
関
わ

り
の
あ
っ
た
す
べ
て
の
女
性
た
ち
の

〈目
〉
に
言
及
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
以
前
つ
き
合

っ
て
い
た
ら
し
い

「
キ
ー
ダ
ー
通
り
の
ビ

ア
ン
カ
」
は
、
あ
ま
り
語
る
べ
き
も
の
が
な
い
も
の
の

〈目
〉
だ

け
は
賞
賛
に
値
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
母
の
死
の
直
前
に
見
か
け

た
若
い
女
に
つ
い
て
は
、
「私
が
彼
女
の
ほ
う
を
見
る
度
に
、
彼
女

も
私
を
見
て
い
た
。
（筆
者
中
略
）
ちヽ
の
目
！
ま
る
で
‥
‥

（た
め

ら
う
。
）
貴
檄
榎
石
の
よ
う
な
―
」
。

と
描
写
す
る
。

こ
れ
ら
の

〈目
〉
に
対
す
る
執
着
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
が
し
ば
し
ば

用
い
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
哲
学
者
バ
ー
ク
レ
ー
の

「存
在
す
る
と

は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
の
通
り
、
ク
ラ
ッ

プ
に
と

っ
て
、
自
己
の
存
在
感
を
得
る
た
め
に
は
、
他
者
に

〈見

ら
れ
る
こ
と
〉
が
如
何
に
重
要
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
と
言
え

卜
い
・つ
。

だ
が
、
そ
の
他
者
の
必
要
性
と
は
裏
腹
に
、
照
り
つ
け
る
太
陽

の
光
を
浴
び
な
が
ら
、
ク
ラ
ッ
プ
は
彼
女
に
別
れ
を
告
げ
る
。

私
が
、
希
望
が
な
い
、
続
け
て
も
無
駄
〔だ
、
と
言
う
と
、
彼
女

も
同
意
し
た
。
目
を
閉
じ
た
ま
ま
で
。
＜

結
局
こ
こ
で
も
、
目
を
開
け
て

〈観
察
〉
し
て
い
た
の
は
ク
ラ
ッ

プ
の
ほ
う
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
の
恋
人
と
の
別
れ
を
、
一
遍
の

〈作

品
〉
で
あ
る
か
の
如
く
、
甘
美
な
言
葉
で
、
し
か
し
極
め
て
詳
細

か

つ
具
体
的
に
描
写
す
る
。
主
人
公
と
し
て
こ
の
出
来
事
の
内
側

に
い
た
は
ず
の
彼
は
、
こ
の
テ
ー
プ
を
録
音
し
た
と
き
に
は
既
に
、

そ
れ
を
外
側
に
向
け
て
語
り
伝
え
る
者
、
即
ち
作
家
と
な

っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
作
家
と
し
て
の
成
功
の
予
感
に
胸
を
高
鳴
ら
す
三

十
九
歳
の
ク
ラ
ッ
プ
は
、
母
の
死
や
恋
人
と
の
別
れ
を

〈観
察
〉
し

表
現
者
に
徹
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
真
の
感
情
を
犠
牲
に
し
、
現

実
の
世
界
に
お
け
る
他
者
と
の
人
間
的
な
関
係
を
自
ら
断

っ
て
し

ま

っ
た
。
そ
し
て
、
白
い
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
孤
独
な
作
家
の

世
界
に
閉
じ
込
も
る
こ
と
に
な
る
。
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・
４

テ
ー
プ
の
声
が
語
る
三
十
年
前
の
ク
ラ
ッ
プ
は
、
フ
ィ
ジ
カ
ル

な
欲
望
を
抑
え
込
も
う
と
努
力
し
、
知
性
の
光
を
求
め
て
い
た
。
い

わ
ば
現
実
の
人
間
関
係
よ
り
も
言
葉
の
世
界
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
作
家
と
し
て
の
自
意
識
に
支
配
さヽ
れ
た
生
き
方
は
、
彼

に
何
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

舞
台
上
の
現
在
六
十
九
歳
の
ク
ラ
ッ
プ
の
服
装
は
、
前
述
の
よ

う
に
白
と
黒
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
基
調
と
し
て
い
る
。
が
、
こ
こ

で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
昔
は
真
白
だ

っ
た
は
ず
の

彼
の
シ
ャ
ツ
や
プ
ー
ツ
が
、
卜
書
き
で

「あ
か
じ
み
た
自
」
、
「汚

れ
た
自
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
黒
い
闇

が
、
老
ク
ラ
ッ
プ
の
白
い
光
の
世
界
を
侵
食
し
て
い
る
こ
と
を
暗

示
す
る
。
そ
も
そ
も
、
彼
が
テ
ー
プ
に
耳
を
澄
ま
す
白
い
光
に
照

ら
し
だ
さ
れ
た
空
間
は
ご
く
狭
い
ス
ポ
ッ
ト
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
は

既
に
暗
い
闇
に
包
囲
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で
ク
ラ
ッ
プ
が
見
せ
る
コ
ミ
カ
ル
な
身
振
り
も
、

闇
に
よ
る
光
の
侵
食
を
示
唆
す
る
。
引
出
し
の
鍵
を
開
け
て
バ
ナ

ナ
を
取
り
出
し
次
々
と
食
べ
て
し
ま
う
と
い
う
行
為
は
、
そ
れ
ま

で
抑
圧
し
て
い
た
欲
望
を
解
き
放
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、

三
十
年
前
の
ク
ラ
ッ
プ
の
声
が
、
酒
量
を
減
ら
そ
う
と
い
う
昔
の

決
意
に
つ
い
て
語

っ
た
直
後
に
、
現
在
の
ク
ラ
ッ
プ
は
、
テ
ー
プ

を
中
断
し
て
舞
台
奥
に
姿
を
消
し
、
酒
を
飲
む
。
彼
は
昔
か
ら
欲

望
と
闘
い
続
け
て
き
た
の
だ
が
、
も
は
や
そ
れ
を
抑
え
よ
う
と
す

る
努
力
さ
え
放
棄
し

つ
つ
あ
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
よ

っ

て
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ベ
ケ

ッ
ト
は

『プ
ル
ー
ス
ト
論
』
の
中
で
、
「き
の
う
の
抱
負
は

き
の
う
ρ
自
我
に
と

っ
て
は
有
効
で
も
、
今
日
の
自
我
に
は
無
効

で
あ
る
」
く
と
述
べ
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
の
通
り
、
三
十
年
前
の
テ
ー

プ
の
声
は
昔
の
自
分
の
希
望
や
決
意
を
笑
う
の
で
あ
る
が
、
現
在

の
ク
ラ
ッ
プ
は
更
に
そ
の
テ
ー
プ
の
言
葉
を
笑
う
。
そ
し
て
過
去

の
自
分
の
声
が
、
今
ま
で
に
歌
を
唄

っ
た
こ
と
は
な
か

っ
た
し
、
将

来
も
唄
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
言

っ
た
直
後
に
、
舞
台
上
の
彼

は
そ
の
言
葉
を
故
意
に
覆
す
か
の
よ
う
に
、
堂
々
と
歌
を
唄
う
の

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ク
ラ
ッ
プ
が
か

つ
て
自
ら
に
つ
い
て
語

っ
た
言

葉
は
、
現
在
の
彼
自
身
に
よ

っ
て
次
々
と
否
定
さ
れ
て
い
く
。
皮

肉
に
も
彼
が
抑
え
よ
う
と
し
て
き
た
フ
イ
ジ
カ
ル
な
欲
望
だ
け
が

時
の
流
れ
を
超
え
て

一
貫
し
て
お
り
、
彼
が
全
て
を
犠
牲
に
し
て

紡
ぎ
出
し
て
き
た
言
葉
は
、
現
実
の
ク
ラ
ッ
プ
の
本
質
か
ら
乖
離

し
て
い
く
ば
か
り
で
あ
る
。

表
現
に
徹
し
た
母
の
死
の
く
だ
り
を
聴
い
て
も
、
現
在
の
老
ク
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ラ
ッ
プ
は
辞
書
を
ひ
か
な
け
れ
ば
そ
の
難
解
な
表
現
が
理
解
で
き

な
い
。
も
と
も
と
人
間
的
な
感
情
表
出
を
捨
て
た
描
写
は
、
心
を

動
か
す
よ
う
な
個
人
的
な
記
憶
を
喚
び
起
こ
す
こ
と
は
な
い
の
で

あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
三
十
九
歳
の
ク
ラ
ッ
プ
が
春
分
の
日
に
得

た
創
作
上
の
偉
大
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
語
り
始
め

る
と
、
六
十
九
歳
の
彼
は
テ
ー
プ
に
対
し
て
悪
態
を
つ
き
、
中
断

し
て
先
に
進
め
て
し
ま
う
。
従

っ
て
、
テ
ー
プ
の
声
が
語
る

〈ヴ

イ
ジ
ョ
ン
〉
―

嵐
と
夜
の
、
理
解
の
光
や
炎
と
の
分
か
ち
難
い

結
び
付
き
が
如
何
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
な

い
。
観
客
は
、
テ
ー
プ
を
聴
こ
う
と
も
せ
ず
怒
り
を
露
わ
に
す
る

舞
台
上
の
ク
ラ
ッ
プ
の
姿
か
ら
、
彼
が
悟

っ
た
は
ず
の
光
と
闇
の

調
和
が
決
し
て
彼
の
人
生
を
豊
か
に
し
な
か

っ
た
こ
と
、
あ
る
い

は
そ
の
悟
り
自
体
、
彼
の
錯
覚
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を

知
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
湖
で
の
情
事
の
く
だ
り
に
な
る
と
、
彼

は
テ
ー
プ
を
巻
き
戻
し
て
そ
の

一
部
始
終
に
耳
を
傾
け
る
。
け
れ

ど
も
そ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
失

っ
て
し
ま

っ
た
恋
の
物
語
で

し
か
な
い
。

テ
ー
プ
の
声
が
語
る
三
十
九
歳
の
ク
ラ
ッ
プ
と
舞
台
上
の
六
十

九
歳
の
ク
ラ
ッ
プ
と
の
間
に
は
、
こ
の
よ
う
に
深
い
断
絶
が
あ
り
、

観
客
は
、
語
ら
れ
る
言
葉
と
の
差
異
、
即
ち
、
〈そ
う
で
は
な
い
も

の
〉
と
し
て
し
か
、
現
実
の
ク
ラ
ッ
プ
の
姿
を
認
識
で
き
な
い
の

で
あ
る
。

Ｆ
Э

た

っ
た
今
、
三
十
年
前
の
大
馬
鹿
野
郎
の
話
を
聴
い
た
・湾
こ
ろ

だ
。
自
分
が
あ
れ
ほ
ど
ひ
ど
か

っ
た
と
は
信
じ
が
た
い
。
＜

前
述
の
よ
う
に
、
彼
は
新
し
い
テ
ー
プ
を
録
音
す
る
度
に
、
過
去

の
テ
ー
プ
の
中
で
語
ら
れ
た
古
い
自
己
を
否
定
す
る
。
そ
し
て
新

た
に
自
己
に
つ
い
て
語
り
直
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
言
葉
は
果
て

し
な
い
堂
々
巡
り
の
よ
う
に
、
未
来
の
ク
ラ
ッ
プ
自
身
に
よ
っ
て

湖
で
の
情
事
に
つ
い
て
聴
き
終
え
る
と
、
ク
ラ
ッ
プ
は
テ
ー
プ

レ
コ
ー
ダ
ー
を
止
め
、
再
び
欲
望
に
身
を
任
せ
る
よ
う
に
バ
ナ
ナ

を
食
べ
酒
を
飲
む
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
、
今
年
の
録
音
に
と
り
か

か
る
。

丁
度
、
三
十
九
歳
の
ク
ラ
ッ
プ
が
テ
ー
プ
の
中
で
、
昔
の
テ
ー
　

　

一

プ
に
′つ
い
て

「自
分
が
あ
ん
な
若
造
だ

っ
た
な
ん
て
信
じ
ら
れ
な
　
　
Ｚ

い
」
。

と

コ
メ
ン
ト
し
た
の
と
同
様
に
、
六
十
九
歳
の
ク
ラ
ッ
プ
は
　

　

一

三
十
九
歳
の
テ
ー
プ
を
け
な
し
始
め
る
。



否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

〈私
〉
に
向
け
ら
れ
た

〈私
〉
に
つ
い
て
語
る
言
葉
は
、
ほ
か

な
ら
ぬ

〈私
〉
に
よ

っ
て
否
定
さ
れ
、

つ
い
ぞ

〈私
〉
の
本
質
に

は
到
達
し
な
い
。
ク
ラ
ッ
プ
自
身
に
と

っ
て
も
、
現
在
の
、
現
実

の
、
真
の

〈私
〉
は
、
常
に

〈
そ
う
で
は
な
い
も
の
〉
と
し
て
逆

説
的
に
し
か
語
り
得
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
彼
は
お
そ
ら
く
、
こ

の
サ
イ
ク
ル
の
繰
り
返
し
に
よ

っ
て
年
に

一
度
の
録
音
を
長
年
続

け
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
六
十
九
歳
の
録
音
の
途
中
で
、
ク
ラ
ッ
プ
は

こ
の
サ
イ
ク
ル
を
完
結
さ
せ
ら
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
ル
「
あ
ん
な

こ
と
が
す
べ
て
終
わ

っ
た
の
は
、
と
に
か
く
有
難
い
」
。

と
悪
態
を

つ
き
な
が
ら
も
、
そ
の
過
去
を
否
定
し
き
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

彼
は
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
に
向
か

っ
て
語
る
。

あ
そ
こ
に
は
全
て
が
あ
っ
た
。
こ
の
古
たい
地
球
上
の
何
も
か
も

が
。
光
も
闇
も
飢
え
も
ご
馳
走
も
…
。

．

そ
し
て
彼
は
、
自
分
が
作
家
と
し
て
世
間
に
認
め
ら
れ
ず
、
出
版

し
た
本
は
わ
ず
か
十
七
冊
し
か
売
れ
な
か

っ
た
こ
と
を
告
白
す
る
。

三
十
年
前
の
春
分
の
日
に
見
た

〈
ヴ
イ
ジ

ョ
ン
〉
は
彼
の
作
品
を

成
功
に
導
か
ず
、
書
く
こ
と
に
よ

っ
て
光
と
闇
を
調
和
さ
せ
る
こ

と
に
、
ク
ラ
ッ
プ
は
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。

続
い
て
彼
は
現
在
の
女
性
関
係
に
つ
い
て
語
る
が
、
も
は
や
現

実
の
世
界
に
お
け
る
豊
か
な
人
間
関
係
と
し
て
の
恋
愛
に
は
縁
の

な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
今
の
彼
は
、
フ
オ
ン
テ
ー
ヌ
の

小
説
に
出
て
く
る
エ
フ
イ
ー
と
い
う
登
場
人
物
と
の
恋
愛
を
夢
想

し
、
実
際
に
は
肉
体
的
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
娼
婦
フ
ァ
ニ
ー
と

不
毛
な
関
係
を
持

つ
だ
け
で
あ
る
。

「
そ
の
年
で
ど
う
や

っ
て
こ
な
し
て
い
る
の
？
」
と
い
う
フ
ァ

ニ
ー
の
質
問
に
対
し
て
、
ク
ラ
ッ
プ
は

「
一
生
の
間
ず

っ
と
た
め

て
き
た
の
さ
」
。

と
答
え
る
。
作
家
と
し
て
生
き
抜
く
た
め
に
、
彼

　

　

一

は
他
者
と
の
人
間
的
な
結
び
付
き
を
断
ち
切
り
欲
望
を
蓄
積
し
て
　
　
お

き
た
の
で
あ
る
。
〈
口
の
彼
に
と

っ
て

一
年
と
は

「
酸

っ
ぱ
い
食
い
　

　

一

戻
し
と
鉄
の
便
器
」
＜
に
過
ぎ
な
い
。

．オ
８
８
ｖと
い
う
名
は
、
排
泄
物
を
意
味
す
る
俗
語
の
ざ
●
■
に

か
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
孤
独
な
部
屋
で
、
欲
望
を
蓄
積
し

て
は
テ
ー
プ
を
排
泄
し
続
け
て
き
た
と
言
え
る
。

あ
ら
ゆ
る
文
学
作
品
は
読
者
と
い
う
名
の
他
者
を
必
要
と
し
、
読

ま
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て

〈
作
品
〉
と
し
て
世
界
に
存
在
し

得
る
。
作
家
に
と

っ
て
書
く
こ
と
そ
の
も
の
は
排
泄
行
為
に
も
似

た
孤
独
な
作
業
で
あ
る
に
せ
よ
、
生
み
出
さ
れ
た

〈作
品
〉
は
作

家
の
手
を
離
れ
て
他
者
に
向
か

っ
て
開
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が



ク
ラ
ッ
プ
は
外
界
か
ら
孤
立
し
た
自
己
閉
塞
的
世
界
の
中
で
、
唯

一
の
読
者
と
し
て
、
自
己
の
排
泄
物
た
る
テ
ー
プ
と
向
か
い
合
う

し
か
な
い
の
で
あ
る
。

あ
ま
り
に
も
皮
肉
な
こ
と
に
、
ク
ラ
ッ
プ
の
言
葉
は

〈私
〉
に

つ
い
て
語
ろ
う
と
し
な
が
ら
、
〈作
品
〉
を
指
向
す
る
た
め
に
真
の

〈私
〉
か
ら
乖
離
し
て
い
く
。
だ
が
、
そ
の
結
果
、
読
者
と
い
う

〈他

・者
〉
を
も
失

っ
て

〈作
品
〉
に
な
り
得
ぬ
ま
ま
、
〈私
〉
の
世
界
に

閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ク
ラ
ッ
プ
の
無
数
の
テ
ー
プ
と
は
、
い

わ
ば
、
〈公
〉
と

〈私
〉
の
間
に
堆
積
し
た
排
泄
物
で
あ
ろ
う
。

本
来
、
普
遍
的
な
伝
達
手
段
と
し
て
他
者
に
向
か
う
べ
き
言
葉

は
、
こ
こ
で
は

〈私
〉
か
ら

〈私
〉
へ
と
発
せ
ら
れ
る
。
し
か
し

そ
の
言
葉
は
、
〈私
〉
の
虚
像
を
言
語
平
面
上
に
創
り
出
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
ほ
か
な
ら
ぬ
実
体
と
し
て
の

〈私
〉
を
、
語
り
得
ぬ
も

の
と
し
て
疎
外
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
出
回
の
な
い
自
己
閉
塞
的
世
界
は
、
必
然
的
に
沈
黙

へ
と

収
聯
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
事
実
、
ク
ラ
ッ
プ
は
テ
ー
プ
レ

コ
ー
ダ
ー
に
向
か
い
合
う
う
ち
に
、
急
速
に
沈
黙
へ
と
傾
斜
し
て

い
く
。

＾
０

録
音
の
途
中
で
ク
ラ
ッ
プ
は
再
び
歌
を
回
ず
さ
む
。

さ
あ
昼
は
終
わ
っ
た
。
夜
が
や
っ
て
く
る
。
夕
暮
れ
の
―
―

（咳

を
し
、

‐
ほ
と
ん
ど
聞
き
取
れ
ぬ
声
で
）
―

影
が
、
空
に
忍
び

寄
る
。
。

こ
の
歌
詞
は
、
彼
が

つ
い
に
光
を
捨
て
て
闇
を
取
り
戻
そ
う
と
す

る
こ
と
を
暗
示
す
る
。
彼
は
言
う
。

お
ま
え
の
酒
を
飲
み
干
し
て
寝
て
し
ま
え
。
話
の
続
き
は
朝
に

し
ろ
。
あ
る
い
は
、
こ
の
ま
ま
放

っ
て
お
け
。
（間
。
）
こ
の
ま

ま
放

っ
て
お
く
ん
だ
。
（間
。
）
ヽ
暗
闇
の
中
で
肘
枕
を
し
て
寝
こ

ろ
ん
で
ぼ
ん
や
り
し

て
い
ろ
。
く

こ
こ
に
至

っ
て
、
ク
ラ
ッ
プ
は
光
の
中
で
、
タ
プ
ー
を
破
る
か
の

よ
う
に
堂
々
と
飲
酒
を
自
分
に
勧
め
、
欲
望
を
正
直
に
受
け
入
れ

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
が
、
劇
中
唯

一
こ
こ
だ
け
で
使
わ
れ
る

二
人
称
が
自
分
自
身
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
彼
の
絶
対

的
な
孤
独
を
際
だ
た
せ
る
。

過
去
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
録
音
の
出
だ
し
の
言
葉
と
は
裏
腹

に
、
彼
は
ク
リ
ス
マ
ス

・
イ
ヴ
や
日
曜
日
の
鐘
の
音
な
ど
を
断
片

― る 一



的
に
回
想
し
つ
つ
、
「も
う

一
度
」
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
す
。
そ

し
て
次
の
言
葉
を
最
後
に
沈
黙
す
る
。

も
う

一
度
、
も
う

一
度
。
（間
。
）
あ
の
、
昔
の
悲
惨
な
出
来
事

の
全
て
を
。
（間
。
）
お
ま
え
に
は

一
度
で
は
足
り
な
か

っ
た
の

だ
。
（間
。
）
彼
女
の
上
に
身
を
横
た
え
ろ
。
。

長
い
間
の
後
、
ク
ラ
ッ
プ
は
突
然
録
音
中
の
テ
ー
プ
を
引
き
ち
ぎ

っ
て
投
げ
捨
て
る
。
と
う
と
う
語
る
こ
と
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
、
自
ら
選
び
と

っ
て
き
た
作
家
と
し
て
の

人
生
を
決
定
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

孤
独
感
の
中
で
、
彼
は

「も
う

一
度
」
甘
美
な
情
事
の
思
い
出

に
浸
る
べ
く
、
三
十
年
前
の
テ
ー
プ
を
再
度
回
す
。
け
れ
ど
も
情

事
の
く
だ
り
が
終
わ
る
と
、
テ
ー
プ
の
声
は
皮
肉
に
も
沈
黙
の
描

写
に
移
る
。

真
夜
中
過
ぎ
。
こ
ん
な
沈
黙
が
あ
る
と
は
知
ら
な
か^

っ
た
。
地

球
に
は
誰
も
住
ん
で
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
＜

三
十
年
前
に
語
ら
れ
た
ク
ラ
ッ
プ
の
言
葉
は
、
こ
の
時
初
め
て
現

在
の
ク
ラ
ッ
プ
の
実
体
と

一
致
す
る
。
彼
が
語
り
続
け
て
き
た
言

葉
は
常
に
彼
の
虚
像
を
創
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
自
身
を
疎

外
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
出
来
事
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
、
作
家

の
視
点
か
ら

〈観
察
〉
出
来
る
位
置
、
即
ち
、
出
来
事
の
外
側
に

自
ら
を
疎
外
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
い
に
語
る
こ
と
を

放
棄
し
て
沈
黙
し
た
時
、
彼
は
語
る
者
か
ら
語
ら
れ
る
者
と
な
り
、

初
め
て
語
ら
れ
る
話
の
内
部
に
正
し
く
存
在
し
得
た
と
言
え
よ
う
。

だ
が
同
時
に
、
語
る
こ
と
の
放
棄
と
沈
黙
は
作
家
に
と

っ
て
死

に
等
し
い
。
理
知
の
光
を
浴
び
て
語
り
続
け
る
こ
と
を
選
び
、
そ

の
た
め
に
闇
の
世
界
に
属
す
る
欲
望
や
人
間
的
な
感
情
を
切
り
捨

て
て
き
た
ク
ラ
ッ
プ
に
と

っ
て
、
残
さ
れ
た
も
の
は
他
者
と
の
関

係
を
失

っ
た
現
実
の
孤
独
感
と
喪
失
感
だ
け
で
あ
る
。

失

っ
て
し
ま

っ
た
も
の
は
三
度
と
戻

っ
て
は
来
な
い
。
過
去
を

取
り
戻
し
た
い
と
い
う
彼
の
願
望
は
、
そ
の
過
去
か
ら
聞
こ
え
て

く
る
テ
ー
プ
の
、
彼
自
身
の
最
後
の
言
葉
に
よ
っ
て
絶
対
的
に
拒

否
さ
れ
る
。

こ
こ
で
こ
の
テ
ー
プ
を
終
わ
り
に
す
る
。
ボ
ッ
ク
ス
ー
ー

（間
。
）

―

三
番
。
ス
プ
ー
ル
ー

　
（間
。
）
―
―
五
号
。
（間
。
）
お
そ

ら
く
私
の
最
高
の
時
代
は
終
わ

っ
て
し
ま

っ
た
の
だ
ろ
う
。
幸

福
に
な
れ
る
チ
ャ
ン
ス
の
あ

っ
た
時
代
は
。
で
も
、
　

私
は
そ

の
時
を
取
り
戻
し
た
く
は
な
い
。
今
、
私
の
内
に
は
炎
が
燃
え
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な て
い い
の る
だ の

だ
か^
ら
。
そ
う
、
私
は
そ
の
時
を
取
り
戻
し
た
く
は

ｏ

わ
Ｖ

過
去
の
自
己
を
否
定
し
現
在
の
自
己
に
つ
い
て
新
し
く
語
り
直
す

と
い
う
パ
タ
ー
ン
は
裏
返
さ
れ
、
こ
こ
で
は
過
去
の
言
葉
が
現
在

を
否
定
す
る
。
こ
う
し
て
彼
の
自
己
閉
塞
的
サ
イ
ク
ル
は
、
外
界

か
ら
完
全
に
孤
立
し
た
ま
ま
そ
の
運
動
を
止
め
る
の
で
あ
る
。

テ
ー
プ
の
空
回
り
す
る
音
だ
け
を
聴
き
な
が
ら
静
止
し
沈
黙
す

る
ク
ラ
ッ
プ
は
、
既
に
作
家
で
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
自
分
の

存
在
を
認
め
て
く
れ
る
他
者
を
も
持
た
ず
、
も
は
や
何
者
で
も
な

く
た
だ
そ
こ
に
い
る
の
で
あ
る
。
彼
自
身
が
そ
の
名
の
通
り
、
自

分
自
身
の
人
生
の
残
骸
、
排
泄
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
。

て
い
る
の
は
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た

『ク
ラ
ッ
プ
の
最
後
の
テ
ー

プ
」
の
テ
ー
マ
、
〈作
家
〉
が

〈私
〉
に
つ
い
て
語
る
こ
と
と
そ
の

不
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。

例
え
ば

『私
じ
ゃ
な
い
」
で
は
、
舞
台
上
の

〈
口
〉
は
語
り
つ

つ
あ
る
物
語
の
主
人
公
が
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
し
、

一
九
七
五
年
に
書
か
れ
た

『あ
し
お
と
』
で
は
舞
台
上
の
語
り
手

が

「読
者
」
に
向
か

っ
て
、
自
分
の
こ
と
で
あ
る
ら
し
い
物
語
を

二
人
称
で
語
る
。
ま
た

一
九
八

一
年
の

『
オ
ハ
イ
オ
即
興
曲
』
で

は
、
本
に
書
か
れ
た
物
語
を
朗
読
す
る
の
だ
が
、
舞
台
上
の

〈聴

き
手
〉
は

〈読
み
手
〉
と

一
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
ほ
か
な
ら
ぬ

そ
の
物
語
の
主
人
公
で
も
あ
り
、
さ
ら
に
書
き
手
で
も
あ
る
こ
と

が
示
唆
さ
れ
る
。
〈私
〉
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
問
題
は
、
作
家
で

あ
る
ベ
ケ
ッ
ト
自
身
に
と

っ
て
、
最
も
切
実
な
テ
ー
マ
だ

っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
ク
ラ
ッ
プ
の
最
後
の
テ
ー
プ
』
に
示
さ
れ
て
い
た
の
は
、
言

葉
が
本
来
普
遍
的
な
伝
達
手
段
と
し
て

〈公
〉
に
向
け
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
以
上
、
〈私
〉
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は

〈私
〉
の
虚
像
を

言
語
平
面
上
に
創
出
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
実
体
と
し
て
の

〈私
〉
を
語
り
得
ぬ
も
の
と
し
て
疎
外
し
て
い
く
と
い
う
現
実
で
あ

る
。
そ
し
て
、
〈公
〉
へ
の
出
口
を
閉
ざ
し

〈私
〉
の
世
界
に
閉
じ

込
も
る
と
き
、
作
家
は
沈
黙
に
至
る
し
か
な
い
。
沈
黙
は
、
作
家

７

〓

『
ク
ラ
ッ
プ
の
最
後
の
テ
ー
プ
』
は
、
ベ
ケ
ッ
ト
の
劇
作
上
の

重
要
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

登
場
人
物
の
削
減
と
対
話
の
変
容
に
よ
る
自
己
閉
鎖
的
状
況
の
呈

示
と
い
う
こ
の
作
品
の
特
徴
は
、　
一
九
七
二
年
に
書
か
れ
た

『
私

じ
ゃ
な
い
』
以
降
の
戯
曲
の
基
本
的
構
造
と
し
て
定
着
し
て
い
く

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
戯
曲
で
繰
り
返
し
追
求
さ
れ

―
"一



に
と

っ
て
死
と
同
義
で
あ
る
。
ベ
ケ
ッ
ト
は
、
例
え
ば

『
オ

ハ
イ

オ
即
興
曲
』
が
、
「
語
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
残

っ
て
い
な
い
」
と
い

う
言
葉
に
始
ま
り

「語
る
こ
と
は
何
も
残

っ
て
い
な
い
」
と
い
う

宣
言
に
終
わ
る
よ
う
に
、
こ
の
後
の
作
品
で
も
、
死
の
影
の
下
で

沈
黙
に
向
か

っ
て
自
分
自
身
の
最
後
の
物
語
を
紡
ぎ
出
す
作
家
の

姿
を
描
き
続
け
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の

一
見
救
い
の
な
い
絶
望

的
な
沈
黙
を
描
く
の
に
、
ベ
ケ
ッ
ト
が
演
劇
と
い
う
形
式
を
選
び

と

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

舞
台
上
の

〈作
家
〉
た
ち
は
、
自
ら
の
言
葉
に
よ

っ
て
疎
外
さ

れ
、
〈
そ
う
で
は
な
い
も
の
〉
と
し
て
逆
説
的
に
し
か
己
れ
の
存
在

を
確
か
め
得
ぬ
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
演
の
場
に
お

い
て
は
、
た
と
え
最
後
に
語
る
言
葉
を
失

っ
て
沈
黙
し
作
家
と
し

て
死
ん
だ
と
し
て
も
、
舞
台
上
に
は
確
実
に

一
個
の
肉
体
の
存
在

が
残
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
肉
体
は
、
常
に
そ
れ
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
言

葉
に
対
し
て

〈
そ
う
で
は
な
い
も
の
〉
と
し
て
の
差
異
を
主
張
し
、

最
後
の
沈
黙
の
瞬
間
に
つ
い
に

〈
作
家
〉
で
さ
え
な
く
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
逆
に
、
い
か
な
る
言
語
的
解
釈
か
ら
も
自
由
な
の
で

あ
る
。
そ
の
時
観
客
は
、
最
も
直
接
的
に
、
ト
ー
タ
ル
な
人
間
存

在
と
し
て
、
そ
の
名
づ
け
得
ぬ
も
の
の
存
在
を
知
覚
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
わ
ば
、
言
語
に
よ

っ
て
自
ら
を
疎
外
し
て
い
く
ベ
ケ
ッ
ト
の

〈作
家
〉
た
ち
は
、
観
客
に

〈見
ら
れ
る
こ
と
〉
に
よ

っ
て
最
終
的

に
救
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
前
述

の

〈存
在
す
る
と
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
〉
と
い
う
テ
ー
ゼ

は
、
こ
こ
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

ベ
ケ

ッ
ト
が

〈
私
）
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
不
可
能
性
と
い
う

問
題
を
、
演
劇
と
い
う
最
も

〈公
〉
に
向
か

っ
て
開
か
れ
た
形
式

の
中
で
追
求
し
続
け
た
根
拠
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
あ
た
り
に
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
検
証
を
私
の
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
し
て
本
稿

の
結
び
に
代
え
た
い
と
思
う
。

註①
　
∽
”
ヨ
ｃ
ｏ
】
”
ｏ
ｏ
だ
ｏ
Ｆ
パ
いヽ
ヽ
ヽ
げ
い
場
ヽ
日
ヽヽ
ｏ

「
”げ
ｏ
「
”
ヨ
ｏ
「
”げ
ｏ

，

】。
∞
。
（も
ぃ
∞
）
も
、
も
・

な
お
、
本
稿

で
は
　

い
ｏ
ミ
ミ
ヽ
い
８
ド

０
゛

日
、お
　
０
０
ミ
ヽ
ぉ
ぉ
り
ヽヽ
ミ
ヽ
ミ
０
事
゛
ュ
む
ヽ
「
”
げ
０
『
”
ヨ
０

「
”
σ
Ｏ
●

い０
∞
０
所
収

の
版
を
使
用
し

て
お
り
、
「
ク
ラ

ッ
プ

の
最
後

の

テ
ー
プ
』
の
引
用
は
す

べ
て
同
戯
曲
集
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

０

パ
コ．∽〓
●
マ
ぃｏ
■
●
ｏ

，
０
ヽ
ヽ
お
いヽ
ミ
ミ

０
、
ｏヽ
こ
ｏ
お
●
「・
∃
、ぼ
史
いｏ
（ミ

≧
ヽ
ヽヽ
い
、き
ヽ
き
　
ゃヽ
い
、
ゃ
ヽ
●
Ｑ
ご
Ｆ
ミ
ｔ
●
ヽ
い
ヽ
Ｑ
ざ
・獄
ヽ
ミヽ

蜜
ヽ
ｏヽ
ヽヽ

、
」ヽ
お
お
弓
す
ｏ
Ｃ
ヨ
．く
ｏ
フ
言
ヽ
ｏ
「
０
〓
ｏ”
”
ｏ
「
・３
∽′
ＨＯ
∞
Ｐ
ｏ
・い
０
・
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③
　
＞
ａ
３
で

バ
８
８
ｅ
■
六
８
〓
ご

∪
〓
ｏ
燿
ｏ
　
ｏ
「
∽
ｏ
マ
３
Ｆ

”
ｏヽ
や
ミ

ｏ
ヽ
∞
０
ヽ
い
ｏｏ
や
ミ
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６
ｏ
ヽ
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〇
Ｘ
」σ
ａ

Ｃ
ヨ
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ｏ
あ
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協
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い
・
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Ｌ
Ｏ
Ｎ
・

④
　
ｕ
８
″
ｌ

Ｓ
・６
、
も
。博
ｏ
・

０
　
０
訂
Ｌ
Ｏ
∽
”
・
ｒ
ヽ
０
●
´

ゃ
ミ
ミ
、
い
Ｓ
Ｎ
Ｆ

↓
す
０
〓
３
〓
〓
営

”
■
あ
∽
ｒ
”
０

こ

“
０
∞
い

。
●
・
【
０
】

・

〔ｇ　　】〕ｏｏだｏ８・ｏ・ヽ・６・．卜）一。い一ｏ・

⑦

卜
８
・ｏド

③
　
』・ヨ
ｏ∽
蜃
ｏ
■
８
Ｐ
旨
ミ
ミ
ヽ
”
８
膠
社
・・
バ
Ｓヽ
ヽ
げ
』ゝ

ヽ
ョ
ヽヽ
・ヽ

日
す
ｏ
●
言
６

ノ
く
ｏ
【オ
σ
ｏ
ｏ
澪

【
）

∪

コ
〓
“
∽
”
０
０
″
〕
ｒ
”０

‘

口
０
∞
Ｏ

¨
０
・Ｎ
い
・

口
ｏ
ｏ
″
２

一

ｏ
モ
・ｏ
」■

●
・ヽ

い
０

・

ヽ
゛
』ヽ

‘

一
・
い
い
ｒ

ヽ
い
ミ

‘

一
・
い
”
∞

・

ヽ
゛
沖
摯

・
一
・
い
０
【

・

∽
”
』ヨ
」
ｏ
一
”
ｏ
ｏ
ド
ｏ
〓

い
ヽ
ヽ
０
一涙
〕゙

（
Ｖ
ｏ
く
ｏ

「
コ
あ
り
【
●
ｏ
・

“
つ
い
一

¨
●
・い
・

”
０
０
だ
ｏ
舞

・
ｏ
や

０
や

じ

０
ヽ

日
∞

・

を
免
れ
、
〈公
〉
に
向
か

っ
て
作
品
を
発
表
し
続
け
て
き
た
作

家
の
、
永
遠
の
沈
黙
が
安
ら
か
で
あ
る
こ
と
を
祈
る
。

12XllX10)(9)(21)(15)(14X13X
I	I

※
本
稿
執
筆
中
に
ベ
ケ
ッ
ト
の
訃
報
が
伝
え
ら
れ
た
。
ク
ラ
ッ

プ
の
よ
う
に

〈私
〉
の
世
界
に
閉
ざ
さ
れ
た
孤
独
な
沈
黙
で

は
な
く
、
作
家
の
沈
黙
を
描
く
こ
と
に
よ

っ
て
自
ら
は
沈
黙

(24X20)

ヽ
い
ヽヽ

Ｃ

Ｏ
・い
い
い

。

ヽ
い
ヽヽ

・・
一
・い
Ｏ
ω

・
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（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
　
司
会
）

イ
ェ
イ
ツ
…
政
治
と
想
像
力

イ
ェ
イ
ツ
と
政
治
と
い
う
主
題
は
、
か
つ
て
は
、

一
種
の
鬼
門
、

天
使
も
踏
む
を
は
ば
か
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
彼
の
生
涯
に
お
い

て
政
治
は
つ
ね
に
大
き
な
主
題
で
あ

っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ

を
真
正
面
か
ら
取
り
扱
う
立
場
は
少
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
は
、
批

評
的
風
土
も
大
き
く
作
用
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
詩
人
と
お
な

じ
主
義

・
信
条
を
奉
ず
る
こ
と
な
く
、
そ
の
作
品
を
愛
す
る
こ
と

は
可
能
か
、
と
い
う
問
い
か
け
自
体
が
今
で
は
時
代
遅
れ
な
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
か
つ
て
は
、
こ
れ
は
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。
じ

じ
つ
イ
ェ
イ
ツ
の
政
治
的
主
題
を
扱

っ
た
作
品
の
な
か
に
は
、
そ

こ
に
呈
示
さ
れ
て
い
る
主
張
と
は
正
反
対
の
極
に
位
置
す
る
読
者

に
と
っ
て
す
ら
感
動
を
与
え
ら
れ
る
も
の
が
数
多
い
。
こ
う
し
た

読
者
＝
批
評
家
に
と

っ
て
、
新
批
評
の
テ
ー
ゼ
で
あ
る
、
詩
と
信
と

の
切
離
し
、
疑
似
陳
述
と
い
う
公
理
は
救
い
で
あ

っ
た
。
醇
乎
と

出

淵

　

　

博

し
た
詩
の
自
立
的
空
間
、
言
語
芸
術
と
し
て
囲
い
込
み
、
爽
雑
物

を
締
め
出
す
戦
略
は
、
忌
む
べ
き
政
治
思
想
と
優
れ
た
詩
と
い
う
、

居
心
地
悪
さ
を
解
消
す
る
絶
好
の
道
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
囲
い
込
み
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
に
は
囲
み
こ

み
の
ゆ
え
に
、
詩
の
も

つ
爽
雑
物
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
そ
の
詩
の

魅
力
を
高
め
て
い
る
事
実
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ

た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
イ

ェ
イ
ツ
の
作
品
に
対
す
る
、
反
撥

と
魅
力
、
反
撥
す
る
が
ゆ
え
の
魅
力

（ａ
Ｆ
ご
ヨ
ｏ
）と
い
う
複
雑
な

価
値
の
構
造
は
、
新
批
評
の
方
法
、
少
な
く
と
も
そ
の
模
範
的
な

方
法
に
よ
る
限
り
解
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
言

い
直
す
な
ら
新
批
評
と
い
う
詩
と
信
を
切
断
す
る
風
土
は

一
つ
の

す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
立
場
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

イ

ェ
イ
ツ
と
政
治
と
い
う
主
題
を
あ
ら
た
め
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
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で
と
り
あ
げ
る
場
合
、
こ
う
し
た
批
評
方
法
の
政
治
性
と
の
関
係

を
含
め
て
の
、
従
来
の
政
治
の
概
念
に
は
適
合
し
な
か

っ
た
、
発

想
、
思
考
、
広
い
意
味
で
の
想
像
力
に
見
ら
れ
る
政
治
性
を
検
討

す
る
必
要
が
で
て
く
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
ま
で
論
じ
る
こ
と
が

新
た
な
地
平
を
拓
く
道
に
な
る
と
思

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
た
め

に
は
、
基
礎
作
業
と
し
て
当
然
か
ん
が
え
ら
れ
る
、
イ
ェ
イ
ツ
の

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
内
乱
を
あ

つ
か

っ
た
詩
群

ぃ．國
五
ｏｌ
Ｏ
ヽ
．

ＡＫ
ａ
鷺̈

ｏ̈３
〓
ゴ
ヨ
ｏ
ま
０
マ
〓
く
”ヽ

な
ど
を
中
心
に
、
言
語
表
現

に
見
ら
れ
る
彼
の
政
治
的
姿
勢
の
多
面
性
、
と
り
わ
け
、
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
の
歴
史
、
宗
教
的
伝
統
に
対
す
る
姿
勢
を
、
ジ

ョ
イ
ス
と

の
比
較
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
シ
ェ
イ
マ
ス
・
ヒ
ー
ニ
ー
と
の
比

較
に
お
い
て
論
じ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ

る
政
治
的
季
節
の
さ
な
か
と
も
言
う
べ
き
３０
年
代
詩
人
の
立
場
か

ら
。
そ
し
て
彼
ら
と
の
対
照
に
お
い
て
イ
ェ
イ
ツ
が
ど
う
い
う
意

味
を
も
つ
か
、
詩
と
信
と
も

つ
な
が
り
あ
る
詩
的
誠
実
の
問
題
に

も
言
及
し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
は
矯
激
の
書
と
し

て
正
面
か
ら
扱
う
こ
と
を
た
め
ら
い
が
ち
だ

っ
た
Ｏ
●
手
ｏ
口
ｏ
〓
ｑ
が

提
起
し
た
問
題
に
触
れ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
は
特
筆
に
値
し
よ
う
。

も
う

一
つ
、
こ
の
文
章
の
最
初
に
述
べ
た
批
評
の
政
治
性
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
例
を
あ
げ
つ
つ
、
肌
理
細
か
い
分

析
を
通
じ
て
、
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
た
だ
い
た
こ
と
を
言
い
添

え
た
い
。　
詳
細
は
各
講
師
が
当
日
の
報
告
に
も
と
づ
い
て
書
か
れ

た
論
考
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
す
る
が
、
前
年
度
の

「
イ
ェ
イ
ツ
と
神

秘
主
義
」
に
つ
づ
い
て
、
タ
プ
ー
と
言
わ
な
い
ま
で
も
、
少
な
く

と
も
日
本
で
は
遠
巻
き
に
さ
れ
て
い
た
（そ
れ
だ
け
に
、
今
後
は

一

種
、
軽
薄
な
意
味
を
含
め
て
も
、
隆
盛
の
兆
し
が
あ
る
）分
野
を
と

り
あ
げ
た
わ
け
で
あ
る
。
少
々
欲
張

っ
て
間
口
を
ひ
ろ
げ
た
せ
い

も
あ

っ
て
、
当
日
は
、
議
論
を
十
分
に
煮

つ
め
る
こ
と
が
で
き
な

か

つ
た
し
、
さ
ら
に
フ
ロ
ア
か
ら
の
ご
質
問
を
受
け
る
余
裕
が
な

か

っ
た
の
は
残
念
で
あ
り
、
司
会
者
の
不
手
際
と
申
し
訳
な
く
思

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
下
考
え
ら
れ
得
る
問
題
は

一
応
提
起
し

得
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
て
い
る
。
ご
叱
正
を
賜
り
、
叩
き

台
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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一
九

一
六
年
の

「緑
」

＾^口
あ
お
ユ
０
ま
３
の
提
示
す
る
問
題
の
ひ
と

つ
は
、
芸
術
に
よ
る
現

実
の
神
話
化
で
あ
る
。
事
実
上
失
敗
に
終
わ

っ
た
蜂
起
の
試
み
は
、

こ
の
詩
の
中
で
ご
お
ユ
げ
】ｏ
げ
８
“
●
３
の
誕
生
と
し
て
歴
史
的
文
脈
を

超
え
た
意
味
を
与
え
ら
れ
、
変
容
す
る
。
武
装
蜂
起
と
い
う
方
法

は
、
イ

ェ
イ
ツ
の
目
指
す
長
期
的

・
文
化
的
な
民
族
主
義
と
対
立

す
る
も
の
で
あ

っ
た
し
、
何
よ
り
当
事
者
た
ち
の
死
は
、
詩
人
を

抗
い
難
い
悲
し
み
で
揺
さ
ぶ

っ
て
お
り
、
そ
れ
は
単
な
る
盲
目
的

な
美
化
で
は
あ
り
得
な
か

っ
た
。
が
、
詩
人
は
詩
の
最
終
部
分
で
、

ぃぃＺ
Ｏ
そ
０●
０
ぃョ
〓
ヨ
０
一０
す
０
）
ヽ
‘
、す
０お
く
０
「
¨
お
０●
一∽
く
０
日
ヽ
Ｌ
ｃ
い
う

一

節
を
付
し
て
、
こ
の
変
容
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
将
来
に
果
た
す
で

あ
ろ
う
大
き
な
意
味
を
予
言
す
る
。
こ
こ
で
ご
ａ
Ｓ
ｖ
の

一
語
は
、
あ

ま
り
に
も
明
白
な
政
治
的
常
套
句
で
あ
る
。
そ
れ
は
疑
い
な
く
人
々

の
愛
国
心
に
強
く
訴
え
か
け
た
で
あ
ろ
う
が
、
神
話
化

へ
の
意
志

は
、
そ
こ
ま
で
慎
重
に
表
現
さ
れ
て
き
た
、
詩
人
の
両
価
的
な
心

情
を
前
提
と
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の

一
行
は
、
文
脈
を

一

中
　
尾
　
ま
さ
み

度
離
れ
た
は
ず
の
政
治

・
愛
国
主
義
の
レ
ベ
ル
に
ひ
き
戻
す
こ
と

に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

同
じ
事
件
を
素
材
と
す
る
ぃ●
〓
ｏ
刀
ｏ
Ｘ
Ｈ
『８
．．は
、
祖
国
を

一
本
の

薔
薇
の
本
に
喩
え
、
枯
れ
た
緑
を
と
り
戻
し
花
を
咲
か
せ
る
た
め

に
、
涸
渇
し
た
井
戸
の
代
わ
り
に
血
を
流
そ
う
と
い
う
ピ
ア
ー
ス

と
コ
ノ
リ
ー
の
対
話
か
ら
成
る
。
典
型
的
な
ス
ト
リ
ー
ト

●
バ
ラ

ッ
ド
の
回
調
を
借
り
る
こ
の
詩
で
、
ひ
と

つ
だ
け
異
質
な
の
は
、
薔

薇
の
本
を
枯
ら
し
た
原
因
と
し
て
ご
ｉ
ａ

，
●３
】ｏ
‘

ヽ
＞
ｏ
８
協

多
ｏ
σ
〓
ｏ
３
８
八
外
的
な
圧
力
）
に
加
え
て
、
ぃド
げ
「８

，
ｏ
ご
ｏ
一〓
ｏ

そ
ｏ
こ
■
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
が
本
来
の
姿
を
逸

脱
し
て
政
治
や
論
争
の
た
め
に
濫
用
さ
れ
る
こ
と
を
、
祖
国
の
生

命
力
の
涸
渇
の
原
因
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
血

（直
接
行
動
）
が
そ
の
解
決
に
な
る
は
ず
も
な
く
、
む
し
ろ

０^
■
●
〓

，∽
Ｏ
Ｆ
ヨ
８
●
０
■
〕と
、
イ

ェ
イ
ツ
ら
の
文
学
運
動
を
受
け
つ
つ
、
そ

れ
を
武
力
蜂
起

へ
と
結
び

つ
け
た
人
々
の
あ
ま
り
に
明
解
な
論
理
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へ
の
警
戒
心
す
ら
感
じ
と
れ
る
の
で
あ
る
。

一
九
二
四
年
、
イ
ェ
イ
ツ
は
三
二
年
前
に
　
ヽ
Ｓ

●ヽ●Ｓ
ヽ
き
ヽ
ユヽ
喜

Ｈ
ヽ
ｏヽい
　
へ
の
献
辞
と
し
て
書
い
た
詩
に
大
幅
な
改
変
を
行
な
い

メ^
●

ｏ
Ｅ
”
８
ヨ
”
ｏ
‐
く
〓
〓
ｏ■
と
題
し
て
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
ｅ
ス
テ
イ
ツ
マ

ン
誌
に
発
表
し
た
。
こ
の
改
変
に
は
当
時
の
イ

ェ
イ
ツ
の
祖
国
に

対
す
る
心
情
が
如
実
に
表
わ
れ
て
い
る
。
詩
は
マ
ナ
ナ
ー
ン
の
鈴

枝
の
描
写
に
始
ま
り
、
そ
の
ヽゞ
”
３
８

げ
●
●
ｏ電
は
神
話
時
代
の
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
本
来
の
姿
を
表
わ
す
。
原
詩
で
は
更
に
ご
８
８

σ
ｏ
話
電
）

が
三
回
使
わ
れ
る
が
、
改
訂
版
で
は
二
回
ま
で
が
削
除
さ
れ
、
う

ち

一
回
は
ご
彗
ｇ

Ｏ
ｏ
ｃ
”
諄
ｖと
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
不
毛

は

ご
鋒
ｏ
ｌ

し
ａ
ｍ
ｏｌ

３
一
〇
２
８
ゝ
亀
。と
い
う
仕
打
の
末
、
ぃゞ

】ｏ
く
ｏ
一３
∽
ヨ
●■
と
な

っ
た
国
民
の
精
神
状
況
に
帰
因
す
る
。
九

一
年

版
が
、
外
的
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
て
も
常
に
緑
の
祖
国
で
あ
り
続
け

る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
、
鈴
枝
の
力
を
受
け
継
ぐ
自
ら
の
詩
が
、
国

を
離
れ
た
者
た
ち
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
と
い
う
自
負
を
強
調
す
る

の
に
対
し
、
二
四
年
版
で
は
、
不
毛
の
政
治
的
空
気
に
包
ま
れ
、

ご
〓
ｏヨ
８
∽８
に
支
配
さ
れ
る
当
時
の
人
々
が
、
自
ら
緑
を
枯
ら
し
て

い
る
現
実
を
嘆
く
結
末
と
な

っ
て
い
る
。

ミ
●、
ミ
ざ
お

き
コ
ミ
●
ミ
Ｑ
、
、
長
ヽ
ヽ
　
に
も
緑
が
あ
る
。
〓
く
・

〓
ゝ
∪
８
８
己
ｏユ
∽ｖ
で
、
祖
先
か
ら
受
け
継
い
だ
は
ず
の
生
命
力
を

十
全
に
生
か
し
き
れ
な
い
結
果
と
し
て
花
が
散
り
、
後
に
は

８^
ヨ
‐

日
０
●
■
８
ヨ
３
■
が
残
る
だ
け
、
と
い
う

一
節
で
あ
る
。
Ａ８
日
ヨ
０
■

と
い
う
語
は
貴
族
的
な
伝
統
の
対
極
を
成
し
、
ま
た
政
治
的
色
彩

を
帯
び
て

「
人
民
の
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

（〓
コ
マ
「０日
０
曼
０
「
”
く
”
Ｏ
ｏ
８
１
口
０
０

，
”●
０
０
０
コ
マ
Ｆ
寿
一０≦
．０、
）

．す

べ
て
を
同
じ
様

に

一
色

で
覆

い

つ
く
し

て
し
ま
え
ば
、
緑
は

ご
『８
ヨ
ｏ協
）゙と
抽
象
化
さ
れ
、
生
成
の
自
然
な
様
態
か
ら
離
れ
る
。

本
来
の
生
命
力
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
こ
の
無
表
情
な
緑
の
あ
と
に
、

緑
の
消
え
た
先
の
ご
昌
ｇ

げ
ｏ
〓
∞
〓
∽）を
位
置
づ
け
れ
ば
、

一
連
の
政

治
的
事
件
を
通
し
て
の
イ

ェ
イ
ツ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
現
実

へ
の

失
望
が
読
み
と
れ
る
。

こ
の
感
情
を
大
き
く
促
し
た
の
が
、
バ
リ
リ
ー
塔
の
そ
ば
に
ま

で
破
壊
行
為
の
及
ん
だ
内
戦
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
復
活

祭
蜂
起
も
ま
た
そ
う
し
た
動
き
の
幕
開
け
に
は
違
い
な
い
。
こ
の

よ
う
な
展
開
を

ふ
ま

え

て

ぃ面
堕
０
１

０
ま
）̈を

ふ
り
返
れ
ば
、

ぃ^く
Ｆ
『ｏく
ｏ
「
∞
「８
■
∽
く
ｏ
ヨ
３と
い
う

一
行
に
微
妙
な
影
が
さ
す
。
愛

国
心
と
抽
象
化
さ
れ
た
そ
の
緑
は
、
イ

ェ
イ
ツ
に
と

っ
て
，８
ヨ
ヨ
８

∞
お
ｏヨ
８
■
に
連
な
る
人
工
的
な
色
合
い
で
あ
り
、
祖
国
を
再
生
さ

せ
る
力
と
は
い
い
き
れ
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
闘
士
た
ち
が

道
化
の
．ゴ
ｏ
」
Ｑ
）．を
脱
ぎ
捨
て
、
新
し
い
役
を
担

っ
た
と
す
れ
ば
、

同
じ
よ
う
に
こ
の
ま∞
『８
■
も
着
た
り
脱
い
だ
り
で
き
る
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
「
緑
が
着
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
」
は
、
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「緑
が
着
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
だ
け
は
」
と
読
み
変
え
得
る
の
で
あ
る
。

こ
の

一
行
は
、
事
件
を
神
話
化
す
る
こ
と
で
受
け
入
れ
よ
う
と
す

る
感
情
の
勢
い
に
対
し
て
、
詩
人
が
お
い
た
歯
止
め
、
そ
れ
が
あ

く
ま
で
政
治
的
、
愛
国
主
義
的
な
文
脈
の
中
に
成
立
し
た
神
話
で

詩
の
政
治
性
理
解
の
た
め
に

Ｉ
Ｗ

・Ｂ

・イ
エ
イ
ツ
の
場
合

「
・∽
∽
ざ
ヨ
コ
０
一０
　
　
いは
　
К
いｏ
お
　
ゝ
ミ
ヽ
「
ｏ
ミ
ヽ
ｏ
∽　
ヽヽ
　
やヽ
〕

つヽい
０
●

（
ζ
●ｏ日
〓
彗

い０
∞
∞
）で
イ
エ
イ
ツ
の
政
治
意
識
の
変
化
を
描
く
が
、

そ
れ
は
文
学

（文
化
）
に
よ
る
国
民
意
識
の
自
覚
を
う
な
が
す
立

場
か
ら
、
衆
愚
の
民
衆
支
配
を
恐
れ
る
反
民
主
主
義
イ
デ
オ

ロ
ー

グ

ヘ
の
移
行
で
あ
る
。
こ
の
政
治
的
関
心
を
詩
人
と
し
て
の
逸
脱

と
見
た
り
、
イ
エ
イ
ツ
個
人
の
内
部
で
政
治
は
微
少
な

一
部
に
過

な
い
と
す
る
立
場
は
今
日
で
は
承
認
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
彼

自
身
、
時
に
政
治
参
加
の
不
毛
を
歎
く
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
参
加

の
仕
方
は
深
刻
で
真
剣
な
も
の
で
あ

っ
た
。
問
題
は
彼
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
今
日
の
社
会
正
義
の
常
識
か
ら
み
て
凡
そ
時
代
錯
誤
的

あ
る
と
い
う
枠
の
設
定
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
神
話

が
更
に
直
接
的
な
行
動
を
呼
び
、
愛
国
的
な
心
情
を
刺
激
し
た
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
詩
人
に
と

っ
て
皮
肉
な
こ
と
で
あ

っ
た
。

な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
は
ら
ず
、
そ
の
詩
が
何
故
人
の
心
を
う

つ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
は
成
熟
し
た
人
間
の

も
の
で
あ
る
限
り
そ
の
選
択
は
個
人
的
責
任
に
関
わ
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し

一
人
の
人
間
が
或
る
政
治
的
立
場
に
至
る
過
程
で
は
、

生
れ
た
時
代

・
土
地

・
階
級
な
ど
の
先
験
的
偶
然
が
微
妙
に
作
用

す
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
う
は
言

っ
て
も
勿
論
そ
れ
は
邪

悪
な
思
想
の
個
人
的
責
任
を
免
罪
す
る
た
め
で
は
な
い
。
そ
う
で

は
な
く
て
、
そ
の
邪
悪
さ
と
は
何
な
の
か
、
何
故
そ
れ
が
正
義
や

良
識
と
対
立
す
る
の
か
を
よ
り
良
く
知
る
た
め
で
あ
る
。

先
の
ス
タ
ン
フ
イ
ー
ル
ド
は
イ

エ
イ
ツ
が
社
会
主
義
的
風
潮
に
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あ
れ
ほ
ど
強
く
反
対
し
た
の
に
は
彼
の
特
殊
な
美
学
が
根
本
に
あ

っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
の
美
学
と
は
、
人
生
の
悪
と
い
う
も
の

は
決
し
て
除
去
出
来
な
い
、
悪
や
苦
し
み
が
人
生
の
真
実
の

一
方

で
あ
れ
ば
、
他
方
の
善
や
喜
び
だ
け
の
文
学
は
不
完
全
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
。
ウ
イ
ル
フ
レ
ッ
ド

・
オ
ー
ウ
エ
ン
の
戦
争
詩
に
反
対

し
、
シ
ョ
ー
や
オ
ケ
イ
シ
ー
の
劇
に
イ
エ
イ
ツ
が
不
満
で
あ

っ
た

の
は
、
そ
れ
ら
社
会
正
義
を
求
め
る
思
考
に
世
の
中
の
悪
は
除
去

出
来
る
と
い
う
信
念
を
感
じ
取

っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

ま
た
ア
ン
グ

ロ
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
と
い
う
少
数
派
に
生
れ
つ
い

た
こ
と
か
ら
す
る

「孤
立
感
」
、
自
ら
を
叱
咤
激
励
し
、
意
図
的

に
敵
対
行
動
を
と
る
こ
と
で
劇
的
緊
張
を
作
ろ
う
と
す
る
性
向
の

指
摘
も
あ
る
。
美
学
と
い
い
性
向
と
い
う
の
も
イ
エ
イ
ツ
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
を
承
認
す
る
た
め
で
は
な
く
、
そ
れ
の
生
じ
る
理
由
を

よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
の
試
み
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で

「政
治
的
」
と
い
う
言
葉
で
我
々
は
何
を
意
味
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
独
断
を
承
知
で
次
ぎ
の
よ
う
に
定
義
し
て

み
た
い
。
そ
れ
は
歴
史
の
流
れ
に
対
し
、
そ
れ
を
促
進
す
る
も
の

で
あ
れ
、
逆
流
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
流
れ
を
意

識
的
に
変
え
よ
う
と
す
る
行
動
、
ま
た
変
え
ら
れ
る
と
す
る
信
念

に
関
わ
る
も
の
を
い
う
。
そ
の
意
味
で
イ
エ
イ
ツ
の
生
き
方
も
詩

も
確
実
に

「政
治
的
」
で
あ

っ
た
。
と
は
い
え
こ
の

「政
治
的
」

の
判
断
、
詩
と
信
を
結
び

つ
け
る
度
合
い
は
読
者
自
身
の
政
治
的

態
度
も
微
妙
に
関
わ

っ
て
く
る
の
は
勿
論
で
あ
る
。
そ
し
て
左
翼

的
立
場
が
詩
と
信
の
結
合
に
熱
心
な
の
は
イ

エ
イ
ツ
の
反
動
思
想

を
弁
護
す
る
必
要
が
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
結
論
は
異
る
が
人
生

の
真
実
を
全
面
的
に
と
ら
え
る
こ
と
で
は
イ
エ
イ

ツ
に
賛
成
だ
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
立
場
の
批
評
の
典
型
と
し
て
、
ジ

ョ
ー
ジ

。
オ
ー

ウ

エ
ル
、
Ｗ

・Ｈ

・
オ
ー
デ
ン
、

コ
ナ
ー

・
オ
プ
ラ
イ
ア
ン
の
主

張
を
見
て
み
た
い
。

オ
ー
ウ

エ
ル
は
く
六
・Ｚ
”●
ヽ
８
●
く
８
８
１
ざ

し
３
●
ｅヽ
ミ
ミ
ミ

”ミ
ミ
ｏ
ミ
”
ミ
ＯヽＬ
お
ヽ
お
（【０
ヽ
ｏ
）
を
評
し
た
文
章
で
、
主
題
や
イ
メ
ー

ジ
は
社
会
学
的
な
言
葉
で
説
明
可
能
だ
が
文
の
肌
理
は
む

つ
か
し

い
、

マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
の
弱
点
は
思
想
的
傾
向
と
文
体
の
関
連

の
説
明
が
不
得
手
な
こ
と
だ
と
い
う
。
そ
し
て
イ

エ
イ
ツ
の
保
守

反
動
性
は
封
建
的
イ
メ
ー
ジ
に
あ
り
、
反
民
主
主
義
は
気
取

っ
た

擬
古
文
と
し
て
現
わ
れ
、

「
風
変
り
な
用
語
」
の
と
う
か
い
趣
味

に
極
ま
る
と
い
う
。
ま
た
人
間
の
平
等
と
い
う
理
念
を
嫌
い
、
オ

カ
ル
ト
の
よ
う
に
限
ら
れ
た
少
数
者
向
け
の
隠
微
な
知
識
を
尊
重

し
、
キ
リ
ス
ト
教
的
市
民
倫
理
に
反
抗
す
る
傾
向
な
ど
は
全
て
文

体
上
の
特
長
に
結
果
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
こ
そ
我
々

の
当
面
の
問
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
快
な
思
想
が
不
快
な
文
体

を
生
ん
で
い
る
と
断
言
出
来
る
ほ
ど
問
題
は
明
快
で
は
な
い
。
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逆
に
Ｗ

・Ｈ

・
オ
‥
デ
ン
は
イ
エ
イ
ツ
に
文
体
上
の
功
績
を
読

み
取
る
。
先
ず
追
悼
詩

「
Ｗ

・Ｂ

・イ
エ
イ
ツ
を
偲
ぶ
」

（安
田

章

一
郎
　
訳
）
で
　
故
人
の
言
葉
は
残
さ
れ
た
者
の
心
に
残
り
、

「
そ
こ
で
は
政
府
の
高
官
も
手
だ
し
す
る
気
を
起
」
さ
な
い
。
現

実
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
狂
気
は
癒
さ
れ
ず
、
天
気
も
変
わ
る
こ
と

は
な
い
、

「
詩
は
何
も
の
も
現
象
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
」
と

歌
う
。
そ
し
て
同
じ
詩
の
削
除
さ
れ
た
ス
タ
ン
ザ
で
は

「言
葉
を

生
か
す
」
人
間
を
赦
す
時
間
は
キ
プ
リ
ン
グ
や
ク

ロ
ー
デ
ル
や
イ

エ
イ
ツ
を
赦
す
が
そ
の
理
由
は

「
う
ま
く
書
い
た
」
こ
と
に
あ
る

と
い
う
。
後
年
オ
ー
デ
ン
は
効
果
を
狙

っ
て
書
く
な
ど
許
す
べ
か

ら
ざ
る
不
誠
実
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
基
準
を
撤
回
す
る
よ
う
に

も
見
え
る
が
、
こ
れ
は

「
う
ま
く
」
の
意
味
を
ど
う
考
え
る
か
に

よ
る
で
あ
ろ
う

こ
の
詩
と
同
じ
頃
に
書
か
れ
た
パ
ー
チ
ザ
ン
誌
の
エ
セ
ー

「大

衆
対
故
　
Ｗ

・Ｂ

・

イ
エ
イ
ツ
」
で
は
検
事
と
弁
護
士
が
イ
エ

イ
ツ
を
裁
定
す
る
形
式
に
な

っ
て
い
る
。
検
事
は
大
詩
人
の
三
要

件
と
し
て
、
１
）
印
象
に
残
る
言
葉
　
２
）
自
分
の
時
代
に
つ
い

て
の
理
解
度
　
３
）
当
代
の
最

っ
と
も
進
歩
的
な
思
想
と
の
関
連

を
挙
げ
る
。
１
）
に
つ
い
て
は
言
葉
の
才
が
あ
れ
ば
他
人
の
才
能

も
よ
く
判
る
は
ず
な
の
に
イ
エ
イ
ツ
編

『
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
現
代

詩
選
』
は
い
び

つ
な
判
断
を
示
し
て
い
る
。
２
）
で
は
イ
エ
イ
ツ

が
貧
し
い
農
民
に
同
情
す
る
の
は
、
身
分
の
上
の
も
の
を
た
て
ま

つ
る
限
り
に
於
て
で
あ
り
、
よ
り
大
き
な
正
義
の
社
会
を
創
る
闘

い
に
は
反
対
し
た
。
３
）
で
は
妖
精
や
神
話
か
ら
転
じ
神
秘
学
や

迷
信
に
凝
り
、
社
会
正
義
や
理
性
を
無
視
し
、
人
類
の
敵
と
も
言

う
べ
き
フ
ァ
シ
ス
ト
運
動
に
身
を
投
じ
た
。
従

っ
て
大
詩
人
の
資

格
に
欠
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

他
方
弁
護
側
も
同
じ
三
点
を
巡

っ
て
反
論
す
る
が
オ
ー
デ
ン
の

真
意
が
出
て
い
る
よ
う
で
面
白
い
。
大
詩
人
が
当
代
の
直
面
す
る

問
題
に
常
に
正
し
い
答
を
用
意
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ

っ
て
、

ダ
ン
テ
の
よ
う
に
民
族
主
義
の
台
頭
す
る
イ
タ
リ
ア
に
あ

っ
て
ロ
ー

マ
帝
国
を
憧
が
れ
る
例
も
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
詩
人
の
才
は
個
人

的
な
感
興
を
社
会
的
所
有
物
に
変
え
る
こ
と
に
あ
る
そ
し
て
驚
く

べ
き
こ
と
に
イ
エ
イ
ツ
は
そ
の
才
が
晩
年
ま
で
持
続
し
た
ば
か
り

か
、
む
し
ろ
増
加
し
た
こ
と
に
あ
る
。

ま
た
自
由
主
義
的

・
資
本
主
義
的
民
主
主
義
の
破
産
は
個
人
の

孤
立
を
深
め
、
経
済
的
不
平
等
が
貧
者
の
そ
ね
み
と
富
者
の
利
己

的
恐
怖
を
引
お
こ
し
て
い
る
。
イ
エ
イ
ツ
の
努
力
は
こ
の
産
業
社

会
の
亀
裂
に
対
し
民
話
的
伝
統
や
世
界
宗
教
の
力
に
よ

っ
て
社
会

を
再
結
合
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
オ
ー
デ
ン
の
立

場
か
ら
し
て
民
主
主
義

一
般
を
否
定
し
て
い
る
と
は
と
て
も
考
え

ら
れ
な
い
が
、
３
０
年
代
の
自
由
主
義
的
民
主
主
義
の
限
界
を
見
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て
い
た
の
は
、
方
向
こ
そ
ち
が
え
イ
エ
イ
ツ
と
共
通
し
て
い
る
。

先
の
イ
エ
イ
ツ
追
悼
詩
で
歌

っ
た
よ
う
に
、
自
ら
は
歴
史
的
所
産

で
あ

っ
て
も
、
詩
は
直
接
歴
史
を
生
む
も
の
で
は
な
い
。
詩
人
が

唯

一
行
動
人
に
な
れ
る
の
は
言
葉
の
分
野
で
あ
り
、
理
念
が
偽
り

で
あ

っ
た
り
反
民
主
主
義
で
あ

っ
て
も
、
イ
エ
イ
ツ
の
用
語
は
真

の
民
主
的
な
文
体

へ
の
不
断
の
発
展
で
あ
る
。
真
の
民
主
主
義
の

長
所
で
あ
る
同
砲
愛
と
知
性
に
対
応
す
る
文
体
上
の
特
質
は
力
強

さ
と
明
晰
さ
で
あ
り
、

『
巡
る
階
段
』
の
用
語
は

「正
義
の
人
の

用
語
」
で
あ
る
と
い
う
。

さ
ら
に

一
〇
年
ほ
ど
後
ケ
ニ
ヨ
ン
・
レ
ヴ
ユ
誌
に
書
い
た
エ
セ
ー

で
も
オ
ー
デ
ン
は
大
詩
人
の
を
特
長
を
論
じ
、
そ
の
群
小
詩
人
と

の
区
別
は
良
い
詩

。
悪
い
詩
で
は
な
く
、
大
詩
人
は
発
展
し
続
け

る
こ
と
、
彼
の
解
決
す
る
問
題
は
詩
の
伝
統
の
中
心
的
課
題
で
あ

り
、
そ
の
解
決
は
後
代
に
有
効
で
あ
る
こ
と
だ
と
す
る
。
そ
の
意

味
で
の
イ
エ
イ
ツ
の
遺
産
は
、
機
会
詩
を
深
刻
な
内
省
の
詩
、
個

人
的
で
あ
る
と
同
時
に
公
共
の
関
心
事
を
歌
う
も
の
と
し
た
こ
と

（
「
ロ
バ
ー
ト

・
グ
レ
ゴ
リ
少
佐
追
悼
」
な
ど
）
，
規
則
的
な
聯

に
よ
る
弱
強
調
の
単
調
さ
を
破

っ
て
思
索
的

・
叙
情
的

・
哀
歌
的

な
も
の
に
応
用
し
た
こ
と

（
「学
童
に
ま
じ

っ
て
」
な
ど
）
を
挙

げ
る
。

こ
れ
ら
オ
ー
デ
ン
の
イ
エ
イ
ツ
評
に
特
長
的
な
の
は
、
賛
辞
が

常
に
文
体
も
し
く
は
詩
形
の
問
題
に
帰

っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

詩
人
が
行
動
的
な
の
は
言
葉
の
分
野
に
限
ら
れ
る
と
す
る
限
り
、

そ
れ
は
首
尾

一
貫
し
て
い
る
。

「
詩
は
な
に
も
の
を
も
現
象
さ
せ

な
い
」
、

つ
ま
り
社
会
の
物
質
的
条
件
を
変
更
さ
せ
る
歴
史
に
参

与
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
よ
う
と
す
る
努
力

（プ

ロ
パ

ガ
ン
ダ
）
と
い
う
過
重
な
負
担
か
ら
の
文
学
の
解
放
を
意
味
す
る
。

し
か
し
そ
れ
は
最
初
に
述
べ
た
、
詩
を
政
治

・
社
会

。
歴
史
か
ら

隔
離
す
る
危
険
に
自
ら
落
こ
む
道
で
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
オ
ー
デ

ン
の
真
意
は
そ
の
間
の
微
妙
な
釣
合
い
の
道
を
行
く
こ
と
に
あ

っ

た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
オ
ー
デ
ン
に
今
す
こ
し
同
情
的
に
な
れ
ば
、

彼
に
と

っ
て
は
イ

エ
イ
ツ
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
鼻
白
む
よ
り
も
、

そ
れ
に

一
時
判
断
停
止
し
て
で
も
、
イ

エ
イ
ツ
の
開
拓
し
た
伝
統

を
引
継
ぐ
方
が
急
務
で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
或
る

意
味
で
レ
ー
ニ
ン
が

マ
ル
ク
ス
主
義
は
イ
ギ
リ
ス
経
済
学

・
ド
イ

ツ
古
典
哲
学

ｏ
フ
ラ
ン
ス
社
会
主
義
な
ど
近
代
西
欧
の
全
て
の
善

き
伝
統
を
引
継
ぐ
も
の
と
し
た
立
場
に
も
通
ず
る
。
オ
ー
ウ
エ
ル

の
述
べ
た
思
想
と
文
体
の
統

一
的
評
価
と
い
う
面
で
は
オ
ー
デ
ン

は
技
法
上
の
方
向
に
傾
き
す
ぎ
た
印
象
は
あ
る
が
、

「
民
主
的
な

文
体
」
や

「
正
義
の
人
」
と
い
っ
た
表
現
に
は
内
容
と
表
現
を
統

一
的
に
見
る
意
図
が
読
み
取
れ
る
。

最
後
に
コ
ナ
ー

・
オ
プ
ラ
イ
ア
ン
で
あ
る
が
、
彼
は

「情
熱
と
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狡
智
」
と
題
し
た
エ
セ
ー
の
中
で
、
イ
エ
イ
ツ
の
政
治
性
は
高
度

に
計
量
さ
れ
た
狡
智
の
産
物
で
あ
る
の
を
語
る
。

つ
ま
り
す
べ
て

の
政
治
的
人
間
に
共
通
な
よ
う
に
、
自
己
の
主
張
の
実
現
の
可
能

性
が
高
い
場
合
は
政
治
参
加
の
発
言
や
行
動
が
積
極
的
に
な
り
、

そ
の
可
能
性
が
遠
の
け
ば
政
治
嫌
い
の
発
言
に
な
る
の
で
あ
る
。

勿
論
イ
エ
イ
ツ
の
個
々
の
行
動
や
思
考
に
矛
盾
を
見

つ
け
、
偏
見

か
ら
生
れ
た
と
み
え
る
悪
罵
を
指
摘
す
る
の
は
簡
単

で
あ
る
。

１
９
１
３
年
の
ダ
プ
リ
ン
運
輸

一
般
労
働
組
合
の
ス
ト
に
対
す
る

資
本
家

マ
ー
フ
ィ
‥
の
ロ
ッ
ク

・
ア
ウ
ト
を
批
判
し
た
こ
と
、
離

婚
法
を
否
決
し
検
閲
法
を
通
過
さ
せ
た

コ
ス
グ
レ
イ
ヴ
政
府
を
支

持
し
た
こ
と
、
そ
の
後
に
登
場
し
た
デ
ヴ

ア
レ
ラ
政
府
に
無
知
な

カ
ト
リ
ッ
ク
の
大
衆
支
配
を
見
た
こ
と
、
民
主
化
や
民
族
運
動
の

指
導
者
を

「
無
知
な
連
中
に
ひ
ど
く
乱
暴
な
手
口
を
教
え
」

「
連

中
が
ど

っ
ぷ
り

つ
か

っ
て
い
る
ド
プ
の
汚
水
を
飲
ん
だ
が
た
め
、

先
が
見
え
ず
、
そ
の
見
え
な
い
連
中
の
指
導
者
と
な

っ
て
」
と
罵

る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
　
と
も
か
く
オ
プ
ラ
イ
ア
ン
は
大

筋
に
お
い
て
政
治
に
熱
心
で
あ

っ
た
イ
エ
イ
ツ
を
描
き
、
そ
の
唯

一
の
例
外
を
詩

（芸
術
）
に
関
す
る
場
合
と
す
る
。

オ
ブ
ラ
イ
ア
ン
は

「
レ
ダ
と
白
鳥
」
に
関
す
る
イ
エ
イ
ツ
の
自

注
を
引
用
す
る
。

「私
の
空
想
は
最
初
レ
ダ
と
白
鳥
を
メ
タ
フ
ァ
ー

と
し
て
こ
の
詩
を
書
き
出
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
書
く
う
ち
に
鳥

と
貴
婦
人
が
場
面
を
独
占
し
、
全
て
の
政
治
は
そ
こ
か
ら
消
え
て

し
ま

っ
た
。
て
」

「
【”ヽ
ｏ
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一
一
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一〇０
∽””∞
０
（０
０
″
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ｏ
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０

●
０
一　
一口
０
∽０
一〓
ｏヽ

く
０お

０日
σ
【０日
い
０
”
（
０
』８
“
゛

＞
ュ
ョ
●】■
∪
３
ｏ■
ｏ
●
）

策
謀
と
狡
智
と
計
量
と
い
う
卑
俗
な
政
治
性
を
帯
び
た
イ
エ
イ

ツ
像
に
不
快
を
感
じ
る
人
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
脆
弱
で
専
ら
ミ

ュ
ー

ズ
に
奉
仕
す
る
詩
人
の
姿
を
自
ら
荒
々
し
く
踏
み
く
だ
い
て
行
く

情
熱
こ
そ
中
期
以
降
の
イ
エ
イ
ツ
に
ふ
さ
わ
し
い
。

「情
熱
と
狡

智
」
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
オ
プ
ラ
イ
ア
ン
は
詩

へ
の
情

　
　

一

熱
が
全
て
の
狡
智
を
忘
れ
さ
せ
る
と
き
が
あ
り
、
そ
れ
が
　
イ
エ
　
　
３９

イ
ツ
を
本
物
の
、
そ
れ
も
大
詩
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
　

　

一

と
主
張
し
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
狡
智
そ
の
も

の
が
同
じ
情
熱
に
支
え
ら
れ
、
先
の
偏
見
や
悪
罵
に
も
な
る
。
問

題
は
こ
の
激
し
さ
の
根
本
に
、
断
片
の
人
生
に
満
足
し
な
い
意
志

が
あ
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
先
の

「
サ
ー
カ
ス
の
動
物
た
ち
」
で

も
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
詩
人
の
創
造
力
の
基
礎
に
は
生
の
現
実
に

直
結
し
た

「
心
の
ぼ
ろ
く
ず
の
店
」
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
店
を

構
成
す
る
要
素
、
そ
れ
も
重
要
な
要
素
と
し
て
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
も

卑
俗
な
政
治
的
策
動
も
す
べ
て
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

オ
ブ
ラ
イ
ア
ン
も
引
用
す
る
ト
ー
チ
ア
ナ
。

は
イ
エ
イ
ツ
は
少
な



く
と
も
二
つ
の
面
で
自
由
の
味
方
で
あ

っ
た
こ
と
を
論
証
し
よ
う

と
す
る
。
す
な
わ
ち

一
貫
し
て
芸
術
の
自
由
の
味
方
で
あ
り
、
政

治
的
に
は
英
国
か
ら
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
自
由
と
独
立
の
味
方
で

あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
多
数
か
ら
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
少
数
派
の
自

由
の
維
持
と
拡
大
の
味
方
で
あ

っ
た
。
だ
が
こ
う
し
た
個
々
の
事

例
の
積
み
あ
げ
は
必
ず
し
も
イ
エ
イ
ツ
の
全
体
像
が
与
え
る
保
守

反
動
の
印
象
を
消
し
て
は
く
れ
な
い
。

「無
知
」
で

「先
が
見
え

な
い
者
」
と
し
て
大
衆
蔑
視
を
露
わ
に
し
、
そ
の
よ
う
な
劣

っ
た

人
間
を
多
数
に
し
な
い
た
め
に
断
種
や
隔
離
に
賛
成
す
る
こ
の
不

快
な
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
。
自
ら
は
常
に
何
が
ま
た
誰
が
そ
の
劣
性
の

因
子
か
を
決
定
す
る
側
に
身
を
置
く
態
度
は
ま
さ
に
専
制
者
の
論

理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
勿
論
イ
エ
イ
ツ
の
思
想
や
行
動
の
中
か
ら

自
分
の
承
認
し
易
い
部
分
を
抽
出
し
そ
れ
を
根
拠
に
己
れ
の
中
に

あ
る
反
溌
を
い
く
ぶ
ん
緩
和
す
る
の
は
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
そ

う
し
た
個
人
的
要
請
よ
り
も
こ
の
詩
人
の

「社
会
的
所
有
物
」
と

し
て
の
特
性
に
よ
り
目
を
む
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
二
人

の
左
翼
的
立
場
か
ら
す
る
イ
エ
イ
ツ
評
を
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
を

参
考
に
し
つ
つ
我
々
自
ら
が
イ
エ
イ
ツ
の
何
を
と
る
か
が
残
さ
れ

た
作
業
で
あ
る
。

オ
ー
デ
ン
は
イ
エ
イ
ツ
に
そ
の
思
想
よ
り
も
表
現
の
多
才
さ
の

価
値
を
認
め
た
。
同
様
に
我
々
は
主
題
や
思
想
よ
り
も
、
そ
れ
ら

を
扱
う
イ
エ
イ
ツ
の
態
度
、
精
神
の
働
く
パ
タ
ー
ン
に
価
値
を
認

め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
思
想
と
そ
の
扱
い
を
三
分
し
て

一
方

を
不
間
に
す
る
こ
と
は
今
ま
で
の
議
論
に
矛
盾
す
る
が
、
異

っ
た

局
面
の
教
訓
は
異

っ
た
扱
い
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

イ
エ
イ
ツ
の
態
度
で
最

っ
と
も
心
を
打
た
れ
る
の
は
そ
の
不
屈

の
精
神
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
狡
智
を
上
ま
わ
る
情
熱
、

我
を
忘
れ
て
歌
う
情
熱
だ
け
で
な
く
、
不
利
な
状
況
や
優
位
な
敵

を
前
に
し
て
挫
け
な
い
意
志
を
保
持
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
殆
ど
常

に
少
数
者
の
側
に
位
置
す
る
こ
と
で
鍛
え
ら
れ
た
も
の
に
ち
が
い

な
い
。
失
意
や
敗
北
は
他
者
と
の
関
係
で
の
み
現
わ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。

「昼
間
の
虚
栄
、
夜
の
悔
恨
」
が
人
を
眠
れ
な
く
す
る

の
は
、
自
己
の
内
部
の
高
い
基
準
や
理
想
が
人
を
駆
り
た
て
る
か

ら
で
あ
る
。、「

コ
”●
”
∽
∽●
Ｏ̈
ｏ
「
α
ｏ
●
ｏ
一ｏ
●
¨
ヽ
ｏ”
”
〕
●
∞
ｏ
）

（）
『
“口
コ̈
”
∽
【
α
一０
●
ｏ
”
∽●ヽ

０
「
ａ
ｏ
）

”
ｃ
一
一〓
ｏ
」
”
〓
”
一〓
”
”
【
ヨ
一”
〓
一
∽”
ヽ
ｏ
「
Ｏ
ｐ

こ
く
ｏ
一”
〓
『●
０
０
ｏ
‘く●
），
●
一
●
ｏ
一
”
ａ
Ｏ
ヽ

口
ｃ
一
り０
日
２
〓
●
¨

∽̈
一３
ハヽ
〓
０

，

マ
一ヽ

ｏ
ｏ
日
∽ｏ
』ｏ
●
ｏ
０
０
『
ヨ
ヽ
く
”
ヨ
．く

い
０
一
”
〓
０
０
・
（く
”
ｏ
〓
２
』ｏ
●

く
）

志
の
高
さ
が
そ
の
思
い
の
実
現
を
い
よ
い
よ
困
難
に
す
る
の
は
当

一

“

―



然
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
自
分
の
人
生
の
意
味
を
問
い
か
け
問
い

な
を
す
必
要
は
、
社
会
的
地
位
や
名
声
や
成
功
と
は
無
関
係
に
す

べ
て
の
人
を
襲
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
真
実
に
生
涯
目
覚
め
て

い
た
こ
と
が
イ
エ
イ
ツ
の
詩
を
感
動
的
に
す
る
。
彼
の
抱
い
た
思

想
が
不
快
で
あ
る
こ
と
を
弁
護
す
る
必
要
は
な
い
。
恐
ら
く
彼
は

そ
の
意
味
を
自
ら
も
常
に
問
い
な
を
す
こ
と
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な

か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

日
〉一^
】
“す
●
一
０
】●
ヽ
ｏ
一
【ヨ
一●
ｏ
∽
ｏ
●
一
ｏ
暉
“

０
０
■
Ｌ
●
ョ
ｏ●
多
ｏ
Ｕ
●
¨
〓
∽〓
∽ｒ
ｏ
一
ゃ

（弓
す
ｏ
一ζ
●●
●
●
０
手
ｏ

国
ｏ
す
ｏ
）

こ
く０
∽
】”
ヨ
ｏｏＯ
一ｏ
∽∽
Ｏ
ｏ
●一〓
ｏ
「”ｏ
『
●
〓
一

「
σ
「
】
●
¨
】”
●
０
日
””ゝ

″
０
０●
』”
』”〓

「
ｏ
「
”
〓
多
営
』∽
ａ
ｏ
コ
ｏ
●●
０
∽Ｌ
Ｏ
・
（口
３
お
『
】っ
いい
）

】）
』０
”
〓
ｏ
一０
」ヨ
ｏ
コ
”
●
０
“く
ｏ
ヨ
】ｏ
コ
コ̈．ｏ
〓
●●
０
一
ｏ
Ｏ
『

て
く
す
ｏ
一【０
０
Ｃ
Ｏ
ｏ
●
一す
ｏ∽ｏ
『ｏ
ｏパ
∽
ｏ
「
０
”
∽∽０〇
一〓
】∽
Ｏ
ｏ
ｏ
「

て
く
す
ｏ
一す
ｏ
「
』●
一
●
げ
〓
ｏ
ｏ
『
』●
∽ｏ
ｏ
「ｏ一
【”
”
ｏ

＞
゛
】
ｏ
ｏ
●
ｏ
そ
●∞
”
●̈
一゙
ｏ
】０
●
¨
ｏ
一

（弓
す
ｏ
↓
ｏ
Ｊ
、ｏ
し

こ
の
よ
う
に
問

い

つ
づ
け
る
こ
と
は
不
屈

の
精
神

の
激
し
さ
と
自

分

に
正
直
な
心
を
も

っ
て
は
じ
め

て
可
能

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の

問

い
は
答
を
求
め

て
い
る
と
い
う
よ
り
、
問

い
の
生
ま
れ
た
状
況

の
現
実
を
常

に
今
と
し
て
意
識
す
る
手
段

に
な

っ
て
い
る
印
象
す

ら
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
言
え
ば
、
こ
の
正
直
で
不
屈
な
精
神
は
、

何
を
主
張
す
る
か
の
如
何
を
問
わ
ず
、
人
の
心
を
打
ち
そ
の
よ
う

な
精
神
の
様
態
に
憧
が
れ
を
抱
か
せ
る
。

ゝ
二
】
一〓
●
”
日
〓
”
く
ｏ
●●
一０
●
●
一
Ｏ
ｏ
●
ｏ

ヮ
「ｏ
こヽ
一す
●
”
】
”
・●
”
ｏ
一０

，
●
０
一】〓

、「
“
【●
∽
】●
”ｏ
”
Ｏ
Ｌ
ｏ
∽〓
ｏ
●
〓
〓

】
〓
ｏ
●
そ
●
ォ
ｏ
ヨ
．Ｌ
髯
”
沖
ｏ
『
●
置
す
ｏ

＞

ａ

●
Ｑ

ｏ
『

¨
ｏ
一

，

ｏ

営

゛
て

ｏ
【

語

Ｆ

（
Ｈ

Ｆ

〓

営

営

０

，

ｏ

口
浄
ｏ
）

オ
ー
デ
ン
の
言
う

「
う
ま
く
書
い
た
」
基
準
の

一
つ
は
後
代
の

詩
人
が
利
用
出
来
る
社
会
的
遺
産
を
ど
れ
だ
け
増
加
さ
せ
た
か
に

あ
る
。
同
様
に
読
者
か
ら
み
れ
ば
、
今
見
て
き
た
よ
う
な
精
神
の

あ
り
か
た
の
実
践
例
は
や
は
り

「社
会
的
所
有
物
」
で
あ
る
。
我
々

は
そ
れ
に
よ

っ
て
逆
境
に
耐
え
る
力
を
与
え
ら
れ
、
よ
り
高
い
も

の
を
求
め
る
意
志
の
尊
さ
を
学
ぶ
。
そ
し
て
再
び
オ
ー
デ
ン
の
言

う

「
う
ま
く
書
い
た
」
理
由
で
歴
史
が
赦
し
を
与
え
る
と
い
う
意

味
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
、
邪
悪
な
思
想
の
生
み
だ
し
た
犯
罪

ま
で
も
忘
れ
ら
れ
免
罪
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
て
時
の
経
過
は
取
る
べ
き
も
の
と
捨
て
る
べ
き
も

の
を
よ
り
鮮
明
に
選
び
分
け
る
と
い
う
こ
と
に
外
あ
る
ま
い
。
フ

ァ
シ
ズ
ム
の
犯
罪
を
忘
れ
る
こ
と
は
同
じ
過
ち
を
繰
り
返
し
か
ね
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な
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
か
ら
学
ぶ
と
い
う
の
は
こ
う
し
て
自
分
と

社
会
の
過
去
を
き
び
し
く
問
い
直
す
こ
と
と
直
結
し
て
い
る
。
そ

し
て
私
は
イ
エ
イ
ツ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
問
題
に
す
る
こ
と
と
彼

か
ら
積
極
的
な
部
分
を
引
継
ぐ
事
と
は
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
こ

と
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
意
図
も
ま
た

常
に
改
め
て
問
い
直
す
作
業
に
組
み
込
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
習
性
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
イ
エ

イ
ツ
の
詩
に
感
動
す
る
こ
と
よ
り
も
も

っ
と
大
き
い
遺
産
か
も
し

イ

ェ
イ
ツ
と
政
治

イ

ェ
イ
ツ
の
文
体
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
は
、
詩
集

『責
任
』

（
一
九

一
四
）
発
表
の
当
時
す
で
に
パ
ウ
ン
ド
が
指
摘
し
て
い
る
し
、

エ
リ
オ

ッ
ト
も

一
九
四
〇
年
の
イ

ェ
イ
ツ
追
悼
講
演
で
こ
の
変
化

を
強
調
し
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
劇
作
家
と
し
て
の
体
験

や
劇
団
経
営
者
と
し
て
の
実
務
、
挫
折
し
た
恋
愛
、
若
い
パ
ウ
ン

ド
の
技
法
上
の
忠
告
、
そ
の
他
の
文
学
的
、
個
人
的
な
要
因
が
あ

げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
イ

ェ
イ
ツ
は

『責
任
』
に
お
い
て

「特

れ
な
い
。
感
動
と
い
う

一
過
性
の
影
響
よ
り
も
、
読
み
手
を
変
え

て
い
く
力
、
自
ら
を
変
え
て
い
く
契
機
と
な
る
活
力
が
そ
こ
に
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

注①

Ｚ
ｏ
ｌ

ｏ
ゴ

ｏ
一さ
き

ミ
ミ
鯉

ミ
８

（一
鮨

∞
）

Ｃ

∪
ｏ
●
”
】０
日
ｏ
『ｏ
〓
”
●
”
ミ
一”
К
●
ｏ
お

ヽ
ｏ
Ｓヽ

きヽ
ヽ

●
モ
ヽ
も

ミヽ
い
」い
ｏ
やヽ

（く
ｏ
Ｏ
・
●
〓
一ｏ
８
〇
一ヽ
＞
“
¨
』
っ
い
い
）高

松

雄

一

定
の
個
人
」
と
し
て
語
り
は
じ
め
た
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
人
間

と
し
て
語
り
は
じ
め
た
こ
と
も
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
詩
人
が

新
し
い
文
体
を
獲
得
し
た
の
は
、
当
時
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
と

直
面
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
た
せ
い
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

エ
リ
オ
ッ
ト
が

「激
し
く
恐
ろ
し
い
書
翰
詩
」
で
あ
る
と
激
賞

し
た

「序
詩
」
は
、
こ
の
意
味
で
、
特
に
興
味
を
ひ
く
。
こ
れ
は

も
と
も
と
は
偶
感
の
詩
で
あ
る
。
イ

ェ
イ
ツ
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
中
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産
階
級
市
民
た
ち
に
横
柄
な
態
度
を
み
せ
る
の
を
ジ

ョ
ー
ジ
・
ム
ー

ア
が
皮
肉

っ
た
。
自
分
の
同
類
に
大
き
な
顔
を
み
せ
る
の
は
滑
稽

だ
と
い
う
の
だ
。
「序
詩
」
は
こ
れ
に
対
す
る
答
で
あ
る
。
イ

ェ
イ

ツ
は
こ
こ
で
二
つ
の
点
を
あ
げ
た
。
第

一
は
自
分
の
祖
先
は
裕
福

な
商
人
や
身
分
の
あ
る
軍
人
で
あ

っ
て
、
行
商
人
風
情
と
は
ち
が

う
と
い
う
こ
と
、
第
二
は
彼
ら
は
政
治
的
な
主
義
主
張
の
た
め
に

戦

っ
た
り
、
金
を
儲
け
る
た
め
に
働
い
た
り
は
し
な
か

っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
祖
先
た
ち
が

つ
ね
に
守
り

つ
づ
け
た
の
は

「浪

費
の
徳
」
だ
と
彼
は
主
張
す
る
。
こ
れ
は
じ

つ
は
商
人
や
軍
人
の

尊
重
す
る
美
徳
で
は
な
く
て
、
芸
術
家
が
好
む
特
質
で
あ
る
。
イ

ェ
イ
ツ
は
唯
美
主
義
者
の
日
で
祖
先
を
見
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
唯
美
主
義
者
イ

ェ
イ
ツ
が

『責
任
』
の
な
か
で
ダ
プ
リ
ン

の
ポ
ー
デ
イ
ー
ン
や
ビ
デ
イ
を
罵

っ
た
。
彼
ら
は

一
九
世
紀
後
半

以
来
力
を
得
て
き
た
カ
ト
リ
ッ
ク
小
市
民
階
級
に
属
す
る
人
々
で

あ
り
、
当
時
は
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
ア
ン
グ

ロ
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ

支
配
階
級
を
お
び
や
か
す
存
在
に
な
り
か
け
て
い
た
。

こ
の

「序
詞
」
の
な
か
で
は
、
芸
術
家
対
市
民
と
い
う
世
紀
末

以
来
の
文
学
的
な
対
立
の
構
図
が
、
ア
ン
グ
ロ
ｏ
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ

支
配
階
級
対
カ
ト
リ
ッ
ク
被
支
配
階
級
と
い
う
政
治
的
、
宗
教
的
、

社
会
的
対
立
の
構
図
と
重
な
り
あ

っ
た
。
日
語
的
で
、
辛
辣
で
、
激

し
い
文
体
が
生
れ
た
の
は
、
こ
う
い
う
社
会
的
な
条
件
を
認
識
し

た
せ
い
も
あ
ろ
う
。

虎

岩

正

純

は
本
質
的
に
関
係
が
な
い
。
関
係
し
て
も
い
い
け
れ
ど
そ
れ
は
政

治
的
な
態
度
の
ほ
ん
の

一
部
分
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
政
治
的
と

詩
を
政
治
的
に

「読
む
」
と
い
う
こ
と
は
、
マ
ル
ク
ス
な
ど
と

い
う
あ
る
個
人
の
思
想
や
原
理
を
当
て
は
め
て
読
む
教
条
主
義
と
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い
う
と
、
戦
争
と
か
、
反
乱
と
か
、
飢
餓
と
か
、
革
命
と
か
、
選

挙
と
か
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
ご
て
ご
て
し
た
も
の
だ
け
を
思

い
つ
く
の
は
、
余
り
に
も
十
九
世
紀
的
な
、
ロ
マ
ン
テ
イ
ツ
ク
な
、

穏
和
で
の
ん
き
な
想
念
と
い
う
ほ
か
な
い
。
し
か
も
テ
キ
ス
ト
の

素
材
と
し
て
革
命
や
戦
争
が
出
て
く
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
文

学
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
の
は
、　
一
見
、
芸
術
至
上
主
義
の
よ

う
に
見
え
る
け
れ
ど
、
実
は
低
俗
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
批
評
に
負
け
な

い
題
材
主
義
、
素
材
主
義
に
他
な
ら
な
い
。
詩
の
素
材
、
モ
チ
ー

フ
は
嫉
妬
の
心
理
学
か
ら
宇
宙
船
に
至
る
ま
で
、
恋
愛
か
ら
戦
争

に
至
る
ま
で
の
、
広
大
な
テ
リ
ト
リ
ー
か
ら
得
て
い
る
の
で
あ

っ

て
、
す
べ
て
人
間
的
な
る
も
の
が
詩
の
関
心
事
で
あ

っ
た
し
、
あ

り
続
け
る
だ
ろ
う
。
人
間
の
最
古
の
文
学
テ
キ
ス
ト
の
一
つ
は
、
例

え
ば
ト
ロ
イ
戦
争
の
よ
う
に
、
戦
争
で
あ

っ
た
。

私
の
定
義
に
従
え
ば
、
詩
を
政
治
的
に
読
む
と
言
う
こ
と
は
、

《周
辺
》
か
ら
《中
心
》
を
見
る
こ
と
、
そ
し
て
《中
心
ｖ
と

周^
辺
》

の
関
係
を
計
測
し
理
解
し
て
い
く
態
度
や
作
業
を

「読
む
」
行
為

の
中
に
含
む
こ
と
で
あ
る
。
い
つ
で
も
《中
心
》
か
ら
の
み
世
界
を

見
渡
す
の
で
は
な
く
て
《周
辺
》
と
の
関
係
の
中
で
、
《周
辺
》
か

ら
世
界
の

中^
心
》
を
見
返
す
視
点
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
あ
っ
た
《中
心
》
が
崩
れ
た
り
、
秩
序

づ
け
ら
れ
て
い
た
統

一
体
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
や
テ
キ
ス
ト
の
話

者
が
散
乱
し
始
め
る
、
と
い
う
こ
と
が
起
き
る
。

も

っ
と
実
際
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
限
り
な
く

ロ
ー
カ
ル
な

も
の
、
時
間

・
空
間
的
に
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
に
近
づ
い
て
い
く
こ

と
か
ら
、
逆
に
《
中
心
》
と

《周
辺
》
の
関
係
が
見
え
て
く
る
。
テ

キ
ス
ト
が
多
様
な
変
貌
を
遂
げ
て
い
く
だ
け
で
は
な
く
、
《中
心
》

と

《周
辺
》
の
間
に
置
か
れ
た
作
者
に
作
用
し
て
い
る
権
力
構
造
が

見
え
て
く
る
。
詩
の
原
点
が
見
え
て
く
る
。
作
者
の
し
て
い
る
こ

と
が
見
え
て
く
る
。

詩
を
政
治
的
に
読
む
為
に
は
、
そ
の
詩
が
と
り
わ
け
て

「
政
治

的
」
な
詩
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
例
え
ば
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
ソ
ネ

ッ
ト
　

６^
ｏ
ヨ
●
ｏ
∽＆

ξ
ｏ
コ
く
３
ヨ
ョ
浄
『
”
コ．０
零
３
の
よ
う
な
場
合

で
も
、
汎
神
論
と
か
、
自
然
と
人
工
物
の
対
立
と
か
、
ｏ
】ｏ３

，

口
『８
″
な
ど
の
指
摘
し
た
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
表
現
な
ど
と
い
っ

た
、
い
わ
ば
普
遍
的
な
相
を
読
み
と

っ
て
い
く
だ
け
で
は
足
り
な

く
て
、
例
え
ば

ｒ
ｏ
ａ
ｏ
ｏ
「ｏ
¨
を
表
す

リヨ
ｏ
澪
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
と
い
う
男
の
個
別
具
体
的
な
仕
草
振
舞
が
、
明

ら
か
に
見
え
て
く
る
。
こ
の
詩
で
、
汎
神
論
な
ど
と
い
う

一
般
論

や
抽
象
論
を
す
る
前
に
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
目
の
動
き
、
興
奮
、
息

づ
か
い
と
い
っ
た
も
の
が
、
具
体
的
に
生
き
生
き
と
感
得
で
き
な

け
れ
ば
、
こ
の
詩
を
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

く
８
８
の
《ｍド
∽お
『Ｌ
Ｏ
ド０
．）の
リ
フ
レ
イ
ン

＞^
お
ヨ
．げ
一ｏ
げ
８
」ぐ
静
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ｇ
乳
）が
、
い
か
に
コ
８
ｏｘ
言
”
〓
ぐ
に
支
配
さ
れ
て
い
よ
う
と
、
い

か
に
反
対
物
の
結
合
が
あ
ろ
う
と
、
「同
時
に
」
く
８
●
と
い
う
人
間

の
苦
悩
も
見
え
て
こ
な
い
と
、
こ
の
詩
が
充
分
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク

に
読
め
な
い
。
イ
ー
ス
タ
ー
の
蜂
起
に
対
し
て
イ

ェ
イ
ツ
が
賛
成

か
反
対
か
と
い
っ
た

一
元
論
を
引
出
し
て
く
る
の
で
は
な
く
て
、
死

刑
に
な

っ
た
友
人

・
知
人
た
ち
の
英
雄
的
な
、
非
日
常
的
な
行
動

へ
の

一
種
の
感
動
と
、
事
態
全
体

へ
の
畏
怖

（
】，

お
ヨ
．〓
２
）の
苦

汁
に
満
ち
た
複
合
体
を
見
て
取
る
べ
き
で
あ
る
。
イ

エ
イ
ツ
は
、
あ

る
と
き
は
貴
族
の
居
間
で
能
も
ど
き
の
芝
居
を
上
演
し
、
ま
た
別

の
あ
る
と
き
は
政
治
詩
も
書
い
た
、
の
で
は
な
く
て
、
イ
ー
ス
タ
ー

の
反
英
蜂
起
の
さ
な
か
に
ｒ
ｏ
己
８
に
い
て
、
口
混
Ｆ
巳
の
貴
族
を
楽

し
ま
せ
る
た
め
の

「高
貴
な
る
」
お
芝
居
上
演
の
準
備
に
夢
中
に

な

っ
て
い
た
、
そ
の
同
時
性
、
そ
の
複
合
性
が
重
要
な
の
だ
と
思

う
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
の
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
事
実
を
複
合
体
と

し
て
捉
え
て
見
せ
て
い
る
批
評
家
は
極
め
て
少
な
い
。

こ
の
詩
に
は
ロ
ー
カ
ル
な
も
の
に
到
達
す
る
鍵
は
い
ろ
い
ろ
あ

る
が
、
”〓
∽
ヨ
ロ
　
と
か

，
お
ｏ

，
８
日
●い
と
羅
列
し
て
見
せ
る
指
示

代
名
詞
の
使
い
方
な
ど
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
そ
う
い
う

も
の
を
と
う
し
て
、
処
刑
者
の
リ
ス
ト
な
ど
を
眺
め
て
、
こ
の
男
、

こ
の
男
と
順
番
に
視
線
を
ず
ら
し
て
い
き
、
現
在
と
い
う
時
間
の

持
続
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
イ

ェ
イ
ツ
の
姿
が
浮
か
び
上
が

っ
て

く
る
だ
ろ
う
。
皮
膚
感
覚
の
レ
ヴ

ェ
ル
に
ま
で
ロ
ー
カ
ル
な
も
の

に
接
近
し
よ
う
と
す
る
運
動
と
普
遍
と
抽
象

へ
と
拡
散
し
て
い
く

　

　

一

運
動
の
ど
ち
ら
か

一
つ
が
正
し
い
と
い
う
や
り
か
た
で
は
な
く
て
、
　
　
４５

そ
の
二
つ
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
道
を

一
挙
に
内
包
す
る
や
り
か

　

　

一

た
を
そ
ろ
そ
ろ
と
ら
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
、
と
考
え
る
。



追
　
悼

矢
野
峰
人
先
生
を
偲
ん
で

イ

ェ
イ
ツ
協
会
発
足
の
際
、
顧
間
に
就
任
し
て
い
た
だ
い
た
矢

野
禾
積

（峰
人

）先
生
は
、
九
五
歳
の
長
寿
を
全
う
さ
れ
、
昭
和
六

三
年
五
月
二

一
日
逝
去
さ
れ
た
。
イ

ェ
イ
ツ
協
会
は
生
花
を
献
じ
、

森
　
常
治
、
虎
岩
正
純
両
氏
と
と
も
に
葬
儀
に
参
列
し
た
。
参
列
者

が
霊
前
に
献
花
す
る
な
か
、
先
生
の
初
期
の
詩

「鐘
」
の
朗
読
と
、

同
じ
詩
を
女
婿
好
弘
氏
が
作
曲
し
た
作
品
の
女
声
の
独
唱
が
あ
り
、

清
寂
の
気
が
流
れ
た
。
イ

ェ
イ
ツ
が
先
生
の
生
涯
に
大
き
な
シ
ル

エ
ッ
ト
を
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と
は
、
近
著

『飛
花
落
葉
集
』
（
一

九
八
八
年

）を
見
て
も
わ
か
る
が
、
英
文
学
界
を
代
表
さ
れ
て
の
島

田
謹
二
先
生
の
弔
辞
は
、
若
き
日
の
先
生
が
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
さ

れ
、
イ

ェ
イ
ツ
と
親
交
を
結
ば
れ
た
と
、
冒
頭
で
強
調
さ
れ
た
の

で
、
あ
ま
り
に
早
い
言
及
に
び

っ
く
り
し
、
感
慨
に
ひ
た

っ
た
。

先
生
の
度
重
な
る
イ

ェ
イ
ツ
会
見
記
、
ソ
ー
ル
・
バ
リ
リ
ィ
の

大

貫
　
一二
　
郎

古
城
に
宿
泊
さ
れ
た
委
細
は
、
英
文
壇

一
五
名
家
の
印
象
記
、
瞥

見
記

『片
影
』
に
活
写
さ
れ
て
い
る
。
（昭
和
二
〇
年
以
降
に
で
き

た
図
書
館
に
こ
の
本
は
な
く
、
東
京
中
央
区
立
京
橋
図
書
館
で
借

り
出
せ
る
。
）

イ

ェ
イ
ツ
に
は
じ
め
て
逢
わ
れ
た
の
は
、　
一
九
二

六
年

一
一
月

一
二
日
の
午
後
、

ロ
ン
ド
ン
は
ポ
ー
マ
ン
街
の
オ
オ

チ
ャ
ア
ド

・
ホ
テ
ル
．
先
生
は

『
イ

ェ
イ
ツ
詩
選
』
注
釈
の
不
明

の
個
所
の
説
明
を
乞
わ
れ
、
イ

ェ
イ
ツ
も
ま
た

「
今
世
界
中
で
行

っ
て
み
た
い
と
思

っ
て
い
る
の
は
日
本
だ
け
」
と
関
心
が
強
い
。　
一

九
二
五
年
の
日
附
は
あ
る
が
、
六
〇
〇
部
限
定
で

一
九
二
六
年

一

月

一
五
日
出
版
さ
れ
た

『ヴ
イ
ジ
ョ
ン
』
に
つ
い
て
、
「
ヨ
ｏ
∽３
ｏ，
ア

」
ｏ
『̈
●
¨
げ
８
″
を
書
い
た
。
限
定
出
版
な
の
で
、
君
は
読
ん
で
い
な
い

だ
ろ
う
と
思
う
が
、

”
『８
３
３
訂
〓
８
の
後

一
本
を
佐
藤
に
送

っ
た
。

…
…
こ
の
書
に
は
つ
ま
り
手
ｏ
お
ご
ヨ
０
「
ζ
Ｏ̈Ｆ
Ｏ
一
″
Ｏ
ｇ
■
３
を
書
い
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た
。
」
と
言

っ
て
、
成
立
の
由
来
と
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
語

っ
た

と
い
う
。
三
度
目
に
逢

っ
た
と
き
も
、
イ
ェ
イ
ツ
は

『ヴ
イ
ジ
ョ

ン
』
の
こ
と
を
語

っ
て
い
る
。

イ
ェ
イ
ツ
や
Ａ
・
Ｅ
は
現
に
活
動
し
て
い
る
詩
人
で
あ
り
、
そ

こ
に
集
う
文
人
た
ち
と
語
り
合
え
る
こ
と
を
先
生
は
喜
ば
れ
た
。

Ａ
・
Ｅ
は
イ
ェ
イ
ツ
の
詩
の
妙
味
は
く
ｏ３
●一
〓
営
ぐ
―

美
し
い
リ

ズ
ム
に
あ
る
と
し
て
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
ぃ
弓
すｏ
刃
ｏ
８
ｏ
「
手
ｏ
く
ｏ
『電

の
第

一
連
と
、

工ヽ
ｏ
工
８

，
多
ｏ
ｏ
Ｑ
ｏ

，
すｏ
∽
＆
零
）を
吟
じ
て
、
「
そ

の
メ
ロ
デ
ィ
ア
ス
な
音
の
流
れ
は
、
不
思
議
に
言
語
に
絶
し
た
境

地
に
人
の
霊
を
誘
い
去
り
、

つ
ま
リ
リ
ズ
ム
の
秘
密
を
味
わ
せ
ず

に
は
お
か
な
い
。
」
と
先
生
も
魅
か
れ
る
。
し
か
し

「
は
じ
め
か
ら

神
秘
象
徴
の
詩
人
、
難
解
晦
渋
の
詩
人
と
し
て
、
言
葉
の
奥
に
潜

ん
で
い
る
と
信
じ
ら
れ
る
、
深
い
意
味
を
汲
み
出
そ
う
、
神
秘
的

な
意
義
を
発
見
し
よ
う
、
言
葉
の
美
や
リ
ズ
ム
の
表
現
す
る
も
の

と
は
違

っ
た
思
想
的
な
も
の
を
、
理
知
に
よ
っ
て
把
握
し
よ
う
と

す
る
」
研
究
方
法
は
、
誤
り
な
の
か
と
先
生
は
自
ら
に
、
ま
た
何

人
か
に
向
か

っ
て
問
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
批
評
、
研
究

の
常
道
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
先
生
の
よ
く
わ
き
ま
え
て
い
ら

れ
る
と
こ
ろ
な
の
だ
け
れ
ど
も
。

「詩
人
教
授
」
と
先
生
が
称
し
た
Ａ
・
Ｅ
・
ハ
ウ
ス
マ
ン
と
の
会

見
記
で
、
「極
め
て
簡
潔
な
口
調
で

一
切
の
も
の
に
対
し
明
快
な
論

断
を
与
え
て
い
さ
さ
か
の
躊
躇
を
も
示
さ
な
い
」

ハ
ウ
ス
マ
ン
が
、

「イ

ェ
イ
ツ
の
詩
で
は

↓^
す
ｏ
″
ｏ
∽ｏ
ｏ
コ
Ｆ

く
ｏ
『ヽ

と
題
す
る
も
の
が

最
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。
」
と
言

っ
て
い
る
が
、
期
せ
ず
し
て
Ａ
・
Ｅ

の
評
価
と
同
じ
な
の
が
興
味
深
い
。
（
こ
の
詩
に
つ
い
て
は
、
の
ち

に
Ｔ

・
Ｒ

・
ヘ
ン
が
全
詩
を
引
用
し
て
、
言
葉
の
リ
ア
リ
ス
チ
ッ

ク
な
特
色
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
し
、
Ａ

ｏ
Ｎ

・
ジ

エ
フ
ァ
ズ
が

伝
え
て
い
る
、
モ
ー
ド

・
ゴ
ン
と
二
人
で
ダ
プ
リ
ン
の
山
々
を
長

距
離
歩
い
た
が
、
山
中
の
難
路
に
疲
れ
た
彼
女
を
心
配
し
て
第
二

連
を
書
き
加
え
た
が
、
Ａ
Ｅ
は
こ
の
連
を
認
め
な
か

っ
た
と
。）

二
回
目
の
会
談
の
際
、
詩
人
、
批
評
家
、
研
究
者
、
教
師
と
、
先

生
は
ご
自
身
を

ハ
ウ
ス
マ
ン
に
述
懐
し
て
い
る
が
、
会
見
記
を
み

る
と
、
詩
人
、
劇
作
家
、
小
説
家
な
ど
創
作
活
動
に
携
わ

っ
て
い

る
文
人
に
、
よ
り
多
く
の
共
感
と
刺
激
を
受
け
て
い
ら
れ
る
。
例

え
ば
小
川
和
夫
先
生
の

『近
代
英
文
学
と
知
性
―
―
自
我
の
発
展
』

は
、
文
学
の
研
究
を
生
き
死
に
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
驚
嘆

す
べ
き
書
物
だ
が
、
先
生
も
そ
の
よ
う
な
文
学
研
究
を
志
向
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
、
痛
い
程
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
私
の
読
ん

だ
も
の
と
し
て
は
、
先
生
の
現
代
英
米
文
学
叢
書
の

『
Ｔ

・
Ｓ

・

エ
リ
オ

ッ
ト
評
論
集
』
の
解
説

・
註
釈
は
、
類
書
に
み
ら
れ
な
い

も
の
、
垣
根
を
取
り
払

っ
た
、
時
代
の
息
吹
が
ひ
し
ひ
し
と
立
ち

昇

っ
て
く
る
、
忘
れ
え
な
い
魅
力
あ
る
も
の
だ

っ
た
。

― タ ー



日 本 イ
ー

イ ツ 協 会 第 24回 大 会

7'e 2' 2 2^

ヽ

1988年 10月 30日 (日 )

大谷大学 講堂・ 多 目的ホール

〒603京都市北区小山上総町

地下鉄終点「 北大路」駅南 ロスグ

phone	075(432)3131

9:00-10:00	 受付

《講堂》

10:00-10:30 開会の辞.

挨拶

10:30-11:30	 講演
‐
‖.B.YBATS	AHD	POLITICS‐

《食堂》

11:30-12:50	 昼食・総会

《多目的ホール》

1:00-1:45 ス ライ ド・ レクチ ャー
‐
THD	YEAl・ S	COUNTRY‐

1:50-2:50 研究発表
7.3.イ ェイツと歴史の詩学

テリー・ イーグル トン氏の
‐
Easter,1916・

3:00-6:00 シンポジゥム

「 イェイツーー政治 と想像力」

6:30-8:30

会長	 大貫	 二郎氏
アイルランド大使	Sean	C.Ronan氏

大谷大学学長

司会	 内藤	 史朗氏

John	Кelly氏

司会	 羽矢	 謙一氏

司会	 鈴木		 弘氏

五十嵐正雄氏

司会	 渡辺	 久義氏

銭本	 健二氏

加藤	文彦氏

司会	出淵		 博氏

中尾まさみ氏

風呂本武敏氏

高松	雄一氏

虎岩	正純氏

懇親会
《会場 :烏丸京都ホテル	:地下鉄「四条」駅スグ》

“
東京都新宿区戸山1-24-1	 早稲田大学文学部虎岩研究室内

日 本 イ ェ イ ツ 協 会 事 務 局

一

“

一

(3



その他

Alan	Far

The	A“ ofFrank	O'Conner― ―A	Study	ofa	Sho“ Stoly

茨城大学教養部紀要
"																			'88

水之江有一

アイルランド文学ノートー3-アイルランドー 民族と歴史-1-

千葉大学人文研究 17																						'88

長崎勇一

ジョージ・ムーアの青春像― 	『ある青年の告白』(ム ーア作)に関

する断想と注解

大東文化大学英米文学論叢
"																'8903

西村孝次

ダプリン3重奏一 Richard	BImmnの 伝記的主旋律-2-

英語青年 13く2)																						'8805

西村孝次

ダプリン3重奏―
―Richad副 immの伝記的主旋律-3完

―

英語青年 134(3)																						'88・ 6

-50-

41



ショー、大ェスタトンを語る一 書評「G.B.シ ョー」(G.BoShaw著

山形和美訳)

スターン	 ゝ

泉谷 治

『 トリス トラム・ シャンディ』における時間とレトリック

法政大学文学部紀要 34

小林 亨

試訳「エライザヘの日記」-3-Laurence	Stem著

駒沢大学外国語部論集 28(追悼号)

松尾力雄

ローレン・スターン研究-18世 紀の文学的環境-3-
阪南論集人文・自然科学編ν(2)

松尾 力雄

ローレンス・スターン研究― 	「脱線」の意味について

阪南論集社会科学編 ν(3) '89。 1

ヒーニー

橋本槙矩

メタ・ポエムとしてのgeo	poetリ ーシェイマス・ヒーニーの"Gnsof

Rain"の性と聖 と政

学習院大学文学部研究年報35																	'88
平田 トミ子

SCamuS	HCmり:ObjeCtiViり Of	His	Poetッ ーーthe	Effect	of	the	En―

vraoching	l sh	iHo zOn

白百合女子大学研究紀要24																	'88012
中尾 まさみ

詩人と「紛争」― SCamus	Hcanり の"T pサch"

フェリス女学院大学紀要ν																'8903

'88・9

'88・9

40

-51-



豊田政子

ラフカディオ・ヘルンと日本文化-2-彼の自然観と日本庭園について

東洋大学紀要教養課程編η															'88
銭本 健二

失われた照応・見いだされた照応一小泉八雲書簡の削除部分-1-

英語青年 1鉢(9)																					'88012

アイ リス●マー ドック

平野 ゆかり

マードックとロレンスー1-超越体験

帝京大学文学部紀要英語英文学・外国語外国文学
"							'89

G.E.H.Hu灌 井es

Nalmative	Sec“

“

and	Re2der	Coerion― -l s	Muldoch's	The	Philoso‐

pher's	Pupil

英語英文学研究 32																						'87

加藤 雅之

アイリス・マー ドック『一角獣』におけるグロテスク・ リアリズム

武庫川女子大学紀要 文学部編35															'87	 ・

レ′ヨ ……

伊形 洋

諧謹の精神―
バーナード0シ ョー序説

国学院雑誌 89(つ																						'88・ 7

飯田敏博

バーナード・ショー研究― ショー流「現代劇」としての[医者のデ

ィレンマ]

鹿児島経大論集 2x3)																			'88・ 10

小松 元也

バーナー ドショーPYGMAL10N考

秋田大学教育学部研究紀要 人文科学 社会科学 39							'88・ 7
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Roger	HurtcOmbe

Lafcadio	Hcamの "About	Faces	in	Japancse	A● "におけるギ リシャ

的要素 [英文 ]

徳島大学総合科学部紀要 人文・芸術研究編 1						'88

楠本 哲夫

L澁潤io	Hcamの ByЮn観

第一経大論集 16(4)																				'8703

楠本 哲夫
‐

L澁測io	Heamの ByЮn観について-2-

第一経大論集 17(1)																					'8706

牧野 陽子

ラフカディオ・ハーン「茶碗の中」について

成城大学経済研究 1020103																	,'88012

村松 真一

焼津におけるハーン関係資料

人文論集 (静岡大学人文学部)39																'88
中山常雄

小泉八雲と焼津-3-作品"漂流 "(D fung)を中心に

一般教養研究紀要 17																					'88

中山常雄

日本人の微笑とラフカディオ・ハーン(文化と教養への誘いく久米

収教授御退官記念フ ォーラム>)

一般教養研究紀要 17																						'88
Paul	Snowdon

LafCadio	Hcam― Some	Doubts	abOut	His	Reputation	as	an	lntclpreter

ofJapan

教養諸学研究 (早稲田大学政治経済学部教養諸学研究会)83084			'88
Paul	Snowden

Lafcadio	Hcaln― an	ExaminttiOn	Of	sOme	Recent	Attitudes	to	His	Writing

教養諸学研究 (早稲田大学政治経済学部教養諸学研究会)86				'89

―-53-―

38



米本 義孝

Dublinc、 の決定版-2完―

英語青年 13《8)

米本義孝

ジェイムズ・ ジョイスの「委員会室での蔦の日」

信州大学教養部紀要 23

吉津成久

The"Usclpation"Motif	ln	Ulysses

英米文学研究 Z

'88011

'88

０

′

ラフカディオ・ハーン

Mark	W.Halpe n

Latadio	Hcam	in	Matue

島根大学法文学部紀要 文学科編 10(2)												'87012
原田熙史

ラフカディオ・ハーン:『怪談』(Kwaidm)と その世界-2-

法政大学教養部紀要
`5																				'88

原田熙史

ラフカディオ・ハーン:『怪談』(Kwaldan)と その世界-3-

法政大学教養部紀要 69																			'8902
平田純

ヘルン文庫所蔵ハーン著作一覧(東アジア世界の生成、発展および

他文明との関係につ いての研究

富山大学人文学部紀要 11																			'86

平田 純

ヘルン文庫所蔵ヘルン関係文献目録(日本0東洋と西洋における文

化構造の比較と文化交流に関する総合研究)

富山大学人文学部紀要 15																			'89

― M―

37



中尾佳行

"A	Lituc	Cloud"を 読む一 Joyccの言語の重層性の問題

英語と英米文学23																						'88
鈴木英之

James	Joyceの 何もない空間を巡って-2-Dmmaticと いうことと

視点に関して

英文学論叢(日本大学英文学会)36															'88
鈴木 聡

ヴィーコの相のもとに一 ヴァーグナー、ジョイス、イェイッ(ニ

ュー・ ヒス トリシズ ムく特集>)

現代思想 1て2)																									'8902
高橋 渡

Ulysses論
― 神話的構造の解体へ向けてのス トラタジー

広島女子大学文学部紀要24																	'89・ 1

田村繁三

ジェイムズ・ジョイス芸術の背景

上武大学商学部論集22																			'8803
山田洋一

『荒地』と『ユリシーズ』の相同性

英語青年 134(8)																						'88011
柳瀬 尚紀

ダンテいしがたい寒け『フィネガンズ・ウエイク」翻訳ノート(日本

語を考える)

すばる11(の																								'8902
米本義孝

ジェイムズ・ ジョイスの「イーヴリン」[含翻訳]									0
信州大学教養部紀要22																			'8802

米本 義孝

DUBLINERSの決定版-1-

英語青年 134(7)																						'88010
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ジ ョイス

原田大介

UlySSeSにむけて

人文研究(大阪市立大学文学部)4∝11)

林 なおみ

DUBLINERSに おけるCIRCULAR	IMAGE

甲南大学紀要文学編 65

石塚裕子

Wives	and	Dauまtes論
―

MoHyの現実認識の方法

神戸大学教養部論集 42

神谷正太郎

Jaines	Joycc,"The	Sisters"に ついて

広島修大論集 人文編
"(1)

金井嘉彦

『ユリシーズ』における死と再生のカーニヴァル

言語文化 25

本田一則

ジェイムズ・ ジョイスー 	『ュリシーズ』の文体

広島経済大学研究論集 11(1)

本田一則

ジェイムズ。ジョイスー 表現における要素

広島経済大学研究論集 11(a

北村弘文

J.ジ ョイスの「死せる人々」― 	『ダプリン市民』より

東京国際大学論叢教養学部編 39

児軍 直起

UlySsesと権威― Cressida造形の諸問題

英文学論叢(日本大学英文学会)37

久保田重芳

ジョイスの「美神」

神戸学院大学教養部紀要 24
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ワイル ド

千葉 剛

Oscar	Wildeの faiv	tale-3-The	Nightingale	md	the	Roseに ついて

東京農業大学一般教育学術集報 19														'8905
岩永 弘人

オスカー・ヮイル ドの初期の詩について-2つ のソネットを手が

かり|こ

英米文学(立教大学文学部英米文学研究室)49										'89
川崎正人

Rcvival	ofCommedy― A	Study	Of“She	Sbopsto	Conquer'

海技大学校研究報告32																			'89・ 3

大川 裕

ヮイル ドとダグラスー 書簡からミた2人の交友(つ きあい)-1-
英文学論叢(日本大学英文学会)37															'89

沢井 勇

観て想う一 ラスキン、ベイターからヮイルドヘ

実践英文学33																									'8807

角田信恵

父のプロット、母の欲望― ワイル ドの「何でもない女」について

愛知医科大学基礎科学科紀要 15																	'88

シング

=神 弘子

J.M.シ ング「谷間の影」再読―ベケットのレンズを通して

立正大学教養部紀要21																				'87

大内菅子

アイルランドの文学とく風土>-4-JoM.シ ングー 公平の想像力

相模女子大学紀要51																					'87
大内菅子

アイルランドの文学とく風土>-5-J.M.シ ングー 希望の弁証法

相模女子大学紀要52																					'88
34
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スウィフ ト

青木剛

テクス トとしての狂気一 スウィフトのAC“cal	Bsγ	upon	the

Faculties	of	the	Mind

明治学院論叢 418

'87・ 11

有田昌哉

スゥイフトと政治-2-(1)

英語英米文学28																						'88・ 3

有田昌哉

スゥイフトと政治-2-(2)

英語英米文学 29																						'8903
三浦謙

スウィフトの生涯-6-「市内夕立の景」寄稿から「(スペイン継承		:
戦争における)同 盟国の措置」執筆まで(1710-1711)

中京大学教養論叢28(4)					1													'88

高瀬ふみ子

桶物語一 語り手の自昼夢[英文]

神戸女学院大学論集34(3)																		'88・ 3

常盤井礼十																	 ｀		1
その後のフウィヌム国

名古屋市立大学教養部紀要人文社会研究 33										'8903

和田敏英

スウィフトの自伝詩一―「ウィリアム・テンプル卿に寄せる頌詩」

の場合

山口大学文学会誌39																				'88・ 12

渡辺孔二 	,
スウィフ トの自伝一 事実と虚構の狭間

甲南大学紀要 文学編65																			''87
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32

英語青年 134(7)																							'88・ 10

鈴木 弘

W.B.イ ェイツにおける心臓移植のイメージ

教養諸学研究(早稲田大学政治経済学部教養諸学研究会)85				'88
鈴木 聡

死の修辞学―
バルト、イェイツ(脳死― テクノロジーの臨界く

特集>)

現代思想 16(9)																							'8808
鈴木 聡

ヴィーコの相のもとに一―ヴァーグナー、
|ジ ョイス、イェイツ(ニ

ュー・ヒストリシズ ムく特集>)

り見itttl想、17(2)																											'8902

高田恵利子

「鷹の井戸」に於ける象徴性とその意義 [英文]

清泉女子大学紀要36																				'88012
徳永 哲

W.B.イ ェイツの理想とした演劇と「鷹の泉」――G.ク レイグおよび

能の影響関係から

英米文学研究Z																					'88

富岡 明美																								.
W.B.Yeas	and	the	Organic	Self― ―Ofwhatis	past,or	passing,orto	come

京都外国語大学研究論叢31																			'88
辻 昭三																												i

W.B.イ ェイツの"THE	TOWER"孝

神戸商船大学紀要第 1類 文科論集37		 ‐	.							'8807

山崎弘行

決定不可能性と解釈の妥当性―
"Among	Sぬool	Child“ n"を巡る

ド・マンの解釈を中心に												,
英語英文学研究33																						'88
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工藤好美

死と自己劇化=イ ェイツ晩年の詩について

「ことばと文学」(南雲堂)																	'8804
守口二郎

Ycaヽ md	War	Poetリ

愛媛大学法文学部論集 文学科編21															'88
望月 宝

初期イェイツの現実に対する積極性

英文学論叢(日本大学英文学会)37															'89
大久保直幹

A	VISION―斑― 自動筆記をめぐって

白山英米文学 13																									'88

大西一生

W.B.Yeatsの後期の詩''The	TOWerIII"を読んで(老齢と想像力につ

いて-2-)

中京女子大学紀要 22																			'88

大貫二郎

Ycatsの "Under	Ben	Bulben"考

大東文化大学紀要 人文科学η																	'89
大貫二郎

詩の外部と内部―イェイツの「再臨」について

大東文化																												'87012
佐藤和夫

イェイツのひとつの詩の源泉について

比較文学年誌 Z																				'88
成 恵卿

イェイツと能― 	「煉獄」を中心に

比較文学研究 54																							'88011

杉山寿美子

イェイツのA	VISION― その自伝的側面
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アイルランド文学書誌 8804-8903(6)

イ ェイツ

相野 毅

2人の魔術師― ジョゼファン・ペラダンとW.B.イ ェイツ

比較文学∞																				'87
荒木映子

シモンズ経由の象徴主義-1-イ ェイツの場合

人文研究(大阪市立大学文学部)39(つ														'87
船倉正憲

闘う詩人イェイツとレトリック

英語青年 134(2)																					'8805

伊藤 宏見

「クール湖上の自鳥」についての考察-3-

東洋大学紀要教養課程編27																		'88
木原謙一

Atthe	Hawk's	WeHに おける2つのベルソナと鷹の象徴― 後期の

イエイツの高踏的芸術観をめぐって

文学研究(九州大学文学部)86																'8902
小林 万治

W.B.イ ェイツの''Under	Ben	Bulben"及 び "The	Stames"に おける

"Mcasucment''に・ついて

神戸大学文学部紀要 16																				'89

小堀 隆司

イェイツ「ビザンチウムヘの船出」について― 聖なる彼方の詭計

城西人文研究16(1)																				'88・ 7

小堀 隆司

イェイツの「塔」について― 反復としての回想

城西人文研究 16(2)																					'88012
30
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beauty is bom" in "Easter, 1916" by Yeats, and whatever synthesis of the opposites

there may be, unless you can see the human agony of Yeats at the same time, you

cannot read the very drama of the poem. Instead of judging whether Yeats was for
or against the Easter Rising, you should be able to realize his agonized compound of
deepest emotional reaction to the heroic and extraordinary action of the executed

people whom the poet knew very well, and terror and hate of the whole situation,

"lt's terrible!". Not that Yeats sometimes gave the dramatic performance of
Japanese noble play in the drawing room of some English noble and sometimes he

wrote several political poems, but that when he heard the news of uprising in Dublin
he was almost lost himself in prearation for producing his At the Hawk's Well in
[,ondon. Important thing is to understand this combination and simultaneity.

Interesting and funny enough, very few critics combine these basic facts, nobility
and politics.

In this poem there are many keys which lead to the very 'local', one of which is

his demonstrative adjectives as are used in the expressions like "This man" or "This
other man". These adjectives indicates perptual present- time, perpetual thisness,

which reveals the posture the poet takes. His eyes chasing a long list, for instance, of
the executed, in the newspaper perhaps, his mind is focused from one man to
another, without sense of passing time.

I think now is time for us to achieve the comprehensive way of all the possible

approaches to the literary text, combining the act of reading trying to approach as

close as to the skin sensation and the act of reading soaring to the abstract and

universal, instead of choosing one way exclusively out of many. Polit(cal reading

can do that.
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and naive romantics of the nineteenth century. And the attitude to exclude these

violent elements from literary text only because they are 'political', seems to be art-
for- ad's sake sort of aestheticism, but in fact it is the 'materialist' attitude, quite

similar to Marxism, which is more interested in the materials the literary text deals

with, rather than the form or texture which supports and frames the materials. Man

has been taking materials of literature out of the extremely vast territory of human

affairs from the psychology of envy to the space ships, from love- making to the

war. Anything human has been the great concern of poetry. One of the most ancient

literary texts was about the war, as Homer's work was.

According to my definition, political reading of a poem involves looking back

at the 'centre' from the 'periphery', and bringing into the aci of reading the attitude

and operation of measurement and understanding of the relation bctween these two,
'centre' and 'periphery'. It also involves changing the point of view, not looking at

the world from the 'centre' but from the 'periphery'. In doing that, what seemed to

be the centre may be uprooted, and the ordered text as system can be collapsed and

dispersed.

To be more practical, if you try get closer to the local in time and space, the

relation of the 'centre' and 'periphery' will reveal itself. You will be able to see the

hierarchical structure which rules the author who is split or balancing between the

two poles of 'centre' and 'periphery', as well as the kaleidoscopic changes of the

meanings of the text. You will see the intention and performance of the author.

In order to read a poem politically, the poem does not need to be especially

'political'. In the case of Wordsworth's sonnet "Composed upon Westminster

Bridge", for instance, it is not sufficient enough to point out his pantheism, synthesis

of the natural and the artificial, paradoxical expressions as Cleanth Brooks once

insisted, unless particular and concrete understanding of the physical behaviour or
action of a man called Wordsworth will be achieved. You cannot claim you have

read it unless you can sense and feel such extremely 'local' things as the quick move

of his eyes, his excitement, his panting breath, long before you begin to talk of the

general and abstract like pantheism.

However strongly the intertextuality may rule that famous rcfrain "A terrible
28
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However, wc should not overlook the fact that in Respozsibilities Yeats begins to

speak not only as "a particular man" but also as a social man. The poet's new tone

must in some way. have to do with his having been driven to face the contemporary

Irish situation.

In this sense "Introductory Rhymes", highly extolled by Eliot as a "violent and

terrible epistle", is especially sigrificant. Originally it vas an occasional poem, a

response to George Moore's cynical comment on Yeats's snobbish attitude towards

the middle class people in Ireland to which he himself seemed to belong. Yeats

gives two points as refutation: fint, his ancestors were respectable merchants and

soldiers, not hucksters and the like; second, they did not fight for the political cause

nor work for money. He insists that they stuck to "the wasteful virtues", vhich arc

in rcality not the virnres'of the merchants but those of the artists. We sense the

poet's aesthetic eye behind this.

The aesthetic Yeats abused Paudeens and Biddies in Dublin, a 'shopcracy'

which had risen to some power in the latter half of the nineteenth century Ireland.

They consisted mainly of the Catholic Irish and seemed to threaten the ruling status

of Protestant Anglo- Irish people.

In Yeats's mind, the literary opposition between artist and citizen merges with
the political, religious and social oppositions between the Anglo- Irish Ascendancy

and the Catholic Irish. His new poetic style, colloquial, bitter and violent, emerges

partly from the recognition of these social conditions at that time.

Political Reading of Yeats' Poems,
or Politics of Reading

Masazumi Toraiwa

'Political' reading of a poem is never monopoly of Maxism at all. Maxist
reading is a mere part of a vast realm of political reading. If the term 'political'
reminds you only of such gross, seedy and bloody things as war, rebellion, famine,

revolution, general election, terrorism and so forth, you belong to outdated, dreamy,

- &1-
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democratic style", whose lingustic virtues are"strength"and"clarity"corresponding

the social virtues of democracy like"brotherhood"and"intelligence", in short. that
Yeats achieved"the diction of a just man"-reflects an effort to unify the criticism
of content and that of expression.

O'Brien describes an image of the very politically"cunning"poet. The only
exception of the poet forgetting politics is when he is possessed with poetic passion.

O'Brien's essay is very useful to wean us from too much aesthetic poetics. It is

useful to place the politics rightly in Yeats's life -- in"the rag and bone shop of the
mind"which is the root of his poetry.

l,astly it remains for me to say what we leam from Yeats in spite of his
disgusting ideolory. Auden leamed a lot of ways of expression suspending the
judgment on Yeats's ideolory. In the sane way it is possible for us to appreciate
working pattem of Yeats's mentality, his way of attitude to deal the themes or ideas,

without agreeing the latters.

what strikes us most in Yeats's attitude is his undefeated spirit which must had

been formed from being almost always on the side of minority. This mentality
cannot be kept without courage and honesty of never hesitating to reconsider what
one said and did. If one is honest enough this is what life compels us to do no matter
how one is successful or not. Yeats's greatness consists in his being awake to this
reality of life to the last. This lesson to keep us questioning our own past and setting
a higher ideal, is also a "social possession"available for the later generation apart
from Yeats's EVIL IDEAS.

Yeats and Politics

Yuichi Takamatsu

The change of Yeats's poetic style around Responsibilities was first pointed
out by Pound in 1914, and emphasized by Eliot years later. The reason has been
attributed variously to the poet's playwriting experiences, his frustrated love, the
technical advice of young Pound and some other literary and personal factors.

26
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only where it is wom. The validity of the myth is limited to the patriotic context.

And this ambiguous use of the word "green" seems to reflect the poet's complex

feeling towards the Rising.

A Note To Understand Political Implications
In A Poet

-- in case of W. B. Yeats

Taketoshi Furomoto

Now none would deny that Yeats was political both in life and in poetry, I would

like to define"political"as an attitude or a belief in the possibility to hasten or retard

the historical process more or less consciously. And of course the interpretation of
the"political"is inevitably reflecting that interpreter's ideological stance in reality.

This political stance constitutes nothing but one of the various elements in the total

reality, yet none the less a very important one. The leftists try to grasp life in its
totality in the same way as Yeats did not allow any part of life left out and \r'as not

content with fragments of life.

In this essay three critics have been examined representing the typical leftist view

willing to include the politics in Yeats's total achievements. George Orwell, W. H.

Auden, and Connor O'Brien are they.

Orwell, reviewing V. K. Narayana Menon's book on Yeats, says that the weak

point in the leftist's criticism in general is the inability to appreciate style. It is not

so difficuit to explicate the idea or ideology in sociological terms, he qays. So he

tries to show that Yeats's conservative reactionary tendency can de seen in his

archaism, affected style and"quaintness"of diction. But in reality the connection

between the unpleasant ideology and obscurnatist's style is not so apparent.

On the other hand Auden emphasises the stylistic contribution of Yeats to the

tradition of English poetry. According to him the standard of the great poet is how

much the poet enriches the tradition to avail:the later generations, and that the poet's

gift is to tum the"personal excitement"into the"social possession". Auden seems a

bit too much emphasising on technical aspects, but his way of criticism - "true
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It is wellknown that the poet was far from approving such a hasty direct action.
He believed that only the long-term revival of the Irish culture would save the
country. And still he felt some mythological significance in this failed attempt of
rebellion. Thus Yeats's ambivalence towards the Rising can be detected throughout
the poem, until the end where such a political clich€ as ,,green is wom,' is used

unexpectedly. The phrase seems incompatible with the reserved manner the poet

shows in acknowledging the event. Yeats's use of the word ..green', here must be
reconsidered.

"The Rose Tree" written the following year takes the form of a dialogue between

Pearse and connolly, the two rebels. connolly tries to justify the use of force
("blood" ) in order to "make the green come out again" in Ireland. yet what
withered the Irish "Rose 'free" is "a breath of politic words" as well as the wind
across the sea (the extemal threat). The revival of the green is not as ..plain,, as

Connolly believes.

lt l9'a Yeats rewrote a poem he had written 33 years before ("Dedication" to
Representative lrish raks). It is notable that the "green boughs" that had appeared
three times were reduced to one. while the original poem stressed the poet's
confidence in the everlasting life of the country in spite of its tragic fate, the revised
one laments the "barren" state of the people's minds through years of political
arguments.

Another kind of "green" appears in Meditatioru in Time of Civil War. ln ,,My

Descendents" ( 1923 ), the ancestral "flowering lawns" are already gone, and there
remains "but common greenness." The poet often uses the word .,common,,

hatefully to represent the middle-class standards in contrast with the aristocratic
tradition. The "greenness" is no longer connected with the life of the country; it
flatly covers everything just like an extended piece of cloth.

The artificial and sterile greenness took over the organic verdure, after a series of
destructive events Ireland had to go through before obtaining-political indepen-
dence. Easter Rising can be located at the beginning ofthese sanguinary events. The
"green" wom here can be taken off, just as the rebels took off their .,motley,' to
assume new roles. The names will be commemorated "wherever green is wom," but

24
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public. In other words, he/she needs others as readers. Yet, as a result of the cutting

off the rclationship with the extemal world to shut himself in the isolation of a

writer, Krapp is now enclosed in the inner world as the sole reader (or audience) of
his own works. Ironically enough, in this private communication from the past- self

to the present- self or the present- self to the future- self, his stories never tell him

of his true self. They are not the expression ofhis real feelings, but rather narratives

aimed at ghost readers. The name "Krapp" implies "crap", which means excrement.

Krapp's tapes may be neither his private murmurs nor the literary works open to the

public, but just the excrement piled up between "private" and "public".

Toward the end of this play, because of the gap between his true self and his

words, Krapp throws away the tape, giving up narration to silence. For Krapp as a

writer, silence is equal to death.

Since Krapp's Last Tape, Beckett seems to have repeatedly dramatized this gap

between the words and the self of a writer, by the use of a variety of self- enclosed

structures in his plays. In this sense, Krapp's Last Tape should be regarded as the

crucial tuming point in Beckctt's play- writing.

Y]EIA「rS'S``G:REEDT''I:N1916

Masami Nakao

MacDonagh and MacBride

And Connolly and Pearse

Nov and in time to be,

Whercver green is worn,

Are changed, changed utterly:

A terrible beauty is bom.

These Iast lines of "Easter 1916" prophcsy the significance the Easter Rising

would assume in the history of Ireland. The word "green" must have especially

appealed to the patriotic spirit of the poet's contemporary, reminding them of the

street ballad, "Wearin' o' the Grcen."
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as biographical reappraisals will hopefully show how much Yeats was not

myth-making, but only trying not to betray his own belief that Pearse's blood-cult
was not authentic, and simultaneously again, how he could not afford to be

unpopular on either side of the Irish Sea. In other words, how difficult it would be

to impute a genuine myth-making into this uniquely metapoetical convolution. The

ambivalent feelings resonant especially in the problematical refrain may not belie its

perhaps too obvious ambiguity when read in the light of its intertextual relationship

with one other poem from the same period bearing a similarly Christian title, "The

Second Coming".

Between"Private"and"Public"

- 
A study on Beckett's Krapp's lnst Tape

Minako Okamuro

In Krapp's Last Tape, a single character onstage called Krapp is listening to his

own voice recorded by himself thirty years ago. He is listening to himself talking
about himself to himself alone. In this absolutely self - enclosed communication,

however, it seems as if Krapp's voice is narrating his stories to the public rather than

uttering private murmurs. For example, his mother's death is narrated in such

unfamiliar, even pedantic words as "a- dying," "viduity" which Krapp, onstage, has

to look up in the dictionary. Moreover, the voice reveals the fact that, instead of
attending his dying mother, Krapp was sitting on a bench by the weir from where

he could see her window. What does this strange, detached attitude of Krapp mean?

In this paper, we focus on Krapp's identity as a writer - though he is
unsuccessful- in orderto analyse his situation. It seems that he has sacrificed his

real emotion to the intellectual attitude of a writer. That is to say, by keeping a

distance, Krapp chose to observe, report, or even fictionalize, as a literary work, the

moment of his mother's death from the viewpoint of a writer.

Krapp's fundamental problem is that his choice essentially contains a contra-

diction. For a writer, though writing is a solitary work, his/her work is open to the
)7
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Exorcising the Rhetorics of Myths
]Fuコnihiko	Kato

-70-
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Terry Eagleton's largely ignored l97l essay " History and Myth in Yeats's

'Easter 1916 ' " ( Essays in Criticism,2l, U:8-26O ) is a rhetorical tour dc force u
well as an epitome of the kind of textual-critical acumen which is exceedingly rare

amidst the voluminous Yeatseana today. In spite of its apparently New Critical

approach, however, the essay significantly presupposes and depends for its efficacy

on two fundamental assumptions. The Mao<ist critic seems to share the fint with the

majority of the poet's admirers if for the sake of expediency; and to share the

second with those handful of detractors of the modern master in terms of his

grossly reactionary political stance. The former is about the mythmaking function

of the poem, while the latter, though only alluded to, is that no less essential one of
Yeats's anti-revolutionary sentiments. The critic suggests that the poet's efforts

centre round a neat packing-away, as it were, of the political turmoil into a myth on

the one hand, while simultaneously preserving past ills at the rebels' expense and

flaunting his own generosity in suspending any further criticism of them by the

grace ofthe transformation conveniently brought to pass by the executions. The way

the critic himself cautiously eschews any open acknowledgment of the moral

criticism which is central to his interest, ifany, in the poem (as has since been made

explicit in his later handlings of the issue elsevhere), as well as the way in which his

anti-Yeatsean sentiments are calculated damagingly to overcast, as they do, the

image of a benign poet, resembles very closely what Eagleton argues the poet

himself is guilty of.

Thus the critic's own language is designed to be no less rhetorically ambiguous

than the language of the poem itself is alleged to be. When probed down into the
- 

crucial discrepancies in its rhetorical manipulation which is brought to bear on the

'flaw' in the poem's imagery, the essay arguably reveals itself to be no less

myth-making than the poem itself has generally been assumed to be. Textual as well
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pcoplc would go to hcll for land, adds with Torylike
ttisapprobation'and lhcy huvc'.2t

*

(John	SKely氏 の論文は 1988年秋に大谷大学で行われた講演原
稿を元に大幅に書き加えられたものです。本会報に掲載するに
あたって、分量その他の関係から、抜粋の形をとらぎるを得な
くなったことをご了承下さい。)
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't'hc Filih Belt: Racc anrl Clttrs in Yeuts's Prtlitical'l'httught

towards lreland and thc lrish peoplc. He seeks in the folk a
community: but it is a folk dividcrl Irom him by religion and
growing class-awarencssl hc secks in that community pas-
iion and unity - the great desiderata of Romanticism -notclscwhere to be found in the modern world, but now that
p:rssion may manifesI itself in cattle-maiming, boy99t!nq'
ierrt-strikcs and agrarian violence. What is this public he is
to addrcss and how can hc know it?

Ir was a perplexity hc trevcr resolved, and from the
start he betiayi his unccrtainty. It is revealing that one-of
thc first extracts from lrish titerature that. he holds up for
public attenlion is thc incidcnt in Ferguson's C-o-nary
whcre the hero is wounded by a fool and finished off by a
coward.n It iltustratcs htlw the blind spite and grubbing
materialism of thc many undermine and destroy the
heroic vision of the fcw, and, significantly enough, this is
the l:rst image clf Ireland that he presented to the world-
in his play The Deah of Cuchulain. which was still occupy-
ing him on his dcathbccl. and in which the great hero of
thc Cacl is murdcred for twclve pieces of copper. Yeats's
intcrvcning u,orks arc l'ull tll'such bctrayals and uncer-
tairrtics, and thc clcath ol'thc hcro at thc hands of unwor-
thy opponcnts in thc causc tll' an uncomprehending
peoplc becomes a rccurrent motif. If the Countess
Cathlccn is thc pcrlcct litncllord. surrcndering her very
s<lul and li('c on bchall'<ll'hcr tcnants, it is clear that her
tenants hardly appreciatc hcr sacrifice. Other heroes in
who l'ind thcmsclves in this situal.ion include the various
noblc questors inThe Sccrat Rnse. Paul Routledge inWhere
There ls Nothing, and Maud Connc as she appears in'No
Second Troy' and 'Thc Pctlple'. He gave it as his opinion
that thc Irish peoplc wcrc utlu'orthy of Emmet's sacrifice,
:rncl. al'tcr his lirll frclln politic::tl powcr and subsequent
tlcuth. Parncll lrcconrcs it t!'pc ol' thc t>ctrayed leader,
who l:ltcr nrcrgcs irrto Swil't. But in thc ycitrs leading up to
l89l Yc:tts rcgitrdcd P:trttcll n'ith it strspicion he learned
l'rorn his t'atlrcr. O'Lc:rr1'. arrcl O'Crady. On one of the
vcr\, l'c\\/ oc:c:lrsiol'ts lrc trtctrtitlns hirn prior t<l the split in
thc lrish pitrt-\'. hc clisrttisscs lriltr tts 'lt I'amous agitator'
Irrrcl. in rcpcutittg Kicklrarn's jtrtlgcnlctrt thal' thc Irish
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idcological positions, and arc closely associated with his
conccpt of Unity of Bcing, which he was to describe as 'an
architectural moctel'. Architccture gives visible form, a
precision based on mathematics, to human passion and
political rcalitics, and, as we shall see, Yeats was to invoke
it in this context throughout his life.r,More immediately we
rnay rcflcct thaI onc of Yeats's earliest emotional memories
is of disinhcritancc l'rom a world he had ironically only
cntcred as a poor rclution. Cousin Corbet, a Unionist and
Prgtestant in an cightcenth century mould, had made his
money as a fairly mirror functiunary 

-significantly 
in land

lransacl.ions. He got into l'inancial difficulties and died not
fighting the invulncrablc tidc but by leaping into it, from a
mailboat hcading for England. It is the very image of the
failed colonial boy.

Yeats lookcd lor surer roots in a new and wider inheri-
tancc. Elsewhcrc. cconomic and attendant sociological
clr:rnge had nrade the 'peoplc' a fragmented grouping "of
mutually antlgonistic intcrcsts, whcreas Ireland seemed to
sustain a community opcn to his transcendent idealism
bccausc <lf its rural naturc, its quasi-fcudal situation and
cvcn its political fitilurc (frrr l'ailurc brcd idealism, success
nratcrialisrn). Yct thcrc wcrc complications. For while [re-
Itutd's history shou,cd milrly cxlrmples of political failure,
urrd thc Faminc ol'thc ycars alier l346constituted a massive
social and cconomic catltstrophc. the years since the Fam-
inc r,r,cre less clcarly urrsuccessful. The pre-eminence of
Parnellism was one example of this, the Land War was
anothcr. Whilc Parncll had tried to damp down the agrar-
ian agitation aftcr the Kilmainham Treaty, and while the
tcnants' llnal victory irr thc Land War was not yet assured,
thc landlord class had becn shakcn -and with them the
po\\,cr on which thc Asccnclcncy rcstcd its authority. These
J'r<tpular agr:rriirn succcsscs ltlcl bccrr won not mcrely by thc
Land I-caguc. txryc<lttirrg lrrrrl combinatiorr against 'grab
bcrs'. thcy hirrl :rlso trccrr nrlclc possiblc by the conversion
ol'a largc scc:lion ol' Britislr politicians and voters to the
rights of' tlrc lrislr tcn:rnl I:rn:rcrs and peasants. These
gr:rtlu:rl but rlccisivc shilts irr politici.rl power produced
Irntbivltlcrrccs :,rrrcl contr;l(lic:lions in Ycats's attitudes

18

-73-―



',,u ; 1: 4 t h B all : Rucc antl L' la.rs ra )'cr.rl.t'.r l'olrt u:al' l fuiu ght

But lancl was only onc ilspcct ot'Ycats's inheritance. The
othcr \r,:.ls lr:ldc. Whilc rlot luxrlriant or Iascivious the
Mirkilctons and Pollcxl'cns u,crc l'l'lcrchants operating oul.
of Sligo as Cailitin opcr:rtcd out ol'Limerick. Like Cailitin,
morcover they wcre rcliltivcly rcccnt settlers. Therefore,
whilc lreland offcred advantagcs to Yeats not available to
his Prc-Raphaclite modcls and English contemporaries,
rvhose imagined u,orlds wcrc too often a flight into an
iclc:rliscd historical sctting. thcsc advantages were not so
str:rightforward as hc wishcd to bclieve at the outset of his
carccr.

Thc two sidcs o[ Ycats's inhcritance, and lhe dubious
rclationship bctu,ccn thcnr. arc aptly symbolized in ahouse
u,hich hc knew in his irrl':rnc:y anc'l which was still haunting
his srrbconsci<lus sixty ycitrs llttcr:

Last night a drcant which ldrcam scvcral limes a year-a great
housc rvhich I rccognisr-'ti as panll'Coolc and panly Sandymount
Castlc.... ln all tltcsc clrcams Sandymount gives the tragic
clcmcnl - in onc rvlticlt I rcmcnrbcr vividly the house was built
rourrrl u ruirt antl Santll'rllount \\'as tltc ruin. This time all rhe
housc rvas cltslcllutcil urrrl aboul to pass into other hands, its
pict rrrcs euct ionccl. I rcntcntltr looking itt a picture and thinking
that it rvoulcl norv l(lsc its vlluc. lirr its valuc was that it had
iltrv;1,r,,s trung irr a pan icu l:rr plucc and ltad bccn put *tere by some
1'lusr nrcntbcrol'tltc Iurrtill'. Cirolc us a Crcgtlry housc is ncar is
cnd. it will bc l'lcltrrc krtrg an ol'l'icc irrrcl rcsiclencc for ftrresters, a
litt.lc chcap firrniturc in tltc grcat rooms. a fcw religious oleo'
gruplrs its onl;,picturcs. . . . Tlrc irnpr,--ssi<ln on my subconscious
rvas nradc in chiklltoocl. rvlrc'tr ntv unlc Corbct's bankruptcy and
dcatlr s,as a rccent lritgcdr' . .r"

Wc havc hcrc not nrcrclv ir dccp childhood memory (not
u,itl'rotrt its clcrlcnls ()l'l'iltll:Is\'). bttt it is :t mcmory which
russoL'i:rlcs itscll' u,ith l'uilrrrc. rtrin. ittrd disinhcritance -ccontlrrlic. crrltrrral. urcltitccfrrntl rttttl s<lcial. By 1930, when
this tlitrrv c.\lnlc:t u'us rvriltcrt. hc is ltlso awarc that the
l)r()r'css is rr:crrrrcnl: ( '()()le rvill sotttt l>c it c'.ultttral :rnd
(lrltlrorr!lr he (l i(l r)r)t \r.:I kt'tttu' ittlt ltlrvsic:tl ruin; his tlwn'l'tlrr,r'r is h:rll'-rlclrtl lrt tltr'ttlp lttttl lts sttclr, ltc itrsists. an
irllruc ttl'rtrorlcrt: civilizlrtiorts. .'\rcllitccttrntl sil.cs lrccotlrc:r
;'xrrlitligrrt ol' \'r:rtls's cltltttgittg vie rr s ol' his politic:tl and
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his rncn to him not itt il natur:ll l'calty and example, but by
money and forcc. Although hc is a reasonable soldier ('yel
not surely to be dcpcndcd upon in straights') his stock has
dcgencrated: 'all his sons wcrc unfit for war, for some were
t<lo corpulent, and somc loo thin; and of those who were
wcll-formed, somc wcrc cowardly, and others who were
not co\^,ardly, werc n<lt rcliablcr.r'; Hc looks forward to the
cc:lipse of the bardic: agc. lo a soft and normalized future
when the poets shall sing ol"thc mild and beautiful. . . and
c:hiclly the plcasurcs of l<lvc. and the average daily life of
mcn, when the immcnsc and fierce race of savage heroes
shall expire'. This is o[coursc, prccisely what Yeats felt was
happcning in modcrn lifc and literaturO, lhe surrender to
'tepid emotions and many aims' that he deplored, and
u,hich led him to l'irrd an irntidotc in lrish mythology and
lol kl ore. O'Crady's horror ol' Cai I i ti n's swarmi ng sexuality,
thc farct that his racc had 'struck a dcep and wide root', also
found a rcady ccho in Ycitts's avcrsion lbr a modern civiliz-
ation which was 'nrultiplyirrg by division Iike cenain low
Ibrms of lifc'.r7

Likc O'Grady. Yc:rts ,,\,us to dcl'irrc thc lrish spirit by
contrtrsting it witlr English inllucnccs. As hc frcquently insis-
tcd. he chose to bc arr lrish writcr. and hc made his choice for
spccific rcasons, chicl'ar:r<lng u,hich was the hope of finding
in lrcland an intcgr:rtcd :rurlicr:cc. rcpletc with the primal
birclic pnssions dcpictcd tr1, O'Grady. But whereas O'Grady
rvas confidcnt in his back-sround and in the emotional and
gllitical tics that otrt:rirrccl trctu,ccn landlord and tenant,
Yeats was more unccrtuirr. Hi.s <lrvn link u,ith the Ascendancy
w:rs ler]uous: thc lilnril1, lulrds in Kildirc rvere modesl in
cxlcrlt and urtccrl:rin in inr'()nrc -so rnuch so that as childrcn
hc lrncl his siblings hlcl rrltttc a <krllol'thc tcnant who refused
t() l):ly hcr rcnt. Thc cst:llu u,l,ts irt rlnv (::lsc soltl ot'l', and had
tlislppcurctl by thr: tinlc Yr:irts u'rrs iltl,o his carly thirties. As
rr'lrs llrc c:rrsc u'itlr rn()sl lrisll lunrlltlrcls, thcrc u,as no likcli-
Iroorl ol J.B. Yc:rts rcturning to his llrnds t<l l<lll<lu,through
( )'Crirdr"s slcrrt irt.irrrtcl itrn..t6
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'l'he Fi/ih Bcll: Ruc andClass in Yeats's Political't'hought

To juxtapose O'Grady's apo,calyptic desperation in 1885
with Yeats's apocalyptic desperation in 1938 indicates the
persistence and incorrigibility ol' these concerns. The jux-
taposition also shows how much more ambivalent Yeats's
position was. [n 'The Statues' Yeas's audience is still in the
prcrcess of being formcd and may be no more than a
rhetorical assertion, but sixty ycars earlier O'Grady had
had no doubts that he was addressing a socially and histor-
ically idcntifiable grouping -the Ascendancy, which de-
spite all its shortcomings and all its enemies was, he
insisted, 'still the best class we have, and so far the better
than the resl that there is none fit to mention as the next
best'.13 His polirical goats were optimistic, Romantic, and
historically unrealistic, but he brought to them an evangelic
t'ervour lhat sweeps his prose on to epic assertion. But, as in
Cartylc, the fervour is a compensation for subversive
doubts, and these doubts become allegorised in his his-
tories and the novels dcrived from them. For, just as
O'Grady found his class challenged by a rising bourgeois
plutocracy, so in bardic lreland as he renders it, capitalist
influence is also at work, subvcrting heroic values. This
assault is spcarheaded by Cailitin, who represents every-
thing that O'Grady detestcd in the commercial middle
classes: he is too rich, too crafty and too sly. He is also a
settler of plebeian, sell-rrradc stock. not of the true Milesian
aristclcracy. As he readily admits. his race 'is not nalive to
the soil, though here it hath struck a deep and wide root
. . . and here we were, at l'irst, plebeian, but in other lands
our race is imperial . . . and those who receive us live in
pcace and plenty, but th<lse who receive us not, in hardship
and stri[c, and much labour'.r' Hcre is a prime example of
thc carpct-bagging British impcrialist, who has been taught
th:rt bctrvcen his iclc<llogy ancl that ol' the heroic Gael,
Cuchulain. thcrc can t^- n() pcircc. lbrCuchulain'and such
as hc, wcrc thc dcirclly cncnry <l['tll oLrr race, and that
trctwccrr hirn ancl rrs Ihcrc could bc rro trucc, and more than
[lctrvccn thc l'icrcc (ilrcst-ro:rrttirr-s w()ll'artd the gentle and
l'lcccc-producing shccp. :rncl tl-rlt il. rvlrs lltecl that I should
rlcstroy hinr. tlr hc mc'.rs Clilitirr is u city drvcller, a trader
Irrrcl rlcclrrlcnt. Hc is prrrrnisc:rrrltrs:rrttl luxurious, and binds
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state institutions, and full employment. But its address will
not be to reason alone: more importantly it must engage the
emotions of its adhcrents. lt must appeal to the heart as well
as to the hcad, to the innate predisposition, as urged by
Carlyle, of ordinary men towards serving worthy leaders, for
there is, he maintains, 'deeply implanted in human nature [a]
love of ordcrly, harmonious movement, unity in multiplicity,
gcncral harmonious subrnission to central guiding will'.t If
we see in this a more overtly political correlative of Yeats's
later concept of unity of being -and it was some time before
YeaLs saw that guiding will rather than guiding imagination
was the crucial f3s16v -\llg may also note that, just as for rhe
later Yeats. so for O'Crady the chief enemies of the earthly
p'aradise are the rising deracinated and decentred middle
classes. Notwithstanding thc Land lrague and the Land
Acts, O'Grady is sure that 'the modern Irishman, in spite of
all his political rhodomontade. does very deeply respect rank
uncl birth',e just as a littlc latcr Ycats was to insist that 'no
country could have a morc naturaldistaste forequality'.roBu[
to earn such dccp respect the landlords must do their duty
and thesc duties will bc arduous and demanding since 'High
binh at all times implics high worth, and a life . . . "high-
sornlwful" with noble labour for noble things.'rr As
O'Grady's prose swells towards the close of his book the
sense of crisis grows ever more apocalyptic, and he exhorts
his cln-ss accordingly:

lrcland and hcr dcstinics ltang upon you, literally so. Either you will
rcfashir>n lrcr, moulding hcr ancw alter some human and heroic
pirttcm, or we plungc downwrrds into roaring revolutionary anar-
chies, whcre no road or path is any longer visible at all. And, dear
friend, a word at paning: Makc haste.t2

'l-lrc lrish lancllorcls. rvith a l'crv notable exceptions did not
rnakc hi,rstc. rrnd Ycuts \^,ls ttl l'ind himsell repeating this
appeal to a changing aurlicuoc a[ various points throughout
hi5 c1u'qg1-irr, lor cxanrplc. 'On a House Shaken by the Land
Agitati<lrt'. irt 'N'lcclit;.ttiorts irt Tirtrc of Civil War', and, [inally,
irr 'Thc Sttrtucs'.
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(and even traditional) antiquarianism, it is soon apparent
that he has a political purpose. Shortly after finishing his
History of lrelad (1878, 1880), a synthesis of Gaelic bardic
tales that exerted a powerful influence on the next genera-
tion of Irish writers, he published a short polemic on the
contemporary Irish situation called Tlu Crisis in lreland
(1882). The title was a misnomer, for the crisis that obsessed
O'Grady was not that of Ireland but of Anglo-Ireland, and
more precisely of landcd Anglo-lreland. 'We at, this mo-
men[', he wrote, 'arc conl'ronted by two deadly enemies,
the Land League and the Land Act'.7 As so often in Anglo-
Irish writing of this period, a double enemy is descried.
One is internal, the Land League (then at the height of its
power); the other is external, the Land.Act, one of a series of
Iegi sl ative meas ures th ro u gh which the British government
hoped to reform and regulate the inefficiencies and in-
equalities of the landlord system in Ireland. The passing of
t,hese acts, and the conversion of Gladstone to Home Rule
later in the decade, was Lo bring home to the more thinking
members of the Anglo-lrish that support from Britain could
not only be no longer guaranteed, but might even be
diverted to thcir 'deadly enemies' in the Land League.The
Crisis in lrelandwas an alarm-bell to warn the Irish landlords
of their perilous position, but it offered few remedies.
These were presented in a more substantial work, Toryism
andTory Democracy, written four years later. Here O'Grady
identifies two 'deadly enemies' in Britain: the plutocratic
bourgeois and trading element in the Conservative and
Liberal parties, and working-class radicals. Of the two he
finds the plutocracy by far the worse: self-made, without
tradition or noblc blood thcy are bitter foes of the lrish
lancllords and likcly to subvcrt cven t.he Conservative
party. oncc lcd by 'noblcmcn and gentlemen'. What
O'Grady proposcs, lhcrcf<lrc. is an alliance between tradi-
ti<lnnl landcd toryism and thc cmcrgent democratic forces;
a party that will stcer bclwecn the Scylta of anarchic Radi-
crlisrn and thc Charydbis o[ 'corrupt plutocratic despot-
isrr:', in sh<lrt a dcmclcnrtic Tory part.v.

Hou,is this alliancc to bc lbrgcd? It will, he argues,
ground its appcalon tlrrcc plrtrtks: no rcvolution, honourof
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amply documented, and it is perhaps only necessary to
notc that Carlyle's medievalism, focussed through the
Monastery at Bury St Edmunds,has a detailed solidity, and
a didactic urgency, not to be found in Morris, Rossetti or
Tennyson's ponrayal of their other worlds, but which
corresponds to Yeats's attempt to give historical substance
to his Celtic myths. And, of course, Carlyle chose to set his
evocat.ion of the middle ages in a monastery because he
wanted to demonstrate lhe absolute influence of a great
man, a born leader, a 'hero', in reforming a community.

This concept of the hero, and the concomitant view that
hero-worship was a natural and healthy aspect of human
psychology and sociery, is a theme of mairy of Carlyle's
other works, most obviously in his Heroes and Hero-Worship.
There it is found associated wirh a view of mythology thar
O'Grady and Years were to find particularly congenial.
Carlyle argues that hero-worship is a natural and enduring
trait, the root of religion and society and the one sure rock
amid the seas of thc present revolutionary age. When he
looks back he finds British hero-worship first manifest in
Scandinavian saga, and insists upon a racial continuity and
similarity between the ancient Danes and the modern
British. Scandinavian hero-worship was 'most rude, yet
heartfelt, robust,, gigantic; betokening what a giantof aman
this child would grow to! . . . Is it not as the half-dumb
stiflcd voice ol' the long-buried generations of our own
Fathers, calling out of thc depths of ages to us, in whose
veins their blood still runs'.5 We might compare this with
O'Crady's claim thar rhe work of the trish bards 'isprobably
hidden in the blood and brain of the race to this day'.6
O'Grady's mylhological historics, ro a large exrenr predic-
ated rrpon the writings o[Carlyle (and, en passant refuring
sonre of Mathew Arnold's idcas <ln the Celts), introduced
Ycats [o key noti<lrrs - ol'racial unity, of the religious
nature of myth, of thc importancc o[place to the mythologi-
c:al imagination -that wcrc strongly [o innuerice not only
his thinking about c:ulturc buI also, for he soon saw that the
two wcrc inextricably Iinked. his thinking about politics.

For, although O'Cnrcly's rccupcr:ltion o[ the ancient
burdic u,orks muy ll)l)cllr ils t'lo rn<lrc than a picce of worthy
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but Carlyle's ideas, and by the late eighties those ideas
permeated much that Yeats read and heard. Carlyle was,
for instance, an acknowledged influence upon the Pre-
Raphaelites, with whom Yeats identified: he was cele-
brated as a forerunner by the French Symbolists, whom
Yeats was soon to welcome as examples and allies. Edward
Martyn, a friend and collaborator in the Irish Literary
Theatre, had read deeply in Carlyle and used a quotation
from Saror Resarar as the epigram to his anti-modernist
satire, Morgante the l-essen and Lady Gregory had also read
Carlyle extensively. Above all, Yeats took these ideas from
perhaps Carlyle's most devoted (and certainly his most
fervid) Irish disciple, Standish James O'Grady, who was
one of the seminal influences on Yeats's thinking about
history and myth.

Carlyle was the first of the English Romantics to entertain
the possibility of absolute despair in the face of current
historical and sociological trends. Like the other Roman-
tics, and like Ycats aftcr him, he held that the imagination
shapes not merely poctry but the world. But, unlike the
great Romantics, he did nol see this force as finding its
political expression in greater freedom, democracy and
liberty. For Carlyle, while trusting no less than Blake and
Shelley in the redemptive and revelatory potential of the
imagination, saw around him the consequences of the
Industrial Revolution: Mammon on one side; alienation
and squalor on thc other, and moved increasingly towardsa political philosophy that was right-wing and
authoritarian.

Although Carlylc was Loo much a Romantic to fall prey to
pessirnisrn and nihilisrn, thcy haunt him as stark poten-
tials, and so lend to his minartory prose a fervour born of
despcration. What Carlyle is looking for (again, like Yeats
aftcrhim) iscommunity, he isoneof the firstintheEnglish
tradition to undertakc that quest for the restored ge-
meinsclutft that sounds its poigrrancies or (as in Carlyle's
casc) its insistcncics throughout ninetecnth century litera-
lrrrc. ln Po.sr und Prcsurr hc placcs it, as did the Fte-
Raph:rclitcs in lbllou,ing hinr. in the Middle Ages. The
:tttrilction ol'nrcclicvllisrtr to thc Victorizrn mind has bccn
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he became increasingly aware of the intractabiliry of these
problems, and to the synchronic resume of his thoughr,
offered above, must be added a diachronic account of its
development.

Such an account should properly begin before Yeas.
That is to say, it should attempt to locate his place in the
current ideologics of the late nineteenth century, for his
resistance to the decentering forces of his age, his concern
with the Few and thc Many, his apocalyptic reading of
history, his racial and mythological interests, and his per-
plexities over the relationship of cultural freedom to politi-
cal anarchy, are parI ofa general sense ofcrisis in European
thought. As a nineteenth-century man in the European
uadition, Yeats addresses questions about the nature of
society that had taxed Carlyle, Comte, Amold and Morris,
and which were the fundamental concerns of the founders
of modern sociology, Pareto, Durkheim and Weber. But, if
Yeats addresses the same problems, his answers are signifr-
cantly different. For he brings to a general European
anxiety the intense awareness of a particular historical crisis
as a member of a selfconsciously elitist but politically
declining Anglo-trish class.

It has become fashionable in recent years to associate
Yeats's politics with Edmund Burke. Of course, we have
Yeats's warranty for doing so, since Burke was one of the
pantheon of Anglo-lrish sages he chose to celebrate at the
end of his lil'e. Yet in that pantheon he devotes more
attention to Berkelcy and Swift than to Burke, and in any
case his enthusiasm for the eighteenth-century is a late
development, brought abour by his reappraisal of Irish
cultural history after the Creat War. But if we go back to the
beginning of his cultural career, we find a different polirical
influencc. The more we look at the shaping of his views on
politics, that is to say the relarionship berween aurhority,
socicty and the inclividual talent, the more aware we are
l.hal. Yeats's true p<llirical prccursor is not Burke but Thomas
Culylc. Not that Ycurs gor Carlylc straight -he disliked
hirn for his hectoring sl:.lltcc :rnd oncc confesscd that he had
not rerd a word ol'lrirn bccausc hc found his style rebarba-
tivc. It is n<>t Ctrlylc's srvlc. hou,cvcr, Lhal. is in qucstion,
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on a metropolitan democracy that has grown more bur-
geois and capitalist as the century progressed. Bourgeois
power is indifferent to Lhe social pretentions through whicb
the Ascendancy defines i$elf and, with the conversion of
Gladstone to Home Rule, hostile to the institutions which
bolster its minority power. The loyal garrison is in danger of
being surrendered to the natives by men it despises. The
middle-classes and middle-class values are identified as the
enemy. This leads Yeats, impeccably middle-class on both
the paternal and maternal sides, into some nice
distinctions.
(5) In setting himself against modern and middle-class
values, Yeats saw his enterprise as cultural. He therefore
supposed that it was not 'political', since he habitually
defined 'politics' in a narrowly party or sectarian sense.
Yet, in so far as the enterprise was traditional and recupera-
tive it was essentially conseryative, even when brought
about in apparently apocalyptic moments of sudden
change. The only worthwhile revolutions for Yeats are
cou nter-revol u tions.
(6) In so far as Yeats is looking for a cultural and a racial
sanction for his belicfs, the relationship between culture
and blood is of intercst to him. As many of his earlier hopes
of retrieving thc centre Ihrough cultural unity evaporated,
he began to put morc cmphasis on blood, and particularly
on scxual sclection, as crucial to social continuity and
political health. Yet here. as elsewhere, incorrigible contra-
dictions beset him. For the priority given to sexual selection
as a force for establishing dynastic and social srability
competes in his writing both with a recurrent trope of
scxual violence as rcvelatory and revolutionary, and with a
no lcss recurrcnt fcar o[sex as thc generative force of mere
u nd i I'ferentiatcd su,arrni ng.

fF

As all this indicatcs, Yeats's dccpcst concerns were inex-
tricably involvcd with p<llitics. and thc political dimension
oflris thought wils particrrlarly problcmatic. As time passed
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merely sociological, in rhat much of the Protestant ascen-
dancy derived from settler stock. Any ulk of deep racial
and cultural homogeniety was likely therefore to cause
anxiety about origins, authority and legitimacy, and these
anxieties do, indeed, echo throughout, Yeats's writings.

(4) The external argument took force from existing politicat
animosities by playing upon the threat of British cultural and
political domination. Thus, while he adopted a somerimes
violent anti-British rhetoric, his avowcd aim was to rechannel
Irish Anglophobia irito harred of rhe (decentred) modern
world that England represenred. For a short time after the Fall.
of Pamell in the early 1890s he managed to oonvince hirnself
that this reorientation was actually happening. In the long
run it was not quite so simple, forpolitics and culture did not
flow in parallel channels, but interpeneuated at every point.
As he was to discover after the turn of the century, his
nationalist critics demanded that political ends must take
precedence over cultural means, and that artistic expression
must be sacrificed to national propaganda.

To nationalist crirics the anti-British line was un-
problematic - indeed, from Yeats's point of view too
unproblcmatic. Among his Ascendancy readers it pro-
duced a more ambivalenl response. Even among com-
mitted lrish Unionists there was likely ro be a lurking
disdain for England, fuelled by an Ascendancl, sense of
being regardcd as sccond-class members of the Club, even
by upstart English members. 'Here you are somebody.
There you will be nobody ar all', a Sligo aunt had warned
Yeats on his departure for England.a It was an acute and
personal illustration o[ the loss of identity and value in a
larger heterogcneous and undifferentiated whole, a loss
which explains a good deal abouI the anti-English stance of
rnen as difl'erent as, f<lr instance, Parnell and Edward
N'lartyn. Social distirrcriorrs that had the force almost of
castc in Ircland mcant litrlc in England -a fact that Yeats
was madc to fccl acutcly ar his school in Hammersmith,
rvhcrc sturrding clcpcndccl up()l.l plrental income. [n micro-
cosm this wls thc Asccrrtluncy dilcrnma: an off-shore
I'cudulism dcpcnds [<rr support and guarantees of identity
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lried to forge a unity by insisting upon two grounds of lrish
identity. One, internal, relied upon the notion of a deep
cultural and racial homogeneity; the other, external, relied
upon the recognition of deep cultural and racial difference
bitween lreland and other nations, particularly England.

(3) The internal argumcnt obliged him to create a myth of
ine trisn 'people'. The 'peoplc' as he first conceived of
them, had- physical and imaginative passion which ex-
pressed itseif in a racial culture, rooted in folktales and a
national mythology. They thus offered a vibrant alternative
[o the normalizing tendcncies of more economically de-
veloped but socially deracinated nations. The deep poliri-
cat, locial and (often) religious divisions between the
'educated classes' and the people in Ireland could, he
belicved, be reconciled through a culture which took its
vitality from the clite's ability to tap into the passions and
traditional folklore of the people and transform them into a
more sophisticated and yet homogenous national identity.
Such a iynthesis would depend upon the recognition of
shared cultural properties and racial characteristics.

This myth involved a great number of difficulties which
could not finalty be ignorcd. Among the more persistent
problems were the fact that the people were not a so-
ciologically or culturally fixed entity. Ever since the Famine
ofthe 1840s Irish society had been undergoing gradual but
profound changes, changes which involved education,
some degree of economic amelioration, and political aspira-
tion. The more obvious manifestations of all this were the
larrcl agitation, the Local Government, Act, and the cam-
paign tbr Home Rule. Thc 'pcople' were, consequently, a
morc complcx lrnd diffusc grouping than Yeats had wished
to bclicvc.

Thc changcs which werc occurring among the people
werc nol without thcir cfl'ect on thc 'cducated classes'. The
land agitation had undcrmirred their position, the l-ocal
Governrnent Act arrd the likelihood of Home Rule were
crocling l^hcir political irtfluencc. Thesc movements had
emphasiz.cd thcir scp:tration l'rorn, rather than thcir iden-
tity ri'ith. thc pcoplc. Tlritt scpurittion was historical, not
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This anxiety clearly has metaphysical and psychological
ramifications; in its political aspect it is the fear that un-
differentiation is leading to mere normalization, to the
lcvclling down of all that is individual, exceptional and
wondrous to the average, the conventional, and the util-
itarian. At its worst it is a fear of the violent undifferentia-
tion of anarchy. The most famous (certainly the most
quoted) lines of Yeats intone that

ff,ingr fall apart, the centre cannot hold
Merc anarchy is loosed upon the world

Although 'The Second Coming' was written in 1919, the
fear it a.rticulates had been with Yeas from the very outset
of his career, and is an expression of a larger crisis of faith
that bcset not merely his generation, but his century. Yeats
is a modernist, not a post-modernist: he cannot relinquish
the notion of centre but he clings to it with increasing
desperation. This description, and the srategies he
adopted to assuage it, generate the pressures and contra-
dictions of his politics.

(2) In his political thinking -and again there is a correla-
tion with his metaphysics -this preoccupation formulates
itself as the relationship between the Few and the Many. By
the time he came to read Jonathan Swift's Discourse of the
Contests and Di.rsentions between the Nobles and the Commons in
Athens and Rome in thc 1930s he recognized that this was so,
but from his early days he was seeking a reconciliaLion, in a
larger national community, of the interests of a small self-
conscious elite with the larger instinctive consciousness of
the people. Given the history of Ireland and the social and
political hcgemonics that obtained there when he began
writing, it was inevitablc that the Few must be closely
idcnrified u,irh the Anglo-lrish Ascendancy -a fact thar,
al'tcr somc resistancc, hc canre to recognize. Since the
Ascendancy had gaincd and consolidated its power
through invasion and violcnt appropriation, reconciliation
could ncvcr bc easy. Thc divisions in Irish society were
c:<lmprchcnsivc urrcl clccp: thcy irrvolved political, sociul,
rcligious and. in s()l'nc :.lrcils. linguistic differences. Yeats
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irnplications of his work, rathcr than any phantasmagoric
quest for the real or supposed polidcal effects of his work.
On thcsc terms he is a supremcly political writer in that he
always dcmands an aucliencc. He may drcam of Innisfree
but hc would have tircd of thc isolation far sooner than he
tircd of a diet o[honey arrd bcans. Throughout his life Yeats
wror.c his poctry to bc spokcn and recited. Poeuy for him
must be a communal act. Shelley, one of his acknowledged
Romirntic prccursors, famously remarks in his Defence $
Poetry that the poet is a nightingale singing in solitude, we
draw near to overhcar his song, that he isthe unackrcwledged
legislator of the world. Yeats found it difficult to be either
unacknowledged or mercly 'overheard': he wanted to be
listened to -so desperately that when in years of disillu-
sionment he felt dcprived of an appropriate audience he
invcnted one. 'Thc Fishcrman' is a poem addressed to an
ideal listener -but a listencr nonetheless: as always Yeats
is u,riting 'for' an audicncc. And that in the largest sense
brings him into the political domain.

But to havc spoken oI his disillusionment indicates at
oncc the problcmatic naturc ol his address, the question-
ablc idcntity of his audicrrcc, tlre u ncerlain, even conuadic-
tory, relationships betwcen thc various fields of his political
domain. Therc is un intricatc mesh between Yeats's larger
vicu, of politics and his politics of personal, social, sexual
and [exl,ual rclationships. and this is u,hat complicates the
vicw ol' Ycats as mcrcly crclrting an lrel4nd out of his
irnagination. A dctailcd ucc<tunt ol'thc continual interaclion
bctwccn Ycats's Ronlrntic myths and his practical, and
cvcn domestic politics, lics outside the scope of a short
cssay, but I wish to invcstigltc that interaction at certain
cruciul points in his carccr t<l shou, how ccrtain fundamen-
tal idcas in his politicll thirrking recur Ihroughout his life,
but t;rkc thcir changing irrllcctions from his engagement
with contcmporary evcnts lnd institutions. A rough tab-
uluti<ln cll'thosc fur:dumcntal icleas. and of the complica-
tiorrs thcv gcrrerated. rttigltt itppcllr as lirllorvs:
(l) Onc- o[ his rccurrcnL prc()ccr.rpxtions "t'as thc fear of
Itrsipg t5c ccntrc -prcscncc. slurl'lc. tradition, animu-in a
rrrr.rss ol'riur(l()r'll. rtrr rtttrcrlcss. clrsturl, undit'ltrcntiatitln.
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him from ill-informed and ofren politically morivar.ed
artacks. If one is looking for a cultural contribution to the
Rising onc would in any case begin with the Gaelic League,
not with Yeats. Thc cxtcnI to which Yeats's work influences
larcr generations in rheir political thinking must be rather
morc opcn, bur the norion thar 'Easrer 1916'or 'The Rose
Trcc' havc a palpable bcaring on thc present situation in
Wcst Bclfast (as O'Bricn has allcged) is implausible.

The chargcs that Ycats grcw authoritarian, that he flirted
with what passed lor an Irish Fascist Party, and that his
views are influenced by a colonial situation in which he
inevitably participates, have more substance.3 Such sug-
gestions trouble a more reassuring view of Yeats as a
Burkean Tory, but they also involve more difficult ques-
tions of rerminology, ideology and strength of commir-
men[. For the political ideologies with which Yeats is most
frccluently associared are those which are most difficult to
del'inc with any precision. Nationalism was a potent nine-
tccnth century forcc and conl.inues so in our own times, but
thc varieties ol'nationalism are almosI as disparate as the
nationalities they articulatc. Nor do the primary texts of the
cxtrcmc right, such as they are, offer the coherent. ground
of political thought and acrion supplied by Marxism,
Dcmocratic Socialism or even Liberalism. Added ro this we
huvc the nature of Ycats's own mind: concrete rather than
abstrirct, uccumuiirt.ivc rather than analytic, imaginative
rathcr than rational. Thc irnprccisc idcologies ro which he
\ /AS atlractcd bccame cvcn more idiosyncratic when
twistcd to his imaginarivc and cmotional nceds.

A rJiscussion of Ycat,s's politics shou ld not overlook those
nccds, for, as I havc alrcady suggcsted, the question of
Ycats's politics is peculiarly Yeatsian in thar polirics per-
nreitte his carecr in an insistcnt way, and at many levels.
Writing al'tcr Wirltcr Bcnjamin and Michcl Foucault we are
Lo undcrstancl '1xtlitics' as categoriz-ing a brolrd rangc of
ovcrlappirrg powcr struclures ilnd hcgcmonics, slructures
th:rt crrcolnplrss flrrnill'. gcndcr. tcxt and llrnguagc. Ar:d,
ilrrlccd. \'cuts is'lxtlilicul'ut rrll rhcsc Icvcls. Ir is his parti-
cilxrtiorr in (urrti c<lrrllict *,itlr) tlrcsc structurcs u,hich sccrrr
t() r]'rc t() pl'cscnt tlrc ccntr;rl ltrrtt:lcnts raiscd b.v ttrc politicul
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All these positions have validity, but none quite covers the
case. Edward Said is right to see Yeats as a nationalist' but
the national struggle in lreland was in its essentials signifi-
cantly different from the present struggles in the third
world - a point Said recognizes briefly in his passing
reference to Yeas as belonging 'in important ways to the
Protestant Ascendancy whose lrish loyalties, to put it
mildly, were confused'.z This is to put it too mildly. To
espouse the cause of Irish Home Rule in the latter part of
the ninetecnth century was hardly radical: indeed, a large
section -and often a majority -of the British electorate
voted for parties advocating that very policy. The problem-
atic aspect of Yeats's politics resides not in his attitude
towards Ireland viz-a-viz England, but precisely in those
'confused' relationships with the Ascendancy, and with
the varieties of Irish nationalism on offer. Denis Donoghue
makcs an important point whcn he argues lhat much of the
Ireland Yeas wrote of is a I'iction, born of Romantic impera-
tives, and it is a point Yeats himself sometimes recognized,
as for instance in 'The Municipal Gallery Revisited'.
Nevertheless, it was not a complete fiction. What marks
Yeats out from both his Romantic and his Pre-Raphaelite
forerunners. as well as most of his modernist contempo-
raries, is his continual engagement with the facts of Irish
political and social lifc as Lhey presented themselves in a
suitc of extra-literary conl.exts and discourses.

The extent to which Yeats's own canon was or could be
appropriated in its turn to political or social ends is far less
certain. The notion that Yeats contributed in any significant
way to the 1916 Rising, for instance, as do Thompson,
Cullingford and Yeats himself, is to overlos]q 1ssu6gn1-
even predictable - patterns rn Irish history that predate
Yeats by centuries. It also begs the question of the popu-
larity, or even circulation, of Yeats's work in the Ireland of
the tirnc. and of thc spirit irr which he was read. A brief dip
into contcmporary Irish rcvicws soon reveals the persistent
anrbiguity -\ ,hcn it was not dorvnright hostility -of his
Irish critics Lo\A,irr(ls hirn. By l9O3 this hostility was so
irlpluc:ablc that hc orclcrccl his publishcr not to send review
q:oplics ot'his books to ln)' lrish 1;apcr or pcriodical, to spare
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and cultural despair, could nor disburden himself of the
drcam thar rhere would be a fifih bell, a bell that would
announce a civilization closer to his mind than that he saw
around him. Quite what that civilization involved is never
clcar.ly defined, although he gestures towards itin avariety of
Ty!!s throughout his life-through forexample the mythof
Gaclic lreland or the myrh of the Anglo-Irish eightlenth
century. AII these myths are pan of a larger myth -that of
'Unity. of Being' - a myrh which has alliliations with the
perennial myth of Eden, Blake's myth of Golgonooza and
the nineteenth-cenrury myrh of the Middle Ages. In yeats's
formulation this myth was at once revolutionary and rcac-
tionary: it promised a more vibrant society, but supposed that
such a society should be grounded in i racia iriO cultural
tradition. Restoring a cultural tradition based on a feudal
society to a world of high capitalism and democratic princi_
ples was a problem that occupied a great deal of his rhinking.
But in that thinking he rarety recognized just how far hls
utopian visions were predicated upon his social position and
upon the tensions and anxieties generated by that posifion.
This essay auempts to address those tensioni and anxieties.

The question of Yeats's relationship to politics has given
rise to a number of critical posirions that may be briefly
recapitulated hcrc:

Ycats was right-wing. authoritarian, fascist (George
Orwell, Conor Cruisc O'Brien).
Ycats belongcd to a c<llonial class and after sorne a[-
tempts to identify wirh rhe people, fell back into colonial
and (afortiore) authoritarian attitudes (Seamus Deane).
Yeats was a nationalis[ and his inflammatory nationalis-
tic poetry conrributed palpably ro rhe Easier Rising ofl9l6 (Irwin Thornpson, O'Brien, years himself).
Yeats was basically a Burkean Tory who believed in
tradition, bur also in tibcrry (Elizabeth Cullingford).
That Yeats's Ircland wAS it figment of his imagination: In
Dcnis Dclnoghuc's vivid aphorism: .yeatslnvented a
counlry arrd callccl it Irclancl'.
Ycilts is ir ntriorurlist. unti-impcrialist poet and is so
rcgltrtlccl irr rlrc Third W<trlcl (Edu,ard Said).1
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THE	FIFTH	BELL:
RACE	AND	CLASSIN

YEATS'S	POLITICAL	THOUGHT

JOHN	S.mY

Yeats's involvement with politics has been of continuing
interest to critics and commentators, and inevitably so. He
was after all one of the few major writers to have held
political office -as a Senator in the new Irish Free State -and all his life he knew politicians, or those whose central
concerns wcre political - John O'Leary, Maud Gonne,
Stephen Gwynn, Horace Plunkett, Arthur Griffith, Parick
Pearse, Kevin O'Higgins, and - notoriously - Eoin
O'Duffy. the leader of the Irish Blue Shirts. He dined with
British ministers, lunched with the President of the United
States. met Winston Churchill at weekend house parties,
and was invited to supper by Lord Beaverbrook.

Not only did he frecluent the ante-chambers of power,
and on occasion venture furthcr towards its centre, but his
temperament, despite frequent disavowels on his part, was
deeply coloured by politics - so deeply and pervasively
that a short essay cannot hope to explore all the ramifica-
tions of that influence. What concerns me here, therefore,
is not a general accounl of those ramifications but an
exploration of the part playcd by his class-background, his
qucst for racial idcntity. and his concern with history in
shaping his work and itlc<ll<lgy. t take as a starting point the
lilte notc to 'Parnell's Funcral' irr which he dramatizes (or
rnclodramatiz.cs) lrish lristory irrto tirur acl,s, each marked
by u bell. Thc fotrrth antl uppurcntly final bcll sounded at
thc lirll o['Piuncll l'ronr politicul purvcr in the e:uly eighteen-
ninetics, but. as I shall lrguc, Yc:rts. lirr all his Iater political
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