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歌
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本
論
の
対
象
は
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
「
狂
っ
た
（distract

）」
と
い
う
設
定
で
歌
う
五
曲
の
小
唄
で
あ
る
。
こ
の

特
異
な
設
定
の
た
め
に
ど
の
小
唄
も
何
を
歌
っ
た
も
の
な
の
か
が
判
然
と
せ
ず
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
そ
の
小
唄
が
選

ば
れ
て
い
る
の
か
も
明
確
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
歌
詞
に
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
箇
所
が
あ
り
、『
ハ
ム

レ
ッ
ト
』
批
評
は
そ
の
断
片
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
模
様
や
ト
ラ
ブ
ル
を
推
測
し
て
き
た
。
解
読
可
能
も
し
く
は
類
推
可
能
と
さ
れ
る
箇

所
は
と
く
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
視
点
か
ら
多
く
指
摘
さ
れ
、
近
代
初
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
演
劇
に
お
け
る
女
性
の
狂
気
表
象
を
分
析
す

る
キ
ャ
ロ
ル
・
ニ
ー
リ
ー
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
場
面
［
第
四
幕
第
五
場
］
で
登
場
し
た
瞬
間
か
ら
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
台
詞
は
意
味
に
満

ち
て
い
る
」（N

eely�（7

）。

　
た
だ
し
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観
客
に
と
っ
て
も
、
こ
れ
ら
一
連
の
小
唄
の
意
味
、
ひ
い
て
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
狂
気
が
劇
世
界
で

担
う
意
味
が
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
批
評
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
通
り
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
小
唄
の
元

歌
に
あ
た
る
資
料
を
接
線
に
と
っ
て
分
析
し
直
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち
が
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
い
く
つ
も
見
え
て
く
る
。
楽

譜
も
メ
ロ
デ
ィ
ー
も
収
録
さ
れ
て
は
な
い
け
れ
ど
も
、『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
テ
ク
ス
ト
に
は
今
日
の
大
ヒ
ッ
ト
歌
謡
曲
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
相
当
す
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一
二
四

る
四
百
年
前
の
聴
覚
的
情
報
、
さ
ら
に
は
そ
の
Ｂ
Ｇ
Ｍ
の
歌
詞
に
よ
っ
て
連
想
さ
れ
る
視
覚
的
情
報
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
．
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
誰
に
向
か
っ
て
歌
っ
て
い
る
？

　『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
第
四
幕
第
五
場
で
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
舞
台
上
に
二
度
姿
を
現
し
、
最
初
の
登
場
で
二
曲
、
二
度
目
で
は
三
曲
（
Ｑ
1

で
は
二
曲
）
と
合
計
五
曲
の
小
唄
を
歌
う
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
に
出
版
さ
れ
た
Ｑ
1
、
Ｑ
2
、
Ｆ
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
テ
ク
ス
ト
で

は
ど
の
版
で
も
冒
頭
で
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
「
狂
っ
た
」
と
い
う
情
報
が
観
客
に
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
二
〇
行
後
に
（
Ｑ
1
で
は

一
〇
行
後
に
）
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
観
客
の
前
に
姿
を
現
す
。
観
客
・
読
者
に
知
ら
れ
て
き
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
小
唄
と
は
Ｑ
2
と
Ｆ
に
収

録
さ
れ
て
い
る
歌
詞
、
す
な
わ
ち
文
字
情
報
と
し
て
ほ
と
ん
ど
意
味
不
明
で
あ
り
、
解
説
も
な
し
に
突
然
歌
わ
れ
始
め
る
も
の
で
あ
る
。

O
ph.

　W
here�is�the�beauteous�m

ajesty�of�D
enm

ark?�

麗
し
の
デ
ン
マ
ー
ク
国
王
は
ど
ち
ら
？

G
er.�

H
ow

�now
,�O

phelia!�

ど
う
し
た
の
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
！

O
ph.

　
　H

ow
�should�I�your�true�love�know

�

　「
あ
な
た
の
想
い
人
は

　
　
　
　
　From

�another�one?�

　
　
ど
う
す
れ
ば
見
分
け
ら
れ
ま
す
か
」

B
y�his�cockle�hat�and�staff,�

　「
貝
殻
の
つ
い
た
帽
子
と
杖
、

　
　
　
　
　A

nd�his�sandal�shoon.�
　
　
サ
ン
ダ
ル
を
は
い
た
巡
礼
姿
で
」

G
er.�

A
las,�sw

eet�lady,�w
hat�im

ports�this�song?�
あ
あ
、
ね
え
、
こ
の
唄
は
ど
う
い
う
意
味
？

O
ph.�

Say�you?�N
ay,�pray�you,�m

ark.�

邪
魔
し
な
い
で
、
じ
っ
と
聞
い
て
い
て
。



オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
小
唄
（
中
野
）�

一
二
五

H
e�is�dead�and�gone,�lady.�

　「
そ
の
方
は
、
奥
様
、
亡
く
な
り
ま
し
た

H
e�is�dead�and�gone.�

　
　
そ
の
方
は
亡
く
な
り
ま
し
た

A
t�his�head�a�grass-green�turf,�

　
今
は
緑
の
芝
生
が
枕
、

　
　
　
　
　A

t�his�heels�a�stone.�

　
　
足
下
に
石
が
く
く
り
つ
け
ら
れ
て
」

　E
nter K

ing�

　
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
登
場

G
er.�

N
ay,�but,�O

phelia

─�

や
め
て
、
で
も
ね
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
─

O
ph.�

Pray�you,�m
ark.�

お
願
い
、
じ
っ
と
聞
い
て
い
て
ね
。

W
hite�his�shroud�as�the�m

ountain�snow

─�

　「
雪
の
よ
う
に
純
白
の
経
帷
子
─

G
er.�

A
las,�look�here,�m

y�lord.�

あ
あ
、
あ
な
た
、
こ
れ
を
ご
覧
に
な
っ
て

O
ph.�

Larded�w
ith�sw

eet�flow
ers�

　
　「
甘
い
花
々
で
脂
付
け
さ
れ
て

W
hich�bew

ept�to�the�grave�did�not�go�

　
お
墓
の
中
に
想
い
人
の
涙
が

　
　
　
　
　W

ith�true-love�show
ers.�

　
　
注
が
れ
、
な
ー
ん
て
し
な
か
っ
た
」

（The Tragedy of H
am

let,�（.（.22

─（0

）

第
一
ス
タ
ン
ザ
の
四
行
は
明
ら
か
に
誰
か
と
誰
か
の
対
話
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
置
き
の
説
明
が
な
い
の
で
最
初
の
二
行
「
あ

な
た
の
想
い
人
（true�

love

）
は
ど
う
す
れ
ば
見
分
け
ら
れ
ま
す
か
？
」
が
意
味
不
明
の
問
い
か
け
に
な
る
。
少
な
く
と
も
今
日
の
私

た
ち
に
は
、
こ
の
歌
詞
だ
け
で
は
二
人
称
のyou

が
誰
な
の
か
分
か
り
よ
う
が
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
問
い
か
け
に
対
し
相
手
は
巡
礼
姿

の
男
性
だ
と
答
え
て
い
る
が
、
想
い
人
が
巡
礼
姿
で
あ
る
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
小
唄
の
情
報
だ
け
で
は
理
解
不
能
で
あ
る
。
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同
じ
く
第
二
ス
タ
ン
ザ
の
最
初
の
歌
詞
、“H

e�is�dead�and�gone ”

のhe

は
誰
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
？
　
ま
た
、
そ
の
人
物
が
「
亡

く
な
っ
て
い
る
」
こ
と
は
前
の
ス
タ
ン
ザ
の
「
巡
礼
姿
の
男
性
」
云
々
と
ど
う
関
連
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

さ
ら
に
言
え
ば
第
二
ス

タ
ン
ザ
第
一
行
目
に
、
韻
律
の
上
で
字
余
り
で
あ
る
う
え
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
上
で
も
不
自
然
な
語lady

が
な
ぜ
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
か
、

そ
の
理
由
も
意
図
も
理
解
し
が
た
い
。

　
舞
台
上
に
現
れ
た
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
開
口
一
番
に
語
る
台
詞
も
意
味
不
明
で
あ
る
。
彼
女
は
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
に
向
か
っ
て“W

here�is�

the�beauteous�m
ajesty�of�D

enm
ark? ”

と
尋
ね
て
い
る
が
、
も
し
ア
ー
デ
ン
第
三
版
の
註
釈
の
よ
う
に“the�beauteous�m

aj-

esty�of�D
enm

ark
”

が
王
妃
を
意
味
す
る
と
解
釈
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
女
は
目
の
前
に
い
る
人
物
が
誰
な
の
か
認
識
能
力
を
失
っ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
コ
ッ
ペ
リ
ア
・
カ
ー
ン
の
よ
う
に“m

ajesty�of�D
enm

ark
”

を
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
か
ハ
ム
レ
ッ
ト
か
ど
ち
ら
か
の

男
性
を
指
す
と
解
釈
す
れ
ば
（K

ahn�237

）、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
男
性
と
女
性
の
区
別
さ
え
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
い
ず

れ
に
し
て
も
観
客
に
と
っ
て
こ
の
場
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
致
命
的
な
ほ
ど
に
人
間
関
係
の
認
識
能
力
を
失
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
実
際

に
彼
女
は
兄
レ
ア
テ
ィ
ー
ズ
で
さ
え
肉
親
だ
と
分
か
ら
な
い
。
し
か
も
彼
女
の
頭
の
中
は
不
思
議
な
女
性
だ
け
の
世
界
に
な
っ
て
い
る
ら

し
く
、
開
口
一
番
の“beauteous ”

と
い
う
修
辞
と
小
唄
中
の“lady

”

と
い
う
呼
び
か
け
は
、
彼
女
が
女
性
し
か
認
識
で
き
な
い
（
ら

し
い
）
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
似
た
よ
う
な
台
詞
を
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
一
度
目
の
退
場
を
す
る
際
に
も
語
っ
て
お
り
、
彼
女
は
ク
ロ
ー

デ
ィ
ア
ス
を
含
め
た
目
の
前
の
登
場
人
物
た
ち
に
「
奥
様
方
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
─
「
お
や
す
み
な
さ
い
、
奥
様
方
（ladies

）、
お

休
み
な
さ
い
」（（.（.72

）。

　
興
味
深
い
の
は“lady

”

と
い
う
呼
び
か
け
を
除
い
て
、
上
記
の
狂
気
的
な
特
性
を
示
す
台
詞
が
Ｑ
2
と
Ｆ
だ
け
に
登
場
し
、
Ｑ
1

に
は
出
て
こ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
Ｑ
1
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
誰
か
ら
も
遮
ら
れ
る
こ
と
な
く
小
唄
を
歌
い
終
え
る
の
に
対
し
て
、

Ｑ
2
と
Ｆ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
曲
で
ス
タ
ン
ザ
ご
と
に
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
か
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
が
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
に
呼
び
掛
け
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一
二
七

つ
づ
け
る
。
小
唄
を
遮
る
こ
れ
ら
の
呼
び
か
け
は
、
舞
台
上
の
小
唄
を
聞
く
登
場
人
物
た
ち
に
小
唄
の
歌
詞
が
意
味
の
通
っ
た
も
の
に
は

聞
こ
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

G
er.�

A
las,�sw

eet�lady,�w
hat�im

ports�this�song?�

あ
あ
、
ね
え
、
こ
の
唄
は
ど
う
い
う
意
味
？

�

（The Tragedy of H
am

let,�（.（.2（

）

G
er.�

N
ay,�but�O

phelia

─�

や
め
て
、
ね
え
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
─

�
�

（The Tragedy of H
am

let,�（.（.3（

）

K
ing.

　Pretty�O
phelia

─�

可
愛
い
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
─

�
�

（The Tragedy of H
am

let,�（.（.（6

）

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
登
場
人
物
や
観
客
の
前
で
小
唄
を
披
露
す
る
け
れ
ど
も
、
彼
女
は
誰
に
も
理
解
で
き
な
い
小
唄
を
歌
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
？

　
歴
史
的
に
あ
る
段
階
か
ら
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
小
唄
は
研
究
者
を
含
め
観
客
と
読
者
に
と
っ
て
意
味
不
明
に
な
る
け
れ
ど
も
、
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
時
代
の
観
客
に
は
舞
台
上
か
ら
同
時
代
の
大
ヒ
ッ
ト
歌
謡
曲
と
い
う
べ
き
お
馴
染
み
の
小
唄
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
聞
こ
え
て
い
た
。

今
日
の
私
た
ち
が
「
分
か
れ
て
も
好
き
な
人
」
の
Ｂ
Ｇ
Ｍ
を
聞
け
ば
、
雨
の
夜
の
繁
華
街
と
い
う
光
景
や
偶
然
の
再
会
を
き
っ
か
け
と
し

た
男
女
の
新
た
な
展
開
を
連
想
で
き
る
。
今
日
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
小
唄
は
一
義
的
に
文
学
テ
ク
ス
ト
の
一
部
で
あ
る
歌
詞
の
文
字
情

報
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観
客
に
は
演
劇
上
演
（
娯
楽
）
に
組
み
込
ま
れ
、
連
鎖
的
に
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
も

し
く
は
コ
ミ
カ
ル
な
展
開
を
想
像
さ
せ
る
聴
覚
的
な
情
報
で
あ
っ
た
。
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�
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
に
登
場
す
る
小
唄
の
多
く
が
バ
ラ
ッ
ド
も
し
く
は
ジ
ッ
グ
と
呼
ば
れ
る
同
時
代
の
歌
謡
曲
を
翻
案
し
た
も
の
で
あ

る
（D

uffin�20

─21:�Clegg�&
�Skeaping�10

─13

）。
こ
れ
ら
の
小
唄
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観
客
で
あ
れ
ば
一
度
は
耳
に
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
よ
く
知
ら
れ
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
（tune

）
で
歌
わ
れ
て
い
た
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
第
一
曲
目
が
そ
の
典
型
的
な

例
に
な
り
、
こ
の
小
唄
に
は
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
と
い
う
元
歌
バ
ラ
ッ
ド
が
存
在
し
（D

uffin�（23

）、
そ
の
バ
ラ
ッ
ド
の
節
回
し
は

「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
に
お
い
て
き
わ
め
て
人
気
の
高
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
（an�extrem

ely�popular�tune

）
で
あ
っ
た
」（Seng�

136

）。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
こ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
利
用
し
、
さ
ら
に
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
の
衝
撃
的
な
人
間
関
係
を
翻
案
化
し
て
歌
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

A
s�you�cam

e�from
�W

alsingham
�

あ
の
聖
な
る
巡
礼
地
、

　From
�that�holy�land�

　
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
か
ら
お
戻
り
な
ら

M
et�you�not�w

ith�m
y�true�love�

そ
の
道
す
が
ら

　B
y�the�w

ay�as�you�cam
e?�

　
私
の
愛
す
る
人
に
会
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
？

H
ow

�should�I�your�true�love�know
,�

ど
う
す
れ
ば
分
か
り
ま
し
ょ
う

　T
hat�hath�m

et�m
any�a�one,�

　
私
は
あ
の
聖
な
る
巡
礼
地
に

A
s�I�cam

e�from
�the�holy�land,�

行
っ
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
が

　T
hat�have�com

e,�that�have�gone?�

　
多
く
の
方
と
お
会
い
し
ま
し
た
の
で
。

�
�

（W
alsingham

,�1

─（

）
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二
九

今
日
の
私
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
や
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
な
ど
劇
中
の
登
場
人
物
に
さ
え
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
小
唄
の
第
一
ス

タ
ン
ザ
は
誰
と
誰
が
会
話
し
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
。
一
方
、「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
の
歌
詞
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
観
客
な
ら
ば
、

そ
の
節
回
し
に
乗
せ
て
歌
わ
れ
る
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
第
一
曲
目
は
熟
年
男
性
の
怨
み
辛
み
と
い
う
テ
ー
マ
を
潜
在
的
に
含
ん
で
い
る
こ
と

に
気
付
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
ゼ
ン
グ
の
先
駆
的
な
研
究
書
『
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
に
お
け
る
歌
謡
曲
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
小
唄
の
数
は
七
〇
曲
で
あ
る
。
そ
の
う

ち
の
約
半
分
が
同
時
代
の
バ
ラ
ッ
ド
を
そ
の
ま
ま
、
も
し
く
は
翻
案
化
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、『
オ
セ
ロ
』
の
第
四
幕
第
三
場
で
死
の

直
前
に
デ
ズ
デ
モ
ー
ナ
が
歌
う
「
柳
の
唄
（W
illow

）」
が
こ
の
種
の
最
も
よ
く
知
ら
れ
る
例
と
な
る
。「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
も
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
た
バ
ラ
ッ
ド
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
翻
案
の
さ
れ
方
そ
の
も
の
が
興
味
深
い
。
バ
ラ
ッ
ド
は
印
刷
機

の
普
及
に
よ
っ
て
一
六
世
紀
後
半
か
ら
ブ
ロ
ー
ド
シ
ー
ト
の
片
面
に
刷
ら
れ
一
枚
一
ペ
ニ
ー
で
売
ら
れ
る
商
品
に
な
っ
て
い
た
。
識
字
率

の
関
係
か
ら
バ
ラ
ッ
ド
の
主
要
な
購
買
層
は
男
性
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、「
柳
の
歌
」
も
捨
て
ら
れ
た
男
性
の
恋
心
を
切
な
く
綴
る
男

性
向
け
の
失
恋
小
唄
で
あ
る
。

　『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
で
は
女
性
登
場
人
物
（
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
）
に
よ
っ
て
女
性
を
登
場
人
物
と
す
る
小
唄
が
歌
わ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、

元
歌
バ
ラ
ッ
ド
の
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
は
明
ら
か
に
男
性
受
け
を
狙
っ
た
男
性
登
場
人
物
の
失
恋
怨
み
小
唄
だ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
男
性
版
怨
み
小
唄
を
基
に
し
て
女
性
版
替
え
歌
を
作
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、“beauteous ”

と
い
う
修
辞
語
や

“lady
”

、“ladies ”

と
い
う
不
可
解
な
呼
び
か
け
も
女
性
版
へ
の
翻
案
化
と
い
う
仕
掛
け
を
観
客
に
気
付
か
せ
る
演
劇
的
シ
グ
ナ
ル
と
見

な
せ
ば
辻
褄
が
合
う
。
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二
．
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
に
よ
る
男
性
版
怨
歌
／
艶
歌
の
作
り
替
え

　
今
日
こ
そ
歴
史
マ
ニ
ア
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
は
キ
ン
グ
ズ
・
リ
ン
の
北
東
に
あ
る
町
で
あ
り
、

宗
教
改
革
前
に
は
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
と
並
ぶ
一
大
巡
礼
地
だ
っ
た
。
こ
の
巡
礼
地
を
タ
イ
ト
ル
と
す
る
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
は
二
人
の
男

性
の
会
話
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
第
一
ス
タ
ン
ザ
は
男
性
巡
礼
者
が
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
に
詣
で
る
道
す
が
ら
別
の
巡
礼
者
に
「
私
の
想

い
人
」
に
出
会
っ
た
か
を
尋
ね
る
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
出
だ
し
の
二
行
「
あ
な
た
の
想
い
人
は
ど
う
す
れ
ば
見
分
け

ら
れ
ま
す
か
」
は
も
う
一
人
の
男
性
巡
礼
者
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
た
女
性
な
の
か
聞
き
返
す
箇
所
に
あ
た
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

時
代
の
観
客
が
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
こ
の
歌
詞
を
聞
け
ば
、
条
件
反
射
的
に
思
い
浮
か
べ
る
光
景
は
最
愛
の
女
性

（
お
そ
ら
く
妻
）
に
捨
て
ら
れ
て
、
各
地
を
放
浪
（
巡
礼
）
し
て
回
る
男
性
の
姿
で
あ
る
。

　「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
の
男
性
が
探
す
「
私
の
想
い
人
」
は
「
天
使
」
や
「
女
神
」
に
喩
え
ら
れ
る
完
璧
な
美
し
さ
を
持
つ
女
性
で
あ

り
、
尋
ね
ら
れ
て
い
る
別
の
巡
礼
者
は
途
中
で
確
か
に
そ
の
よ
う
な
美
し
い
女
性
に
会
っ
た
と
答
え
る
。
続
け
て
こ
の
巡
礼
者
が
「
な
ぜ

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
清
ら
か
な
美
し
い
女
性
が
あ
な
た
の
元
を
去
っ
た
の
か
」
と
聞
き
返
す
と
、
捨
て
ら
れ
た
男
性
は
自
ら
の
悲
惨
な
現

況
を
明
ら
か
に
す
る
。
通
常
恋
愛
を
主
題
と
す
る
バ
ラ
ッ
ド
で
あ
れ
ば
適
齢
期
の
男
女
が
登
場
人
物
に
な
る
が
、
こ
の
小
唄
の
男
性
は
熟

年
の
世
代
に
属
し
、
人
生
の
晩
期
に
「
想
い
人
」
に
裏
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

I�have�loved�her�all�m
y�youth�

若
い
時
分
か
ら
ず
っ
と
愛
し
て
き
ま
し
た
が
、

　B
ut�now

�am
�old�as�you�see:�

　
見
て
の
通
り
私
は
も
う
年
老
い
て
い
ま
す
、
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三
一

Love�liketh�not�the�falling�fruit.�

愛
（
ク
ピ
ド
）
は
落
ち
か
け
た
果
実
も

　N
ot�the�w

ithered�tree.�

　
枯
れ
た
樹
木
も
好
み
は
し
な
い
も
の
。

�
�

（W
alsingham

,�37

─（0

）

歌
詞
中
の
「
落
ち
か
け
た
果
実
も
枯
れ
た
樹
木
も
好
ま
な
い
」
と
い
う
表
現
は
バ
ラ
ッ
ド
の
読
み
手
・
聞
き
手
に
こ
の
美
し
い
女
性
が
性

的
欲
望
か
ら
若
い
男
性
の
許
に
走
っ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
お
い
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
主
人
公
ハ
ム
レ
ッ
ト
も

状
況
は
異
な
る
も
の
の
同
種
の
恨
み
言
、
す
な
わ
ち
長
年
連
れ
添
う
女
性
が
突
如
夫
を
裏
切
る
こ
と
へ
の
怒
り
を
再
三
再
四
劇
中
で
吐
き

捨
て
る
こ
と
で
あ
る
─
「
脆
き
も
の
、
汝
の
名
は
女
」（1.2.1（6

）、「
賢
い
男
な
ら
お
前
た
ち
［
女
性
］
の
お
か
げ
で
ど
ん
な
化
け
物

［
妻
に
浮
気
さ
れ
角
を
生
や
す
夫
］
に
さ
れ
る
か
分
か
っ
て
い
る
」（3.1.13（

─3（

）、「
お
ぞ
ま
し
い
情
欲
、
お
前
の
お
か
げ
で
熟
年
女
の

体
で
さ
え
疼
く
の
な
ら
、
う
ら
若
い
女
の
貞
節
な
ど
蝋
の
よ
う
に
熔
か
し
て
し
ま
う
」（3.（.（0

─（2

）。

　『
十
二
夜
』
の
第
一
幕
第
五
場
に
お
い
て
オ
ー
シ
ー
ノ
ー
は
愛
情
（love

）
に
関
し
男
性
的
な
特
性
と
女
性
的
な
そ
れ
を
対
比
し
て
表

現
し
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
同
様
に
欲
望
に
左
右
さ
れ
る
気
ま
ぐ
れ
な
愛
情
を
女
性
的
と
決
め
つ
け
て
い
る
。
オ
ー
シ
ー
ノ
ー
に
よ
れ
ば
「
限

界
の
な
い
」
持
続
的
な
愛
こ
そ
が
男
性
的
な
愛
で
あ
り
、「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
の
熟
年
男
性
が
小
唄
の
最
後
で
表
明
す
る
自
ら
の
恋
愛

信
条
も
こ
の
系
統
の
男
性
美
学
だ
っ
た
。
女
性
が
心
変
わ
り
し
て
も
、
自
分
の
愛
情
は
変
わ
ら
な
い
を
示
す
た
め
、
こ
の
男
性
は
巡
礼
で

各
地
を
放
浪
し
、
自
分
を
捨
て
た
「
想
い
人
」
の
行
方
を
探
し
続
け
て
い
る
。

Y
ea�but�love�is�a�durable�fire,�

愛
は
い
つ
ま
で
も
光
り
輝
く
炎
、

　In�the�m
ind�ever�burning:�

　
心
の
中
で
永
遠
に
燃
え
続
け
る
─
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N
ever�sick,�never�old,�never�cold,�

病
み
も
せ
ず
、
老
い
る
こ
と
も
な
く
、

　From
�itself�never�turning.�

　
自
ら
を
裏
切
る
こ
と
も
な
い

�
�

（W
alsingham

,�（0

─（3

）

ゼ
ン
グ
の
情
報
に
よ
れ
ば
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
複
数
の
バ
ラ
ッ
ド
集
に
収
録
さ
れ
て
お
り
（Seng�

137

─

（1

）、
こ
の
こ
と
は
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
の
男
性
美
学
賛
美
が
同
時
代
の
多
く
の
男
性
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
一
方
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
お
い
て
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
の
衝
撃
的
な
二
次
創
作
を
行
っ
て
い
た
。

　「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
使
い
な
が
ら
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
の
一
節
を
歌
い
だ
す
。
た
だ
し
登

場
人
物
の
性
別
は
男
性
か
ら
女
性
へ
と
変
え
ら
れ
、
捜
索
さ
れ
る
行
方
不
明
の
対
象
も
美
し
い
女
性
か
ら
巡
礼
姿
の
男
性
に
変
更
さ
れ
て

い
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観
客
に
と
っ
て
こ
の
設
定
の
変
更
は
ど
う
見
て
も
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
版
、「
捨
て

た
女
性
が
逆
に
男
性
を
探
し
て
み
た
ら
実
際
は
こ
う
だ
っ
た
」
と
い
う
元
歌
の
返
し
歌
と
し
か
聞
こ
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
第
二
ス

タ
ン
ザ
で
わ
ざ
わ
ざ
字
余
り
のlady

が
付
加
さ
れ
て
い
る
現
象
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
頭
の
中
が
す
べ
て
女
性
だ
け
の
世
界
に
な
っ
て
い

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
彼
女
は
元
歌
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
を
女
性
に
よ
る
女
性
の
た
め
だ
け
の
小
唄
に
作
り
替
え
、
こ
の
女
性
版

を
同
時
代
の
観
客
に
聞
か
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
第
一
曲
目
は
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
の
男
女
ひ
っ
く
り
返
し
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
意
味
が

通
る
よ
う
に
な
る
。「
貝
殻
の
つ
い
た
帽
子
と
杖
」
は
巡
礼
者
特
有
の
小
道
具
で
あ
る
が
、
第
一
ス
タ
ン
ザ
三
～
四
行
目
の
代
名
詞his

は
こ
の
巡
礼
者
が
男
性
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
不
気
味
な
の
は
次
の
ス
タ
ン
ザ
で
断
片
的
に
言
及
さ
れ
る
情
報
で
あ
り
、
熟
年
男

性
は
す
で
に
「
亡
く
な
っ
て
い
る
」。
し
か
も
そ
の
埋
葬
は
通
常
と
は
異
な
っ
て
い
て
、
遺
体
は
棺
桶
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
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踵
に
石
が
く
く
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
。
第
三
ス
タ
ン
ザ
は
葬
式
の
光
景
で
、
墓
穴
の
中
で
遺
体
が
丸
見
え
の
状
態
で
あ
り
、
さ
ら

に
参
列
者
は
誰
も
い
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
第
二
ス
タ
ン
ザ
と
第
三
ス
タ
ン
ザ
の
情
報
か
ら
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観
客

が
想
像
す
る
熟
年
男
性
の
最
期
は
バ
ラ
ッ
ド
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
と
は
正
反
対
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
替
え
歌
で
は

熟
年
男
性
は
自
ら
命
を
絶
つ
こ
と
に
よ
り
惨
め
な
最
期
を
遂
げ
る
。

　
こ
の
時
代
自
殺
者
と
認
定
さ
れ
る
と
半
ば
見
せ
し
め
、
半
ば
亡
霊
の
た
た
り
へ
の
恐
怖
か
ら
特
殊
な
埋
葬
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（M
acD

onald�&
�M

urphy�（7

）。
遺
体
は
棺
桶
な
し
に
教
会
墓
地
以
外
の
穴
に
そ
の
ま
ま
放
り
込
ま
れ
る
。
ま
た
自
殺
者
の
霊
は
こ
の

世
を
さ
迷
う
と
信
じ
ら
れ
、
墓
の
中
か
ら
出
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
遺
体
に
杭
を
打
ち
込
ん
で
地
面
に
釘
付
け
に
さ
れ
た
。
地
域
に
よ
っ

て
は
足
に
石
が
括
り
つ
け
ら
れ
る
「
原
始
的
習
慣
」
が
残
っ
て
い
た
（Seng�

13（

）。
さ
ら
に
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
版
替
え
歌
の
き
つ
い
と
こ

ろ
は
自
ら
命
を
絶
っ
た
男
性
の
遺
体
がlarded

（
獣
脂
を
塗
り
つ
け
て
き
れ
い
に
焼
く
）
と
い
う
料
理
用
語
に
よ
っ
て
豚
の
丸
焼
き
ま

が
い
の
描
写
を
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
韻
律
も
意
味
も
壊
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
わ
ざ
とnot

を
挿
入
し
、

熟
年
男
性
は
女
性
だ
け
で
な
く
誰
か
ら
も
そ
っ
ぽ
を
向
か
れ
て
自
ら
命
を
絶
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の

第
一
曲
目
の
中
身
は
「
永
遠
に
燃
え
続
け
る
と
か
愛
し
続
け
る
な
ん
て
男
の
身
勝
手
、
誰
か
ら
も
見
放
さ
れ
て
惨
め
な
死
に
方
を
す
る

わ
」
な
の
で
あ
る
。

　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観
客
に
こ
の
小
唄
が
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
替
え
歌
と
し
て
意
味
が
通
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
直
接
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観
客
に
向
か
っ
て
、
観
客
に
し
か
理
解
で
き
な
い
歌
詞
を
歌
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
私
た
ち
は
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
お
け
る
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
役
割
を
根
本
的
に
考
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
日
ま
で
見
逃
さ
れ
て
き
た
け
れ
ど
も
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
と
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
は
共
通
点
が
存
在
し
、
二
人
と
も
観
客
へ
直
接
的
に
伝
達
す
る

演
劇
特
有
の
回
路
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
独
白
を
駆
使
し
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
王
国
の
諸
制
度
（
と
く
に
結
婚
制
度
に
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つ
い
て
）
と
デ
ン
マ
ー
ク
王
国
の
女
性
（
と
く
に
性
的
放
縦
に
つ
い
て
）
に
関
す
る
憎
悪
に
満
ち
た
言
葉
を
観
客
に
直
接
伝
え
る
。
一
方
、

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
も
父
親
ポ
ロ
ー
ニ
ア
ス
を
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
殺
害
さ
れ
て
か
ら
小
唄
と
い
う
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
─
シ
ョ
ン
回
路
を
使
う

よ
う
に
な
り
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
男
性
美
学
と
社
会
コ
ー
ド
を
観
客
だ
け
に
分
る
形
で
激
し
く
攻
撃
す
る
よ
う
に
な
る
。
と
り
わ
け
興
味

深
い
事
実
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
小
唄
を
歌
う
場
面
以
降
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
独
白
も
行
わ
な
く
な
り
、
劇
世
界
の
中
で
直
接
回
路
は
完
全
に
消

滅
す
る
こ
と
で
あ
る
。

三
．「
聖
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ィ
」
婚
姻
契
約
拒
絶
小
唄

　
ほ
と
ん
ど
理
解
不
能
と
思
わ
れ
る
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
小
唄
の
中
で
も
比
較
的
分
か
り
や
す
い
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

劇
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
る
小
唄
の
一
つ
、「
聖
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ィ
」
で
あ
る
。
た
だ
分
か
り
や
す
い
と
言
っ
て
も
男
女
関
係
の
ト
ラ

ブ
ル
の
内
容
が
分
か
り
や
す
い
だ
け
で
、
そ
の
猥
雑
な
歌
詞
を
な
ぜ
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
口
ず
さ
む
の
か
は
解
釈
が
大
き
く
分
か
れ
る
。
レ

ベ
ッ
カ
・
ウ
ェ
ス
ト
の
解
釈
に
よ
れ
ば
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
必
ず
し
も
従
順
な
良
い
子
で
は
な
く
、「
聖
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ィ
」
の
小
唄

は
彼
女
が
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
肉
体
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
（W

est�1（

─1（

）。
一
方
、
ア
ー
デ
ン
第
二
版
の
編
者
で
あ

る
ハ
ロ
ル
ド
・
ジ
ェ
ン
キ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
愛
を
拒
絶
し
た
の
は
疑
い
な
く
ハ
ム
レ
ッ
ト
で
あ
り
、
こ
の
小
唄
は
む
し
ろ
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の

満
た
さ
れ
な
か
っ
た
潜
在
的
な
欲
望
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
（Jenkins�（31

）。
い
ず
れ
に
し
て
も
二
〇
世
紀
以
降
の
『
ハ
ム
レ

ッ
ト
』
批
評
は
「
聖
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ィ
」
の
小
唄
を
お
も
に
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
と
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
謎
め
い
た
関
係
の
手
掛
か
り
と
い
う

観
点
か
ら
解
釈
し
て
き
た
。
た
だ
し
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
と
ら
え
直
し
て
み
る
と
、
歌
詞
そ
の
も
の
は

ハ
ム
レ
ッ
ト
と
の
関
係
云
々
以
前
に
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
の
女
性
に
と
っ
て
理
不
尽
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
婚
姻
制
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度
の
一
面
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
小
唄
の
第
一
ス
タ
ン
ザ
は
「
乙
女
（m

aid

）」
の
語
り
に
な
り
、
観
客
は
彼
女
が
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ィ
の
前
夜
に
大
好
き
な
男

性
へ
の
サ
プ
ラ
イ
ズ
求
愛
を
思
い
つ
い
た
こ
と
を
告
げ
ら
れ
る
。
同
時
代
で
は
未
婚
者
は
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ィ
に
最
初
に
出
会
う
異
性

と
結
ば
れ
る
と
い
う
民
間
信
仰
が
広
く
信
じ
ら
れ
て
お
り
、「
乙
女
」
は
朝
早
く
好
き
な
男
性
の
家
の
窓
辺
に
立
っ
て
、
一
番
に
自
分
を

見
つ
け
て
も
ら
お
う
と
す
る
。

　T
om

orrow
�is�Saint�V

alentine ’s�day,�

「
明
日
は
聖
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
の
祝
日
、

　
　A

ll�in�the�m
orning�betim

e�

　
朝
早
く
起
き
ま
し
ょ
う
、

　A
nd�I�a�m

aid�at�your�w
indow

,�

乙
女
の
私
は
あ
な
た
の
窓
辺
に
行
く
の
、

　
　T

o�be�your�V
alentine.�

　
あ
な
た
の
恋
人
に
な
る
た
め
に
」

　T
hen�up�he�rose,�and�donned�his�clothes,�

そ
の
朝
、
男
は
乙
女
に
気
づ
き
服
を
着
て

　
　A

nd�dupped�the�cham
ber�door:�

　
寝
室
の
扉
を
開
け
た
と
さ
。

　Let�in�the�m
aid,�that�out�a�m

aid�

乙
女
を
中
へ
入
れ
た
け
れ
ど
、

　
　N

ever�departed�m
ore.�

　
出
し
た
時
は
乙
女
で
な
く
な
っ
た
。

�
�

　（The Tragedy of H
am

let,�（.（.（7

─（（

）

第
二
ス
タ
ン
ザ
で
は
語
り
が
一
人
称
の
現
在
か
ら
三
人
称
の
過
去
形
へ
と
変
わ
り
、
男
性
が
「
乙
女
」
を
見
つ
け
て
そ
の
ま
ま
部
屋
に
導

⑴
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六

き
い
れ
る
様
子
を
映
像
作
品
の
よ
う
に
視
覚
的
に
映
し
出
す
。
今
日
の
私
た
ち
に
は
お
互
い
が
ま
っ
た
く
言
葉
を
交
わ
さ
な
く
て
も
愛
情

を
確
認
で
き
る
純
愛
の
場
面
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観
客
に
は
絶
対
に
そ
う
は
見
え
な
い
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

時
代
の
慣
習
で
は
求
婚
の
意
思
表
示
を
す
る
の
は
男
性
で
あ
る
の
が
通
常
で
、
逆
に
女
性
か
ら
の
求
愛
は
無
謀
極
ま
り
な
い
行
動
に
な
る

か
ら
で
あ
る
（
中
野
1�110

─12

）。

　「
聖
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ィ
」
の
小
唄
で
興
味
深
い
の
は
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
こ
の
小
唄
に
彼
女
自
身
の
創
作
を
加
え
て
い
る
こ
と
を

意
図
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
四
六
行
目
の
「
誓
い
（an�

oath

）
も
な
し
に
乙
女
と
も
お
さ
ら
ば
、
終
わ
り
は
こ
う
す
る

わ
」
と
い
う
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
解
説
は
こ
の
唄
に
元
歌
が
実
際
に
存
在
し
て
い
る
か
、
も
し
く
は
劇
世
界
で
架
空
の
元
歌
が
存
在
す
る
と

設
定
さ
れ
て
い
る
か
の
ど
ち
ら
か
を
前
提
と
し
た
表
現
で
あ
る
。
か
り
に
元
歌
バ
ラ
ッ
ド
が
存
在
し
た
と
す
る
と
、
元
歌
で
も
「
乙
女
」

は
法
的
に
は
有
効
で
な
い
結
婚
の
口
約
束
を
交
わ
し
て
お
り
、
彼
女
は
聖
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ィ
の
日
に
め
で
た
く
夫
婦
に
な
ろ
う
と
思

っ
て
男
性
の
家
へ
訪
れ
る
。
違
い
は
元
歌
が
男
性
の
愛
情
と
良
心
の
お
か
げ
で
ハ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
終
わ
る
ら
し
い
の
に
対
し
、
オ
フ
ィ
ー

リ
ア
版
の
男
性
は
性
的
関
係
を
結
ん
だ
直
後
に
気
が
変
わ
っ
て
と
ん
で
も
な
い
結
末
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。

K
ing

　Pretty�O
phelia.�

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
！

O
ph.

　Indeed,�la,�w
ithout�an�oath,�I ’ll�m

ake�an�end�on
’t.

　
　�

誓
い
も
な
し
に
乙
女
と
も
お
さ
ら
ば
、
終
わ
り
は
こ
う
す
る

わ
。

　
　
　
　
　B

y�G
is�and�by�Saint�Charity,�

「
キ
リ
ス
ト
様
と
聖
人
様
の
名
に
か
け
て
、

　
　
　
　
　
　A

lack,�and�fie�for�sham
e!�

　
ひ
ど
い
、
恥
ず
か
し
く
な
い
の
！
」
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七

　
　
　
　
　Y

oung�m
en�w

ill�do ’t,�if�they�com
e�to ’t,�

「
そ
の
場
に
な
っ
た
ら
や
る
の
が

　
　
　
　
　
　B

y�cock,�they�are�to�blam
e.�

　
若
い
男
の
性
、
俺
の
せ
い
じ
ゃ
な
い
」

　
　
　
　
　Q

uoth�she,� ‘B
efore�you�tum

bled�m
e,�

「
私
に
ま
た
が
る
前
に

　
　
　
　
　
　Y

ou�prom
ised�m

e�to�w
ed, ’�

　
夫
婦
に
な
る
と
約
束
し
た
じ
ゃ
な
い
」

　
　
　
　
　‘So�w

ould�I�ha ’�done,�by�yonder�sun,�

「
お
天
道
様
に
誓
っ
て
そ
の
つ
も
り
だ
っ
た

　
　
　
　
　
　A

n�thou�hadst�not�com
e�to�m

y�bed. ’�

　
お
前
か
ら
寝
に
来
な
け
れ
ば
な
」

K
ing

　�H
ow

�long�hath�she�been�thus?�

い
つ
か
ら
こ
う
な
っ
た
の
だ
？

�
�

（The Tragedy of H
am

let,�（.（.（（

─6（

）

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
で
は
婚
姻
契
約
を
結
ば
ず
に
性
的
関
係
に
入
る
こ
と
は
、
教
会
法
の
未
婚
者
淫
行
罪

（fornication

）
に
該
当
す
る
違
反
行
為
に
な
る
（Constitutions 112

）。「
乙
女
」
は
男
性
の
部
屋
に
入
る
前
に
誰
か
を
証
人
に
呼
ん

で
、
男
性
に
「
あ
な
た
を
妻
に
し
ま
す
」
と
結
婚
の
誓
い
を
さ
せ
正
式
に
婚
姻
契
約
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る

（Sw
inburne�（

）。

　
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ィ
と
か
ク
リ
ス
マ
ス
に
は
今
日
で
も
何
か
し
ら
の
サ
プ
ラ
イ
ズ
演
出
が
期
待
さ
れ
る
が
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
「
乙

女
」
の
純
情
な
演
出
と
愛
情
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
社
会
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
悪
用
さ
れ
て
し
ま
う
小
唄
を
作
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く

こ
の
唄
に
も
元
歌
が
存
在
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
け
れ
ど
、
残
念
な
が
ら
テ
ク
ス
ト
は
残
っ
て
は
い
な
い
。
た
だ
し
元
歌
候
補
と
思
わ
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八

れ
る
バ
ラ
ッ
ド
の
題
名
が
一
五
九
一
年
五
月
一
六
日
付
け
で
出
版
登
録
記
録
に
存
在
し
て
い
る
。

xvjth�M
aij

〔1（（1

〕A
bell�Jeffes/�Entred�unto�him

�under�th

［e�h

］ande�of�M
aster�Caw

oode,�a�ballad�entit-

uled,�A
�pleasant�songe�of�T

w
oo�stam

ering�lovers�w
hich�plainely�dothe�unto�your�sighte�bew

raye�

their�pleasaunt�m
eetinge�on�Sainct�V

alentines�daie�vj d�

（A
rber,�V

ol.�II,�（1（

）

［
一
五
九
一
年
］
五
月
一
六
日
　
登
録
者
エ
イ
ベ
ル
・
ジ
ェ
フ
ィ
ー
ズ
、
認
可
者
Ｇ
・
ケ
イ
ウ
ッ
ド
、「
聖
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ィ
に

愉
快
な
出
会
い
を
は
た
す
吃
り
の
恋
人
二
人
の
楽
し
い
唄
」
と
題
す
る
バ
ラ
ッ
ド
、
登
記
料
六
ペ
ン
ス

「
吃
り
の
（stam

m
ering

）」
と
い
う
形
容
詞
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
小
唄
に
お
け
る
無
言
の
性
的
関
係
の
合
意
と
重
な
り
合
い
、「
誓
い

も
な
し
に
」
と
い
う
変
更
が
な
ぜ
な
さ
れ
た
の
か
を
理
屈
の
上
で
説
明
で
き
る
。
元
歌
は
吃
音
の
男
性
が
同
じ
く
吃
音
の
女
性
の
許
へ
求

婚
に
出
か
け
、
聞
き
手
に
は
訳
が
分
か
ら
な
い
抱
腹
絶
倒
の
会
話
を
経
て
み
ご
と
結
婚
に
こ
ぎ
つ
け
る
喜
劇
バ
ラ
ッ
ド
だ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
替
え
歌
は
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
オ

フ
ィ
ー
リ
ア
は
第
一
曲
目
の
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
替
え
歌
に
続
い
て
、
こ
の
小
唄
で
も
観
客
へ
の
直
接
回
路
を
通
じ
て
同
時
代
の
男
性

美
学
と
社
会
的
慣
習
・
制
度
を
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
．
Ｑ
1
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア

　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
に
出
版
さ
れ
た
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
テ
ク
ス
ト
は
Ｑ
1
（
一
六
〇
三
年
）、
Ｑ
2
（
一
六
〇
四
年
）、
Ｆ
（
一
六
二
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一
三
九

三
年
）
の
三
種
類
が
存
在
し
、
そ
の
う
ち
Ｑ
1
は
全
体
の
行
数
が
Ｑ
2
と
Ｆ
の
お
よ
そ
半
分
と
い
う
点
で
異
質
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
小

唄
の
場
面
の
行
数
も
同
じ
ア
ー
デ
ン
第
三
版
で
比
較
す
る
と
、
Ｑ
2
が
二
一
一
行
、
Ｆ
は
二
一
四
行
で
あ
る
の
に
対
し
、
Ｑ
1
は
一
二
九

行
と
圧
倒
的
に
短
い
。
Ｑ
1
で
歌
わ
れ
る
曲
数
も
Ｑ
2
や
Ｆ
と
比
べ
て
一
曲
少
な
く
、
Ｆ
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
二
度
目
の
登
場
を
す
る
ま

で
に
八
九
行
の
合
間
が
あ
る
の
に
対
し
て
Ｑ
1
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
二
九
行
後
に
は
舞
台
に
戻
っ
て
く
る
。
ま
た
テ
ク
ス
ト
の
レ
ベ
ル
で

Ｑ
1
だ
け
に
視
覚
的
な
狂
気
的
特
質
が
付
与
さ
れ
、
Ｑ
1
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
（O

felia

）
は
「
リ
ュ
ー
ト
を
弾
き
、
髪
を
垂
ら
し
て
歌
い

な
が
ら
（playing�on�a�lute,�and�her�hair�dow

n,�singing

）」
舞
台
に
登
場
す
る
。

　
小
唄
の
場
面
に
関
し
Ｑ
1
テ
ク
ス
ト
で
と
り
わ
け
目
立
つ
特
徴
は
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
狂
気
の
原
因
が
観
客
に
対
し
て
繰
り
返
し
示
さ

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
観
客
は
こ
の
場
面
の
初
め
で
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
か
ら
「
父
親
コ
ラ
ン
ビ
ス
の
死
の
悲
し
み
が
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
心
臓
を

突
き
刺
し
、
憐
れ
な
乙
女
の
心
は
壊
れ
て
し
ま
っ
た
」（13.6

─（

）
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
さ
ら
に
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
（
Ｑ
1
で
は
「
国

王
」）
は
父
親
の
死
が
レ
ア
テ
ィ
ー
ズ
を
激
怒
さ
せ
、
民
衆
と
と
も
に
暴
動
を
起
こ
し
か
け
て
い
る
こ
と
を
告
げ
る
（13.（

─13

）。
Ｑ
1

の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
そ
の
直
後
に
登
場
し
、
一
切
前
置
き
の
台
詞
を
語
る
こ
と
な
く
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
の
替
え
歌
を
歌
い
だ
す
。
Ｑ
1

で
は
Ｑ
2
（
Ｆ
）
の
第
二
ス
タ
ン
ザ
と
第
三
ス
タ
ン
ザ
の
順
番
こ
そ
入
れ
替
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
あ
る
男
性
が
変
則
的
な
埋
葬
を
さ

れ
「
亡
く
な
っ
て
い
る
（dead�

and�
gone

）」
と
い
う
全
体
の
歌
詞
に
は
違
い
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
Ｑ
1
の
観
客
が
想
像
す
る
墓

の
中
で
眠
る
男
性
は
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
の
熟
年
男
性
で
は
な
く
、
彼
女
の
父
親
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
Ｑ
1
で
は
「
父
親
コ
ラ
ン
ビ
ス

の
死
の
悲
し
み
」
と
い
う
狂
気
の
原
因
が
歌
の
直
前
に
告
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
か
り
に
Ｑ
1
の
観
客
が
第
一
曲
目
の
内
容
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
曲
の
直
後
に
は
コ
ラ
ン
ビ
ス
（
ポ
ロ
ー
ニ
ア
ス
）
の
変

則
的
な
埋
葬
の
光
景
を
想
像
し
た
は
ず
で
あ
る
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
自
身
が
小
唄
の
後
に
父
親
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
人
物
の
埋
葬
に
言
及

し
、
さ
ら
に
第
二
曲
目
で
墓
に
眠
っ
て
い
る
高
齢
者
男
性
の
視
覚
的
な
特
徴
を
描
写
す
る
か
ら
で
あ
る
。
Ｑ
1
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
歌
う
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第
二
曲
目
は
「
聖
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ィ
」
で
は
な
く
、
Ｑ
2
と
Ｆ
の
最
後
に
歌
わ
れ
る
「
あ
の
人
は
帰
っ
て
こ
な
い
の
？
」
な
の
で
あ

る
。

O
felia

　�W
ell,�G

od�yield�you,�it�grieves�m
e�to�see�how

�they�laid�him
�in�the�cold�ground

─I�could�not�choose�but�

w
eep.�

�

元
気
よ
。
あ
り
が
と
う
。
あ
の
人
が
冷
た
い
地
面
に
入
れ
ら
れ
た

の
は
悲
し
い
わ
。
涙
が
こ
ぼ
れ
て
き
ち
ゃ
う
。

　
　［Singing

］　‘A
nd�w

ill�he�not�com
e�again?�

「
あ
の
人
は
も
う
戻
っ
て
こ
な
い
の
？

A
nd�w

ill�he�not�com
e�again? ’�

あ
の
人
は
も
う
戻
っ
て
こ
な
い
の
？
」

‘N
o,�no,�he ’s�gone�

「
行
っ
て
し
ま
っ
た
、
も
う
戻
っ
て
こ
な
い
、

A
nd�w

e�cast�aw
ay�m

oan,�

捨
て
ら
れ
た
私
た
ち
は
た
だ
悲
し
む
だ
け
。

A
nd�he�never�w

ill�com
e�again.�

あ
の
人
は
二
度
と
戻
っ
て
こ
な
い
の
だ
か
ら
。

H
is�beard�as�w

hite�as�snow
,�

お
髭
は
雪
の
よ
う
に
真
っ
白
、

A
ll�flaxen�w

as�his�poll.�

髪
も
亜
麻
の
よ
う
に
銀
色
、

H
e�is�dead,�he�is�gone�

死
ん
で
し
ま
っ
た
、
戻
っ
て
は
来
な
い

A
nd�w

e�cast�aw
ay�m

oan,�

捨
て
ら
れ
た
私
た
ち
は
た
だ
悲
し
む
だ
け

G
od�ha ’�m

ercy�on�his�soul. ’�
神
様
、
ど
う
ぞ
あ
の
人
に
憐
れ
み
を
」

（The Tragical H
istory of H

am
let, The First Q

uarto,13.2（

─（0

）
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デ
ィ
ア
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
Ｑ
1
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
歌
う
一
連
の
小
唄
は
「
論
理
的
に
構
成
さ
れ
」
て
お
り
、

「
父
親
の
追
悼
と
い
う
テ
ー
マ
を
展
開
し
て
い
る
」（W

illiam
s�

12（

）。
ま
た
Ｑ
1
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
や
ガ
ー
ト
ル

ー
ド
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
た
ち
も
Ｑ
2
や
Ｆ
と
は
異
な
り
ス
タ
ン
ザ
の
合
間
ご
と

に
小
唄
を
遮
る
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
野
草
花
（
ワ
イ
ル
ド
フ
ラ
ワ
ー
）
を
配
る
さ
い
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
解
説
も
Ｑ
2
お
よ

び
Ｆ
と
比
べ
て
は
る
か
に
説
明
的
で
筋
が
通
っ
て
い
る
。

　「
リ
ュ
ー
ト
を
弾
き
、
髪
を
垂
ら
し
て
歌
う
」
と
い
う
Ｑ
1
の
聴
覚
的
で
あ
り
同
時
に
視
覚
的
で
も
あ
る
ト
書
き
の
指
示
内
容
は
Ｑ
2

と
Ｆ
か
ら
で
は
見
え
て
こ
な
い
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
狂
気
表
象
に
関
す
る
重
要
な
特
質
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。
テ
ィ
ア
ン
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
に
お
い
て
リ
ュ
ー
ト
を
弾
け
る
こ
と
は
高
い
身
分
の
女
性
の
証
で
あ
り
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が

「
リ
ュ
ー
ト
を
弾
い
て
」
登
場
す
る
の
に
何
の
不
自
然
さ
は
な
い
（W

illiam
s�

120

─22

）。
異
様
な
の
は
髪
を
整
え
る
こ
と
な
く
人
前
に

出
て
き
て
、
挨
拶
も
何
も
な
く
バ
ラ
ッ
ド
を
歌
い
だ
す
こ
と
で
あ
る
。

　
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観
客
に
は
日
常
的
に
小
唄
を
聞
く
機
会
が
あ
り
、「
バ
ラ
ッ
ド
売
り
」
が
個
々
の
家
を
回
る
か
、
あ
る
い
は

「
広
場
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
ロ
ン
ド
ン
の
至
る
と
こ
ろ
で
」
大
勢
の
客
の
前
で
小
唄
を
披
露
し
な
が
ら
、
一
枚
一
ペ
ニ
ー
の
印
刷
バ
ラ
ッ

ド
販
売
に
は
げ
ん
で
い
た
（G

reene�
1（（

）。
彼
ら
は
店
舗
を
構
え
ず
移
動
し
て
商
い
を
す
る
点
で
明
ら
か
に
行
商
人
の
一
形
態
で
あ
り
、

一
五
七
二
年
以
降
「
鋳
掛
屋
（tinkers

）」
や
「
大
衆
役
者
（com

m
on�players

）」、「
大
道
芸
人
（jugglers

）」
と
同
じ
く
浮
浪
取

締
法
の
対
象
と
な
る
犯
罪
者
だ
っ
た
（
中
野
2�

（（

─（（

）。
Ｑ
1
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
狂
気
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
典
型
的
な
社
会

的
転
落
が
視
覚
的
に
表
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
女
は
「
デ
ン
マ
ー
ク
王
国
」
の
支
配
階
級
の
子
女
か
ら
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
社
会
の
浮
浪

者
へ
と
変
身
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
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　『
冬
物
語
』
に
登
場
す
る
行
商
人
の
オ
ー
ト
リ
カ
ス
も
レ
ー
ス
や
髪
飾
り
な
ど
の
装
飾
品
と
と
も
に
「
印
刷
さ
れ
た
バ
ラ
ッ
ド
」
を
商

品
に
し
て
い
た
。「
道
化
」
が
商
売
袋
の
中
に
目
ざ
と
く
バ
ラ
ッ
ド
を
見
つ
け
る
と
、
オ
ー
ト
リ
カ
ス
は
お
芝
居
な
ら
で
は
の
荒
唐
無
稽

な
バ
ラ
ッ
ド
を
紹
介
す
る
。

Clow
n�

W
hat�hast�here?�B

allads?

M
opsa�

Pray�now
,�buy�som

e.�I�love�a�ballad�in�print�alife,�for�then�w
e�are�sure�they�are�true.

A
uto.�

�H
ere ’s�one�to�a�very�doleful�tune,�how

�a�usurer ’s�w
ife�w

as�brought�to�bed�of�tw
enty�m

oney-bags�at�

a�burden�and�how
�she�longed�to�eat�adder ’s�heads�and�toads�carbonadoed.

道
化

　
　
　
　
　
　
何
を
売
っ
て
い
る
ん
だ
、
バ
ラ
ッ
ド
か
？

モ
プ
サ

　
　
　
　
　
買
っ
て
、
お
願
い
。
印
刷
の
バ
ラ
ッ
ド
っ
て
大
好
き
、
そ
れ
本
当
っ
て
こ
と
だ
も
の
。

オ
ー
ト
リ
カ
ス

　
　�

と
っ
て
も
暗
い
節
回
し
に
合
わ
せ
る
や
つ
は
ど
う
で
す
か
。
高
利
貸
し
の
お
か
み
さ
ん
が
一
度
に
金
袋
を
二
十
も
産

ん
で
、
燻
し
た
蝮
の
頭
と
か
カ
エ
ル
の
丸
焼
き
を
食
い
た
が
っ
た
っ
て
い
う
小
唄
で
す
。

（The W
inter ’s Tale,�（.（.�26（

─6（

）

オ
ー
ト
リ
カ
ス
が
売
り
つ
け
よ
う
と
す
る
バ
ラ
ッ
ド
は
高
利
貸
し
の
強
欲
（
金
銭
欲
、
性
欲
）
を
滑
稽
に
皮
肉
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
代

の
観
客
に
と
っ
て
こ
の
や
り
取
り
が
お
か
し
い
の
は
そ
の
馬
鹿
馬
鹿
し
い
歌
詞
が
「
と
っ
て
も
暗
い
節
回
し
」
に
合
わ
せ
、
最
新
の
ニ
ュ

ー
ス
と
し
て
歌
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
小
唄
に
も
よ
く
似
た
現
象
が
起
き
て
い
る
。

　
Ｑ
1
の
テ
ク
ス
ト
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
基
本
的
に
父
親
の
死
で
心
の
病
を
患
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
女
の
狂
気
は
「
髪
を
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垂
ら
し
な
が
ら
歌
う
」
と
い
う
視
覚
的
情
報
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
節
回
し
と
歌
詞
の
状
況
が
グ
ロ
テ
ス
ク
に
食
い
違
う

と
い
う
聴
覚
的
情
報
か
ら
も
表
象
さ
れ
て
い
る
。
父
親
の
死
を
悼
む
の
で
あ
れ
ば
哀
歌
（
エ
レ
ジ
ー
）
系
統
の
小
唄
が
選
ば
れ
る
の
が
通

常
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
第
1
曲
目
で
失
恋
怨
み
系
小
唄
の
節
回
し
と
そ
の
歌
詞
を
口
ず
さ
ん
で
し
ま
う
。
観
客

に
す
れ
ば
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
も
は
や
父
親
へ
の
愛
情
と
「
想
い
人
」
へ
の
恋
慕
と
の
区
別
を
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
で
あ

ろ
う
。

　
元
歌
は
判
明
し
て
い
な
い
が
、
第
二
曲
目
の
「
あ
の
人
は
帰
っ
て
こ
な
い
の
？
」
も
同
様
で
あ
る
。
第
一
ス
タ
ン
ザ
の
歌
詞
は
夫
（
も

し
く
は
婚
約
者
）
が
出
奔
し
た
か
自
殺
し
た
か
で
妻
と
子
供
（
あ
る
い
は
妊
娠
中
の
恋
人
）
を
「
見
捨
て
る
」
と
い
う
衝
撃
的
な
状
況
を

暗
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
第
二
ス
タ
ン
ザ
は
一
転
し
て
高
齢
男
性
の
特
質
を
フ
ォ
ー
カ
ス
し
な
が
ら
の
遺
体
描
写
に
移
り
、
観
客
に
オ

フ
ィ
ー
リ
ア
が
遺
体
の
埋
葬
を
目
撃
し
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。
明
ら
か
に
墓
に
眠
っ
て
い
る
の
は
父
親
コ
ラ
ン
ビ
ス
の
遺
体
で
あ

る
が
、
そ
の
墓
に
は
棺
は
な
い
ら
し
い
。
Ｑ
1
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
父
親
の
痛
ま
し
い
死
を
愛
情
関
係
の
も
つ
れ
小
唄
で
グ
ロ
テ
ス
ク
に

表
現
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
Ｑ
1
テ
ク
ス
ト
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
再
び
舞
台
に
登
場
す
る
際
に
「
以
前
と
同
じ
よ
う
に
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
登
場
（E

nter�
O

felia�
as 

before

）」
と
い
う
ト
書
き
を
つ
け
て
い
る
。
こ
の
ト
書
き
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
二
度
目
の
登
場
で
も
リ
ュ
ー
ト
を
持
っ
て
登
場
す
べ
き

こ
と
を
指
示
し
て
い
る
が
、
逆
に
言
え
ば
一
度
目
の
時
に
持
っ
て
い
な
い
も
の
は
今
度
も
持
っ
て
い
な
い
こ
と
も
意
味
す
る
。
間
違
い
な

く
Ｑ
1
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
野
草
花
を
も
っ
て
舞
台
上
に
は
出
て
こ
な
か
っ
た
。

O
felia�

�W
ell,�G

od-a-m
ercy,�I�ha ’�been�gathering�of�flow

ers.�H
ere,�here�is�rue�for�you-you�m

ay�call�it�herb-a-

grace�o ’Sundays.�H
ere ’s�som

e�for�m
e�too.�Y

ou�m
ust�w

ear�your�rue�w
ith�a�difference.�T

here ’s�a�daisy.�
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H
ere,�love,�there ’s�rosem

ary�for�you�for�rem
em

brance-I�pray,�love,�rem
em

ber.

あ
り
が
と
う
、
私
、
今
ま
で
お
花
を
摘
ん
で
い
た
の
よ
。
あ
な
た
に
は
後
悔
の
ヘ
ン
ル
ー
ダ
、
休
息
日
の
恩
寵
草
と
呼
ん
で
も

い
い
わ
よ
。
こ
れ
は
私
も
欲
し
い
。
後
悔
は
恩
寵
と
一
緒
に
つ
け
な
き
ゃ
ね
。
雛
菊
も
あ
る
わ
。
あ
な
た
、
愛
し
の
あ
な
た
に

は
思
い
出
の
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
を
あ
げ
る
わ�

─�

お
願
い
、
忘
れ
ち
ゃ
だ
め
よ
。

（The Tragical H
istory of H

am
let, The First Q

uarto,�13.7（

─（0

）

Ｑ
1
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
再
登
場
す
る
ま
で
の
合
間
は
わ
ず
か
二
九
行
な
の
で
、
い
く
ら
お
芝
居
と
い
っ
て
も
「
今
ま
で
お
花
を
摘
ん
で

い
た
の
よ
」
を
真
に
受
け
る
観
客
は
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
か
り
に
お
芝
居
の
約
束
事
と
割
り
切
っ
て
信
じ
て
も
、
Ｑ
1
の
オ
フ
ィ

ー
リ
ア
は
リ
ュ
ー
ト
に
加
え
て
何
種
類
も
の
野
草
花
を
抱
え
る
余
裕
は
お
そ
ら
く
な
い
。
し
か
も
読
者
に
は
念
押
し
す
る
か
の
よ
う
な
ト

書
き
、「
以
前
と
同
じ
よ
う
に
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
登
場
」
と
い
う
指
示
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
Ｑ
1
で
言
及
さ
れ
る
野
草
花
、
さ
ら
に
は
渡

す
相
手
の
人
間
ま
で
も
が
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
妄
想
の
産
物
な
の
で
あ
る
。

　
Ｑ
1
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
妄
想
に
具
体
的
な
人
物
は
登
場
し
て
こ
な
い
。
登
場
す
る
の
は
父
親
の
遺
体
と
人
生
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
さ

れ
る
「
パ
ン
屋
の
娘
」、
そ
し
て
女
性
の
許
を
去
っ
て
い
く
「
素
敵
な
ロ
ビ
ン
」、「
王
様
の
娘
」
を
騙
す
「
嘘
つ
き
の
執
事
」、
結
婚
を
ち

ら
つ
か
せ
て
操
を
奪
う
「
聖
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ィ
」
の
男
性
で
あ
る
。
野
草
花
の
妄
想
の
後
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
頭
の
中
で
は
父
親
の

遺
体
の
光
景
に
続
い
て
、
連
鎖
的
に
そ
の
娘
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
不
幸
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
ら
し
い
。

O
felia�

�A
las,�they�say�the�ow

l�w
as�a�baker ’s�daughter.�W

e�see�w
hat�w

e�are�but�cannot�tell�w
hat�w

e�shall�

be.
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�

［Sings

］　For�bonny�sw
eet�R

obin�is�all�m
y�joy

─

Leartes�
T

houghts�and�afflictions,�torm
ents�w

orse�than�hell!

O
felia�

�N
ay,�love,�I�pray�you�m

ake�no�w
ords�of�this�now

,�I�pray�now
�you�shall�sing� ‘a-dow

n
’�and�you� ‘a-

dow
n-a ’.� ’T

is�o ’the�king
’s�daughter�and�false�stew

ard,

…

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
　
　
あ
ー
あ
、
フ
ク
ロ
ウ
は
パ
ン
屋
の
娘
だ
っ
た
そ
う
よ
。
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
か
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
わ
。

　
　
　
　
　
　
　
　［
歌
う
］　
素
敵
な
愛
し
い
ロ
ビ
ン
、
あ
な
た
が
す
べ
て
─

レ
ア
テ
ィ
ー
ズ

　
　
悲
し
み
と
悩
み
が
地
獄
よ
り
も
苦
し
め
て
い
る
！

オ
フ
ィ
ー
リ
ア

　
　�

だ
め
よ
、
あ
な
た
、
そ
れ
は
も
う
言
っ
て
は
い
け
な
い
わ
、
あ
な
た
は
「
ダ
ダ
ダ
ン
ダ
ー
ン
」、
あ
な
た
は
「
ダ
ダ

ー
ン
ダ
ー
ン
」
っ
て
歌
わ
な
く
ち
ゃ
。
王
の
娘
と
嘘
つ
き
の
執
事
の
唄
よ
…

（The Tragical H
istory of H

am
let, The First Q

uarto,�13.（（

─（1

）

Ｑ
1
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
妄
想
は
父
親
に
先
立
た
れ
た
「
娘
」
が
た
ど
り
か
ね
な
い
社
会
転
落
を
表
し
て
い
る
。「
娘
」
は
父
親
が
い
な

く
な
れ
ば
「
こ
の
先
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
」
不
安
と
恐
怖
と
戦
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
素
敵
な
愛
し
い
ロ
ビ
ン
」
に
捨

て
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、「
嘘
つ
き
の
執
事
」
に
騙
さ
れ
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
終
着
点
は
「
淫
行
女
（w

hore

）」、
す
な
わ
ち
婚

姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
な
く
性
的
関
係
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
、
社
会
関
係
か
ら
放
逐
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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五
．
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
、
再
度
の
登
場

　
小
唄
の
場
面
に
関
す
る
限
り
、
Ｑ
1
と
Ｑ
2
（
Ｆ
）
の
顕
著
な
違
い
は
小
唄
の
曲
数
と
順
番
、
そ
し
て
ポ
ロ
ー
ニ
ア
ス
（
コ
ラ
ン
ビ

ス
）
の
埋
葬
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
。
Ｑ
1
で
は
コ
ラ
ン
ビ
ス
の
埋
葬
に
言
及
す
る
台
詞
は
ど
の
登
場
人
物
か
ら
も
一
切
語
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
Ｑ
2
と
Ｆ
で
は
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
一
度
舞
台
を
退
場
し
て
か
ら
再
登
場
す
る
ま
で
の
合
間
に
ポ
ロ
ー
ニ
ア
ス
の
埋
葬
に
関
す

る
重
要
な
情
報
が
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。

Claudius�

　
　
　
　
　
　
　
　
　first,�her�father�slain;

　
　
　
　
　
　N

ext,�your�son�gone,�and�he�m
ost�violent�author

　
　
　
　
　
　O

f�his�ow
n�just�rem

ove;�the�people�m
uddied,

　
　
　
　
　
　T

hick�and�unw
holesom

e�in�thoughts�and�w
hispers

　
　
　
　
　
　For�good�Polonius ’�death,�and�w

e�have�done�but�greenly

　
　
　
　
　
　In�hugger-m

ugger�to�inter;�poor�O
phelia

　
　
　
　
　
　D

ivided�from
�herself�and�her�fair�judgm

ent,

　
　
　
　
　
　W

ithout�the�w
hich�w

e�are�pictures�or�m
ere�beasts;

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ず
あ
の
娘
の
父
親
が
殺
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
次
に
お
前
の
息
子
が
出
て
い
っ
た
、
殺
人
を
犯
し
た
の
が
や
つ
、
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追
放
も
自
業
自
得
で
は
な
い
か
、
と
こ
ろ
が
人
民
は
騒
い
で
い
る
、

　
　
　
　
　
　
善
良
な
ポ
ロ
ー
ニ
ア
ス
の
死
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
憶
測
し

　
　
　
　
　
　
困
っ
た
う
わ
さ
を
流
し
て
い
る
。
俺
も
う
か
つ
だ
っ
た

　
　
　
　
　
　
埋
葬
を
大
慌
て
て
こ
っ
そ
り
や
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
わ
い
そ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
、
理
性
も
判
断
力
も
失
っ
て
し
ま
い
、

　
　
　
　
　
　
あ
あ
な
っ
て
は
人
間
も
人
形
か
獣
と
変
わ
り
が
な
い
。

（The Tragedy of H
am

let,�（.（.（（

─6（

）

Ｑ
1
で
は
コ
ラ
ン
ビ
ス
の
埋
葬
の
模
様
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
小
唄
か
ら
憶
測
す
る
し
か
な
い
が
、
Ｑ
2
と
Ｆ
で
は
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
口

か
ら
そ
の
埋
葬
の
変
則
さ
が
は
っ
き
り
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
は
元
老
に
ふ
さ
わ
し
い
礼
を
尽
く
し
た
埋
葬
式
を
お
こ
な

わ
ず
、「
う
か
つ
に
も
大
慌
て
で
こ
っ
そ
り
埋
葬
し
て
（greenly�/�In�hugger-bugger

）」
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
Ｑ
2
と
Ｆ
の
テ
ク
ス
ト
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
二
度
目
の
登
場
に
際
し
て
Ｑ
1
の
「
以
前
と
同
じ
よ
う
に
」
と
い
う
視
覚
的
な
ト
書
き
を

与
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
狂
気
を
一
目
見
て
気
付
く
兄
レ
ア
テ
ィ
ー
ズ
の
台
詞
か
ら
推
測
す
る
と
、
再
び
舞
台
上
に
現

れ
る
Ｑ
2
と
Ｆ
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
退
場
前
と
は
違
っ
て
「
狂
っ
て
い
る
」
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
を
身
に
着
け
て
い

る
か
、
も
し
く
は
野
草
花
な
ど
意
味
不
明
な
小
道
具
を
手
に
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
歌
わ
れ
る
小
唄
の
歌
詞
も
退
場
の
前
と

後
で
は
異
な
り
、
Ｑ
2
と
Ｆ
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
二
度
目
に
登
場
す
る
際
に
Ｑ
1
で
は
歌
わ
れ
な
い
奇
妙
な
歌
詞
を
口
ず
さ
む
。

O
ph.

　
　
　T

hey�bore�him
�bare-faced�on�the�bier
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　H

ey�non�nonny,�nonny,�hey�nonny,
　
　
　
　
　A

nd�on�his�grave�rains�m
any�a�tear

─

�
Fare�you�w

ell,�m
y�dove.

Laer.�
H

adst�thou�thy�w
its�and�didst�persuade�revenge

�
It�could�not�m

ove�thus.

O
ph.

　�Y
ou�m

ust�sing� ‘a-dow
n�a-dow

n
’,�an�you�call�him

� ‘a-dow
n-a ’.�O

�how
�the�w

heel�becom
es�it.�It�is�the�false�

Stew
ard�that�stole�his�m

aster ’s�daughter.

オ
フ
ィ
ー
リ
ア

　
　
　
　
運
び
台
の
上
で
お
顔
は
丸
見
え
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ン
ラ
ン
ラ
ー
ン
、
ラ
ン
ラ
ン
ラ
ー
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
墓
に
は
た
く
さ
ん
の
涙
が
注
が
れ
て
─

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
よ
う
な
ら
、
愛
し
い
人
。

レ
ア
テ
ィ
ー
ズ

　
　
お
前
が
ま
っ
と
う
な
頭
で
復
讐
を
求
め
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
ほ
ど
に
は
動
か
さ
れ
な
い
。

オ
フ
ィ
ー
リ
ア
　
　�

駄
目
よ
、
あ
な
た
は
「
ダ
ダ
ダ
ン
ダ
ー
ン
」、
あ
な
た
は
「
ダ
ダ
ー
ン
ダ
ー
ン
」
っ
て
歌
わ
な
く
ち
ゃ
。
お
囃
子
は

こ
の
曲
に
合
う
わ
ね
。
主
人
の
娘
を
盗
ん
だ
の
は
嘘
つ
き
の
執
事
だ
っ
て
。

（The Tragedy of H
am

let,�（.（.171

─7（

）

上
記
の
歌
詞
は
「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
替
え
歌
と
同
じ
く
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
脳
裏
に
焼
き
付
く
埋
葬
の
光
景
を
描
写
し
て
い
る
。
そ
の
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光
景
が
通
常
の
埋
葬
式
の
そ
れ
で
は
な
い
こ
と
も
共
通
す
る
。
通
常
で
あ
れ
ば
遺
体
は
棺
の
中
に
入
れ
ら
れ
「
運
び
台
（bier

）」
で
運

ば
れ
る
が
、
こ
の
小
唄
の
男
性
は
棺
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
棺
の
蓋
が
開
け
ら
れ
た
ま
ま
遺
体
が
丸
見
え
の
状
態
で
墓
穴

ま
で
移
さ
れ
た
ら
し
い
。
一
方
、「
ウ
ォ
ル
シ
ン
ガ
ム
」
替
え
歌
と
は
異
な
り
、
こ
の
小
唄
で
は
大
勢
の
人
間
が
参
列
し
て
い
て
「
お
墓

に
た
く
さ
ん
の
涙
が
注
が
れ
た
」。
ま
た
こ
ち
ら
の
男
性
に
は
正
式
の
「
墓
」
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
こ
の
人
物
は
自
殺
し
た

熟
年
男
性
と
は
別
人
で
あ
る
。
Ｑ
2
と
Ｆ
の
場
合
、
こ
の
小
唄
が
新
た
に
付
加
さ
れ
る
た
め
に
退
場
の
合
間
で
父
親
の
変
則
的
な
埋
葬
が

言
及
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
Ｑ
2
と
Ｆ
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
、
二
度
目
の
登
場
の
際
に
は
父
親
の
死
の
悲
し

み
で
狂
気
に
陥
っ
た
哀
れ
な
娘
と
し
て
登
場
す
る
が
、
観
客
に
は
彼
女
が
そ
の
悲
し
み
を
適
切
に
表
現
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
痛
ま
し
か
っ

た
に
違
い
な
い
。

　
Ｑ
2
と
Ｆ
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
二
度
目
に
登
場
す
る
際
に
は
父
親
の
死
を
悲
し
む
Ｑ
1
と
よ
く
似
た
小
唄
を
歌
う
よ
う
に
な
る
。
違
い

は
Ｑ
1
の
小
唄
に
お
い
て
は
悲
し
み
が
怨
み
系
バ
ラ
ッ
ド
の
節
回
し
で
歌
わ
れ
る
一
方
、
Ｑ
2
と
Ｆ
で
は
喜
劇
や
笑
劇
の
明
る
い
軽
快
な

メ
ロ
デ
ィ
ー
が
使
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
上
記
の
小
唄
の
う
ち
二
行
目
の
お
囃
子“H

ey�non�nonny,�nonny,�hey�nonny
”

は
『
か

ら
騒
ぎ
』
の
小
唄
の
歌
詞“Converting�all�your�sounds�of�w

oe�/�Into�H
ey�nonny,�nonny

”

（2.3.67

─6（

）
に
よ
れ
ば
疑
い

な
く
喜
び
を
表
す
喜
劇
的
な
性
質
の
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
お
囃
子
は
Ｆ
に
の
み
登
場
し
Ｑ
2
に
は
で
て
こ
な
い
が
、
Ｑ
2
の
テ
ク
ス
ト
も

Ｆ
と
同
様
に
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
の
認
識
能
力
が
悲
劇
と
喜
劇
、
悲
し
み
と
喜
び
を
区
別
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は

周
囲
の
人
間
に
そ
れ
ぞ
れ“a-dow

n�a-dow
n

”

、
あ
る
い
は“a-dow

n-a ”

と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
を
割
り
当
て
て
い
る
が
、
こ
の
リ
フ
レ

イ
ン
を
聞
け
ば
同
時
代
の
観
客
は
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
本
人
が
喜
劇
的
な
小
唄
を
歌
っ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
を
瞬
時
に
理
解
で
き
た
は

ず
で
あ
る
。

　
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
旅
立
っ
て
い
く
と
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
小
唄
を
歌
い
だ
し
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
が
水
死
す
る
と
入
れ
替
わ
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る
か
の
よ
う
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
舞
台
上
に
戻
っ
て
く
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
国
か
ら
戻
っ
て
く
る
前
後
で
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
別
人
の
よ
う
に

変
化
す
る
現
象
は
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｑ
2
と
Ｆ
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
も
一
時
的
に
退
場
す
る
前
後
で
別
人
の

よ
う
に
変
化
す
る
。
バ
ラ
ッ
ド
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
す
る
こ
と
で
同
時
代
の
男
性
美
学
と
社
会
的
慣
習
・
制
度
を
手
厳
し
く
批
判
し
て
い
た

女
性
が
再
び
登
場
す
る
と
、
究
極
の
狂
気
を
表
象
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観
客
に
と
っ
て
オ
フ
ィ
ー
リ

ア
の
最
期
は
自
殺
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
は
も
は
や
死
や
悲
し
み
を
認
識
で
き
ず
、
自
ら
死
を
選
ぶ
と
い
う
行
為
す

ら
実
行
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

［
本
論
文
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
・
基
盤
研
究
Ｃ
「
一
六
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
文
学
に
お
け
る
浮
浪
者
の
表
象
研
究
」（
研
究
代
表
者
・
中
野

春
夫
／
課
題
番
号
二
六
三
七
〇
二
九
〇
）
の
助
成
を
受
け
た
成
果
で
あ
る
。
ま
た
本
論
文
の
前
半
部
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
祭
・
没
後
四
百

周
年
記
念
大
会
の
講
演
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
小
唄
─
艶
歌
、
怨
歌
、
哀
歌
」（
二
〇
一
六
年
四
月
二
三
日
、
慶
応
大
学
、
日
本
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
協
会
・
日
本
英
文
学
会
共
催
）
の
一
部
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
］

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を
含
め
本
文
中
に
お
け
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
引
用
は
Ｑ
1
を
除
き
す
べ
て
Ｒ
Ｓ
Ｃ
全
集
版
（
二
〇
〇
七
年
）
に
基

づ
く
─The R

SC Shakespeare: W
illiam

 Shakespeare Com
plete W

orks,�Eds.�Jonathan�B
ate�and�Eric�R

asm
ussen.�

B
asingstoke:�M

acm
illan,�2007.

Ｑ
1
か
ら
の
引
用
は
ア
ー
デ
ン
第
三
版
に
よ
る
─The A

rden Shakespeare: H
am

let: The 

Texts of 1603 and 1623,

　T
hird�Series,�ed.�A

nn�T
hom

pson�and�N
eil�T

aylor.�London:�Cengage�Learning,�2006.

註
⑴
「
聖
ヴ
ァ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
イ
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
千
葉
大
学
教
授
篠
崎
実
氏
か
ら
貴
重
な
ご
教
示
を
受
け
た
。
こ
の
場
を
借
り
て

あ
つ
く
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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