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シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
テ
ク
ス
ト
の
ほ
ぼ
す
べ
て
に
小
唄
（songs

）
が
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
ピ
ー
タ
ー
・
ゼ
ン
グ
の
先
駆
的
な
小
唄

集
に
は
七
〇
曲
、
近
年
の
ロ
ス
・
ダ
フ
ィ
ン
に
よ
る
小
唄
集
で
は
八
一
曲
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ゼ
ン
グ
の
小
唄
集
で
は
『
マ
ク
ベ
ス
』

の
ヘ
カ
テ
・
ソ
ン
グ
の
よ
う
に
歌
詞
が
確
定
し
て
い
な
い
曲
は
除
外
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
種
の
も
の
を
含
め
れ
ば
お
そ
ら
く
百
曲
以

上
の
小
唄
を
私
た
ち
は
想
定
で
き
る
。
不
思
議
な
の
は
テ
ク
ス
ト
の
一
部
で
あ
り
な
が
ら
、
小
唄
が
研
究
対
象
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と

は
事
実
上
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ピ
ー
タ
ー
・
ゼ
ン
グ
が
一
九
六
七
年
に
指
摘
し
た
状
況
、
す
な
わ
ち
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
小
唄
に

関
す
る
研
究
が
「
主
に
音
楽
史
学
者
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
て
き
た
」（Seng xi

）
状
況
は
残
念
な
が
ら
現
在
で
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

音
楽
史
あ
る
い
は
書
誌
学
の
観
点
か
ら
元
歌
の
バ
ラ
ッ
ド
や
節
回
し
（tune

）
な
ど
が
詳
細
に
調
査
さ
れ
る
一
方
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

劇
に
お
い
て
小
唄
が
果
た
し
た
役
割
は
今
で
も
ほ
ぼ
手
つ
か
ず
な
の
で
あ
る
。

　

本
論
の
対
象
は
『
十
二
夜
』
の
フ
ェ
ス
テ
、『
リ
ア
王
』
の
道
化
、『
オ
セ
ロ
ウ
』
の
デ
ズ
デ
モ
ー
ナ
、『
冬
物
語
』
の
オ
ー
ト
リ
カ
ス

に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
小
唄
で
あ
る
。
彼
ら
が
歌
う
曲
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
小
唄
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の

聴
覚
的
情
報
は
娯
楽
産
業
の
芝
居
小
屋
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？　

本
論
は
こ
れ
ま
で
よ
く
知
ら
れ
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二

て
こ
な
か
っ
た
小
唄
の
特
性
と
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
（
約
束
事
）
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
演
劇
上
演
の
中
で
果
た
し
て
い
た
小
唄
の
役
割

を
検
討
し
て
み
た
い
。

一
．
道
化
と
小
唄

　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
小
唄
は
一
般
的
に
女
性
登
場
人
物
も
し
く
は
身
分
が
比
較
的
低
い
喜
劇
的
な
登
場
人
物
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
、
貴

族
や
王
族
で
あ
る
主
人
公
ク
ラ
ス
の
男
性
が
小
唄
を
披
露
す
る
こ
と
は
な
い
。
女
性
登
場
人
物
に
し
て
も
『
十
二
夜
』
の
ヴ
ァ
イ
オ
ラ
や

『
お
気
に
召
す
ま
ま
』
の
ロ
ザ
リ
ン
ド
な
ど
、
主
役
を
務
め
る
女
性
た
ち
が
小
唄
を
口
ず
さ
む
こ
と
も
な
い
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
に
お

け
る
小
唄
の
特
徴
と
し
て
真
っ
先
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
小
唄
を
歌
う
こ
と
、
あ
る
い
は
歌
い
手
そ
の
も
の
が
劇
世
界
の
中
で
周
縁
的
な

性
質
を
担
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
『
十
二
夜
』
の
フ
ェ
ス
テ
や
『
リ
ア
王
』
の
道
化
は
劇
中
で
何
曲
も
の
小
唄
を
歌
う
の
で
、
今
日
の
私
た
ち
に
は
歌
う
こ
と
が
道
化
の

役
割
の
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
と
こ
ろ
が
イ
ー
ニ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ル
ズ
フ
ォ
ー
ド
が
指
摘
す
る
道
化
の
特
性
の
中
に
歌
謡
は
指
摘
さ

れ
て
い
な
い
。『
恋
の
骨
折
り
損
』
の
道
化
コ
ス
タ
│
ド
や
『
お
気
に
召
す
ま
ま
』
の
タ
ッ
チ
ス
ト
ー
ン
は
ま
っ
た
く
歌
わ
ず
、
む
し
ろ

「
道
化
（clow

n

）」
と
言
及
さ
れ
る
登
場
人
物
は
歌
わ
な
い
の
が
通
常
と
思
わ
れ
る
。『
リ
ア
王
』
の
道
化
に
し
て
も
元
々
は
お
し
ゃ
べ

り
専
門
で
、
最
近
あ
る
事
情
か
ら
諷
刺
を
小
唄
で
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。

　
　

道
化  

 

斑
服
を
着
て
阿
呆
の
よ
う
に
し
ゃ
べ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
俺
を
本
物
の
阿
呆
と
思
う
や
つ
に
は
鞭
を
や
れ
。
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一
八
三

 
 

（
歌
う
）

 
 

　
　
　
　

一
年
経
っ
て
み
り
ゃ
、
阿
呆
は
商
売
あ
が
っ
た
り

 
 

　
　
　
　
　

そ
れ
も
こ
れ
も
賢
い
お
方
が
馬
鹿
に
な
り
、

 
 

　
　
　
　

知
恵
の
付
け
方
忘
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に

 
 

　
　
　
　
　

や
る
こ
と
な
す
こ
と
阿
呆
と
変
わ
り
が
な
い
。

　
　

リ
ア  

お
前
は
い
つ
か
ら
こ
ん
な
に
歌
う
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
？

　
　

道
化  

 

お
じ
ち
ゃ
ん
、
あ
ん
た
が
娘
を
母
親
に
し
ち
ま
っ
て
か
ら
さ
、
娘
た
ち
に
鞭
を
手
渡
し
て
、
尻
を
む
き
出
し
に
し

ち
ま
っ
た
ん
だ
か
ら
・
・
・

　
　

Fool 
If I speak like m

yself in this let him
 w

hipp ’d that first finds it so.

 
 

（Sings

）

 
 

　
　
　
　

Fools had ne ’er less grace in a year:

 
 

　
　
　
　
　

For w
ise m

en are grow
n foppish

 
 

　
　
　
　

A
nd know

 not how
 their w

its to w
ear,

 
 

　
　
　
　
　

T
heir m

anners are so apish.

　
　

Lear 
W

hen w
ere you w

ont to be so full of songs, sirrah?

　
　

Clow
n 

 I have used it, N
uncle, e ’er since thou m

ad ’st thy daughters thy m
others; for w

hen thou 
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四

gav ’st them
 the rod and putt `st dow

n thine ow
n breeches...

 

（The Tragedy of K
ing Lear, 1.4.118

─26

）

第
一
幕
第
一
場
は
王
国
分
割
場
面
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
ケ
ン
ト
伯
が
厳
し
く
諫
め
た
の
は
王
国
統
治
権
と
所
有
権
の
譲
渡
で
あ
っ
て
、

王
国
の
分
割
で
は
な
い
（
中
野2016B

, 106

─109

）。「
道
化
」
も
第
一
幕
第
四
場
で
姿
を
現
し
て
か
ら
リ
ア
が
王
権
と
王
国
収
入
を
手

放
し
た
こ
と
を
最
悪
の
選
択
と
し
て
情
け
容
赦
な
く
諷
刺
す
る
。
こ
の
小
唄
の
主
旨
は
「
娘
に
権
力
と
財
産
す
べ
て
を
く
れ
て
や
っ
て
、

自
ら
進
ん
で
無
職
無
収
入
の
根
無
し
草
に
な
る
の
は
究
極
の
馬
鹿
だ
、
こ
ん
な
馬
鹿
が
い
る
か
ら
阿
呆
は
商
売
あ
が
っ
た
り
に
な
る
」
で

あ
る
。
右
記
の
や
り
取
り
か
ら
す
る
と
、「
道
化
」
が
諷
刺
を
小
唄
で
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
ま
さ
し
く
主
人
リ
ア
の
引
退
に
よ
り

自
分
の
社
会
的
立
場
も
不
安
定
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　
「
道
化
」
の
唄
は
ケ
ン
ト
伯
に
と
っ
て
も
驚
き
ら
し
い
。
第
二
幕
第
二
場
に
お
い
て
ケ
ン
ト
伯
（
ケ
イ
ア
ス
）
が
コ
ー
ン
ウ
ォ
ー
ル
公

に
よ
っ
て
足
枷
を
は
め
ら
れ
る
と
、
そ
の
惨
め
な
姿
を
見
た
「
道
化
」
は
小
唄
を
歌
い
だ
す
。

　
　

道
化  

 

賢
い
人
間
が
ま
と
も
な
助
言
を
し
て
く
れ
る
か
ら
、﹇
リ
ア
の
許
を
去
れ
と
い
う
﹈
俺
の
話
し
は
な
か
っ
た
こ
と
に

し
て
お
く
れ
。
阿
呆
の
話
し
に
耳
を
傾
け
て
ほ
し
い
の
は
悪
党
だ
け
だ
。

 
 

（
歌
う
）

 
 

　
　
　
　

欲
得
か
ら
ご
奉
仕
な
さ
れ
る
ご
仁
な
ら

 
 

　
　
　
　
　

見
せ
か
け
だ
け
で
励
む
ご
奉
公
、
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八
五

 
 

　
　
　
　

雲
行
き
危
う
く
な
れ
ば
姿
を
見
せ
ず
、

 
 

　
　
　
　
　

嵐
に
な
れ
ば
た
ち
ま
ち
主
人
を
見
捨
て
る
。

 
 

　
　
　
　

で
も
俺
は
と
ど
ま
る
、
阿
呆
は
辞
め
な
い
、

 
 

　
　
　
　
　

賢
い
ご
仁
は
す
た
こ
ら
逃
げ
出
し
て
も
、

 
 

　
　
　
　

逃
げ
出
す
悪
党
は
馬
鹿
に
な
る
け
れ
ど
、

 
 

　
　
　
　
　

阿
呆
が
悪
党
な
ん
か
に
な
ら
な
い
で
お
く
れ
。

　
　

ケ
ン
ト 

阿
呆
、
こ
の
唄
を
ど
こ
で
覚
え
た
の
だ
？

　
　

道
化  

阿
呆
、
足
枷
な
ん
か
嵌
め
て
い
な
い
時
だ
。

　
　

Fool 
 W

hen a w
ise m

an gives thee better counsel, give m
e m

ine again; I w
ould have none but 

knaves follow
 it, since a Fool gives it.

 
 

（Sings

）

 
 

　
　
　
　

T
hat sir w

hich serves and seeks for gain,

 
 

　
　
　
　
　

A
nd follow

s but for form
,

 
 

　
　
　
　

W
ill pack w

hen it begins in the rain,

 
 

　
　
　
　
　

A
nd leave thee in the storm

.

 
 

　
　
　
　

B
ut I w

ill tarry; the Fool w
ill stay,

 
 

　
　
　
　
　

A
nd let the w

ise m
an fly:
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六

 
 

　
　
　
　

T
he knave turns Fool that runs aw

ay;

 
 

　
　
　
　
　

T
he Fool no knave, perdy.

　
　

K
ent 

W
here learn

’d you this, fool.

　
　

Fool 
N
ot in the stocks, fool. 

（The Tragedy of K
ing Lear, 2.2.247

─59

）

「
道
化
」
は
リ
ア
の
財
産
譲
渡
が
身
勝
手
で
無
謀
で
も
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
無
収
入
者
へ
の
奉
公
が
非
常
識
き
わ
ま
り

な
く
、
文
字
通
り
自
分
が
「
馬
鹿
」
で
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
て
い
る
。
上
記
の
小
唄
は
リ
ア
を
見
捨
て
ら
れ
な
い
自
分
と
ケ
ン
ト
伯
に
向

け
た
自
虐
的
な
浪
花
節
で
あ
る
が
、
二
人
の
や
り
取
り
か
ら
す
る
と
「
道
化
」
が
小
唄
を
口
ず
さ
む
こ
と
は
ケ
ン
ト
伯
に
と
っ
て
意
外
ら

し
い
。
右
の
二
つ
の
例
は
道
化
で
あ
っ
て
も
、
主
人
の
前
で
小
唄
を
口
ず
さ
む
の
は
無
礼
と
い
う
了
解
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観
客

に
は
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
道
化
」
が
リ
ア
の
前
で
堂
々
と
歌
い
だ
す
こ
と
は
社
会
関
係
上
の
変
化
を
伝
え

る
演
劇
的
な
シ
グ
ナ
ル
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。「
道
化
」
は
す
で
に
社
会
関
係
の
上
で
リ
ア
と
雇
用
関
係
に
は
な
く
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観
客
の
目
に
は
損
得
抜
き
で
主
従
ご
っ
こ
を
演
じ
て
い
る
よ
う
に
映
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
『
十
二
夜
』
の
フ
ェ
ス
テ
も
主
人
の
オ
リ
ヴ
ィ
ア
姫
の
御
前
で
は
美
声
を
披
露
す
る
こ
と
が
な
い
。
彼
が
小
唄
を
歌
う
の
は
サ
ー
・
ト

ー
ビ
ー
と
オ
ー
シ
ー
ノ
ー
公
爵
の
リ
ク
ウ
ェ
ス
ト
が
あ
っ
た
時
に
限
ら
れ
、
こ
の
劇
世
界
で
観
客
が
目
撃
す
る
の
は
フ
ェ
ス
テ
が
出
張
で

歌
う
た
び
に
小
遣
い
が
フ
ェ
ス
テ
の
懐
に
舞
い
込
む
光
景
で
あ
る
。

　
　

ア
ン
ド
ル
ー 

 

さ
あ
歌
っ
て
お
く
れ
。
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八
七

　
　

ト
ー
ビ
ー 

ほ
ら
、
心
付
け
に
六
ペ
ン
ス
だ
。
歌
っ
て
く
れ
。

　
　

ア
ン
ド
ル
ー 

俺
か
ら
も
六
ペ
ン
ス
だ
。
ナ
イ
ト
が
ァ
た
ま
わ
る
│

　
　

フ
ェ
ス
テ 

恋
の
歌
が
い
い
か
い
？　

そ
れ
と
も
宴
会
向
け
の
や
つ
か
？

　
　

A
ndrew

 
 

N
ow

, a song.

　
　

T
oby 

Com
e on, there a sixpence for you. Let ’s have a song.

　
　

A
ndrew

 
T
here `s a testril of m

e too. If one knight give a-

　
　

Feste 
W

ould you have a love song, or a song of good life?

 

（Tw
elfth N

ight, O
r W

hat Y
ou W

ill, 2.3.20

─23

）

『
十
二
夜
』
の
道
化
に
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
中
で
も
特
異
な
設
定
が
施
さ
れ
て
お
り
、
マ
ラ
イ
ア
に
よ
れ
ば
フ
ェ
ス
テ
は
長
期
に
わ

た
っ
て
職
場
放
棄
を
し
て
い
た
│
「
こ
れ
だ
け
長
く
サ
ボ
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
お
前
は
縛
り
首
よ
、
そ
れ
と
も
首
か
も
し
れ
な
い
、
で
も

お
前
に
は
ど
っ
ち
も
同
じ
よ
ね
（Y

et you w
ill be hanged for being so long absent, or, to be turned aw

ay, is not that 

as good as a hanging to you?

）」（1.5.14

─15

）。
職
場
に
戻
っ
て
も
フ
ェ
ス
テ
は
オ
リ
ヴ
ィ
ア
邸
と
オ
ー
シ
ー
ノ
ー
邸
を
ふ
ら
ふ

ら
行
き
来
し
て
い
る
。
彼
は
明
ら
か
に
主
人
の
了
解
な
く
サ
ー
・
ト
ー
ビ
ー
や
オ
ー
シ
ー
ノ
ー
公
爵
の
求
め
に
応
じ
て
出
張
歌
謡
サ
ー
ヴ

ィ
ス
を
行
う
点
で
は
「
誰
と
も
雇
用
関
係
を
結
ん
で
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
」（K

rieger, 54

─55

）。『
十
二
夜
』
の
劇
世
界
で
は
表

向
き
「
道
化
」
と
い
う
職
業
を
与
え
ら
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
同
時
代
の
観
客
に
と
っ
て
フ
ェ
ス
テ
の
人
物
像
は
「
浮
浪
取
締
法
」
の

対
象
と
な
る
「
大
衆
芸
人
（com

m
on players

）」、
す
な
わ
ち
住
所
不
定
で
雇
用
関
係
が
不
明
瞭
な
娯
楽
産
業
従
事
者
と
二
重
写
し
に

な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
（
中
野2016A

, 86

）。
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八

　

フ
ェ
ス
テ
そ
の
人
が
社
会
で
周
縁
的
な
存
在
で
あ
る
一
方
、
彼
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
小
唄
の
内
容
も
社
会
の
中
で
孤
独
に
浮
遊
す
る
イ

メ
ー
ジ
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
フ
ェ
ス
テ
が
サ
ー
・
ト
ー
ビ
ー
に
所
望
さ
れ
て
最
初
に
歌
う
「
恋
の
歌
」
は
社
会
で
浮
遊
す
る
若
者
た
ち

の
切
な
い
恋
を
歌
っ
て
い
る
。

　
　

フ
ェ
ス
テ 
（
歌
う
）

 
 

 

愛
し
い
人
、
今
度
は
ど
こ
へ
流
れ
て
い
く
の
か
い
？

 
 

 
　

こ
こ
に
居
続
け
て
お
く
れ
、
高
音
も
低
音
も
上
手
に
歌
え
る

 
 

 
ま
こ
と
の
恋
の
持
ち
主
が
現
れ
た
の
だ
か
ら
。

 
 

 

　

こ
こ
に
住
も
う
じ
ゃ
な
い
か
、
愛
し
い
人
、

 
 

 

旅
は
恋
す
る
者
た
ち
の
出
会
い
で
終
わ
る
も
の
、

 
 

 

　

ま
っ
と
う
な
人
間
な
ら
誰
で
も
分
か
っ
て
い
る
。

　
　

ア
ン
ド
ル
ー 

ほ
ん
と
う
、
素
敵
な
声
だ
。

　
　

ト
ー
ビ
ー 

い
い
ぞ
、
い
い
ぞ
。

　
　

フ
ェ
ス
テ 

（
歌
う
）

 
 

 

恋
っ
て
何
？　

明
日
に
恋
は
姿
を
消
し
て
い
る
。

 
 

 

　

今
楽
し
い
の
な
ら
今
歌
お
う
じ
ゃ
な
い
か
。

 
 

 

先
の
こ
と
は
誰
も
分
か
ら
な
い
、

 
 

 

　

じ
っ
と
待
っ
て
い
れ
ば
、
儲
け
が
転
が
っ
て
く
る
訳
じ
ゃ
な
し
、
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一
八
九

 
 

 

愛
し
い
人
よ
、
そ
れ
な
ら
俺
に
キ
ス
し
て
お
く
れ
、

 
 

 

　

若
さ
は
い
つ
ま
で
も
続
く
も
の
じ
ゃ
な
い
。

　
　

Feste 

（Sings

）

 
 

 
O
 m

istress m
ine, w

here are you roam
ing?

 
 

 

　

O
 stay and hear, your love `s com

ing,

 
 

 
T
hat can sing both high and low

.

 
 

 
　

T
rip no further, pretty sw

eeting,

 
 

 
Journeys end in lover m

eeting,

 
 

 

　

Every w
ise m

an
’s son doth know

.

　
　

A
ndrew

 
Excellent good, i ’faith.

　
　

T
oby 

G
ood, good.

　
　

Feste 

（Sings

）

 
 

 
W

hat is love? ‘T
is not hereafter,

 
 

 

　

Present m
irth hath present laughter,

 
 

 
W

hat ’s to com
e is still unsure.

 
 

 

　

In delay there lies no plenty,

 
 

 
T
hen com

e kiss m
e, sw

eet and tw
enty,

 
 

 

　

Y
outh

’s a stuff w
ill not endure.



シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
小
唄
の
特
性
と
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
（
中
野
） 

一
九
〇

 

（Tw
elfth N

ight, O
r W

hat Y
ou W

ill, 2.3.26

─39

）

小
唄
の
出
だ
し
の
表
現
「
流
れ
て
い
く
の
か
い
？
」
に
よ
れ
ば
、
相
手
の
女
性
は
季
節
労
働
者
で
あ
り
、
今
日
か
明
日
に
は
こ
の
場
所
を

去
っ
て
い
く
ら
し
い
。
二
行
目
の
「
高
音
も
低
音
も
上
手
に
歌
え
る
」
こ
と
は
男
性
が
美
声
を
商
売
道
具
に
し
な
が
ら
地
方
を
回
っ
て
い

る
こ
と
、
す
な
わ
ち
彼
が
行
商
人
か
大
衆
芸
人
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
中
野2016A

, 91

─92

）。
三
行
目
の
「
こ
こ
に
住
も
う
じ

ゃ
な
い
か
」
や
四
行
目
の
「
旅
」
と
い
う
語
句
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
の
特
性
、
す
な
わ
ち
著
し
く
高
い
社
会

的
流
動
性
を
表
現
し
て
い
る
（G

riffiths 318

）。
小
唄
の
詩
句
が
示
唆
す
る
の
は
ド
サ
回
り
の
行
商
人
（
テ
キ
ヤ
）
が
流
れ
も
の
生
活

の
中
で
た
ま
た
ま
同
じ
境
遇
の
女
性
に
惹
か
れ
、
将
来
の
甘
く
淡
い
夢
を
抱
い
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
男
性
は
ド
サ
回
り
に
終
止
符
を
打

ち
、
女
性
と
所
帯
を
持
っ
て
こ
の
地
で
腰
を
落
ち
着
け
た
い
ら
し
い
。

　

こ
の
小
唄
は
男
性
が
相
手
の
女
性
に
求
婚
し
た
の
か
、
求
婚
し
て
結
果
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
全
く
触
れ
な
い
。
こ
の
小
唄

の
切
な
い
と
こ
ろ
は
、
不
安
定
な
職
業
の
男
性
が
求
婚
し
た
と
こ
ろ
で
色
よ
い
返
事
が
返
っ
て
く
る
可
能
性
は
ゼ
ロ
に
等
し
い
こ
と
を
観

客
が
よ
く
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
ス
タ
ン
ザ
の
「
恋
っ
て
何
？
」
以
下
は
将
来
が
よ
く
見
え
な
い
者
た
ち
が
抱
い
た
典
型
的

な
不
安
と
恐
怖
を
表
現
し
て
い
る
。
明
る
い
将
来
が
見
え
な
け
れ
ば
、
サ
ー
・
ト
ー
ビ
ー
た
ち
の
よ
う
に
ど
ん
ち
ゃ
ん
騒
ぎ
で
満
足
す
る

他
は
な
く
、「
今
楽
し
け
れ
ば
今
笑
う
」
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

二
．
女
性
登
場
人
物
と
小
唄

　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
小
唄
に
関
し
て
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
小
唄
の
多
く
に
元
歌
が
存
在
す
る
。
ロ
ス
・
ダ
フ
ィ
ン
の
指
摘
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に
よ
れ
ば
、
元
歌
は
民
謡
や
酒
場
唄
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
最
も
多
い
の
が
今
日
の
大
ヒ
ッ
ト
歌
謡
曲
に
相
当
す
る
バ
ラ
ッ
ド
作
品
で

あ
る
（D

uffin16

─20

）
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
に
は
「
ロ
ン
ド
ン
中
の
人
通
り
の
多
い
街
路
、
あ
る
い
は
広
場
で
」
バ
ラ
ッ
ド
売
り
の

美
声
を
耳
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
（G

reene 189

）。
バ
ラ
ッ
ド
は
一
枚
一
ペ
ニ
ー
で
売
ら
れ
る
片
面
刷
り
の
ブ
ロ
ー
ド
シ
ー
ト
で
あ
り
、

話
題
性
の
あ
る
事
件
を
歌
詞
に
す
る
点
で
は
江
戸
時
代
の
瓦
版
や
今
日
の
男
性
向
け
夕
刊
紙
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
た
だ
し
比
較
的
多

い
の
が
、
今
日
の
演
歌
も
し
く
は
ポ
ッ
プ
ソ
ン
グ
の
歌
詞
に
似
た
衝
撃
的
な
男
女
関
係
の
顚
末
や
、
逆
に
笑
い
を
と
れ
る
内
容
の
も
の
で

あ
る
。『
オ
セ
ロ
ウ
』
の
第
四
幕
第
三
場
に
組
み
込
ま
れ
た
「
柳
の
唄
（W

illow

）」
は
バ
ラ
ッ
ド
と
芝
居
小
屋
が
共
有
す
る
歌
謡
娯
楽

文
化
の
特
質
を
教
え
て
く
れ
る
恰
好
の
例
で
あ
る
（
中
野2017, 128

─29

）。

　
『
オ
セ
ロ
ウ
』
は
「
嫉
妬
（jealousy

）」
に
よ
っ
て
夫
が
最
愛
の
妻
を
殺
害
す
る
に
至
る
悲
劇
で
あ
る
が
、
以
下
の
引
用
は
オ
セ
ロ
ウ

に
殺
害
さ
れ
る
直
前
、
デ
ズ
デ
モ
ー
ナ
が
侍
女
の
エ
ミ
ー
リ
ア
と
最
後
の
会
話
を
交
わ
す
場
面
か
ら
で
あ
る
。
デ
ズ
デ
モ
ー
ナ
は
ふ
と
バ

ー
バ
リ
ー
と
い
う
小
間
使
い
を
思
い
出
し
、
こ
の
小
間
使
い
が
こ
の
世
を
去
っ
た
と
き
に
歌
っ
て
い
た
「
柳
の
唄
」
を
口
ず
さ
む
。

　
　

デ
ズ
デ
モ
ー
ナ 　
　

母
の
と
こ
ろ
に
バ
ー
バ
リ
ー
と
い
う
小
間
使
い
が
い
た
の

 
 

　
　

バ
ー
バ
リ
ー
は
恋
を
し
て
い
た
け
れ
ど
、
相
手
が
変
に
な
っ
て

 
 

　
　

彼
女
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
子
は
「
柳
の
唄
」
の
歌
詞
を
持
っ
て
い
た
、

 
 

　
　

昔
の
唄
だ
け
れ
ど
、
彼
女
の
運
命
を
予
言
し
て
い
る
よ
う
。

 
 

　
　

彼
女
は
そ
れ
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
亡
く
な
っ
た
。
今
晩
は
そ
の
唄
が

 
 

　
　

私
の
頭
を
離
れ
な
い
。
私
、
今
に
も

 
 

　
　

か
わ
い
そ
う
な
バ
ー
バ
リ
ー
の
よ
う
に
首
を
片
方
に
傾
け
て
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歌
い
だ
し
て
し
ま
い
そ
う
。
│
ね
え
、
急
い
で
。

　
　

エ
ミ
ー
リ
ア 

　
　

部
屋
着
を
と
っ
て
き
ま
し
ょ
う
か
。

　
　

デ
ズ
デ
モ
ー
ナ 　
　

い
ら
な
い
わ
、
こ
の
ピ
ン
を
と
っ
て
。

 
 

　
　

│
ロ
ド
ヴ
ィ
ー
コ
│
様
は
素
敵
な
お
方
ね
。

　
　

エ
ミ
ー
リ
ア 
　
　

大
変
な
色
男
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。

 
 

　
　

 
あ
の
方
の
像
の
唇
に
触
れ
ら
れ
る
の
な
ら
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
ま
で
裸
足
で
歩
い
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ご
婦
人
を
知
っ
て
い
ま
す
。

　
　

デ
ズ
デ
モ
ー
ナ　

　
（
歌
う
）

 
 

 

　
　

シ
カ
モ
ア
の
脇
に
腰
を
下
ろ
し
歌
っ
て
い
た

 
 

 

　
　
　

哀
れ
な
人
が
「
柳
、
柳
、
柳
」
の
唄
を
、

 
 

 

　
　

手
で
胸
を
押
さ
え
、
顔
を
膝
に
埋
め
な
が
ら

 
 

 

　
　
　

歌
お
う
、「
柳
、
柳
、
柳
」
の
唄
を
。

 
 

 

　
　

小
川
が
そ
ば
を
流
れ
、
彼
女
と
と
も
に
咽
び
泣
く
、

 
 

 

　
　
　

歌
お
う
、「
柳
、
柳
、
柳
」
の
唄
を
、

 
 

 

　
　

と
め
ど
も
な
く
流
れ
る
涙
で
岩
も
柔
ら
か
に
な
る

 
 

 

　
　
　

歌
お
う
、「
柳
、
│
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三

 
 

　

こ
れ
は
片
づ
け
て
│

 
 

 
 

 
 

柳
、
柳
」
の
唄
を

 
 

　

お
願
い
、
急
い
で
、
あ
の
人
す
ぐ
に
来
る
わ
│

 
 

　
（
歌
う
）

 
 

 
　
　

歌
お
う
、「
緑
の
柳
が
私
の
花
飾
り
」

 
 

 
　
　
　

あ
の
人
を
責
め
な
い
で
、
好
き
な
の
、
彼
の
仕
打
ち
が
│

 
 

　

い
や
、
こ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
わ
ね
。
│
誰
か
ド
ア
を
た
た
い
た
？

エ
ミ
ー
リ
ア 

　

風
の
音
で
す
わ
。

デ
ズ
ネ
モ
ー
ナ 

　
（
歌
う
）

 
 

 

　
　

誓
い
破
り
と
な
じ
っ
た
ら
、
ど
う
答
え
た
と
思
う
？

 
 

 

　
　
　

歌
お
う
、「
柳
、
柳
、
柳
」
の
唄
を

 
 

 

　
　

他
の
女
た
ち
を
口
説
く
か
ら
、
お
前
も
た
く
さ
ん
男
と
寝
な
│

 
 

　

も
う
下
が
っ
て
い
い
わ
、
お
休
み
な
さ
い
。

　
　

D
esdem

ona 

　

M
y m

other had a m
aid called B

arbary:
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She w
as in love, and he she loved proved m

ad

 
 

　

A
nd did forsake her. She had a song of ‘w

illow
’.

 
 

　

A
n old thing ’tw

as, but it represented her fortune,

 
 

　

A
nd she died singing it: that song tonight

 
 

　
W

ill not go from
 m

y m
ind: I have m

uch to do

 
 

　

B
ut to go hang m

y head all at one side

 
 

　

A
nd sing it like poor B

arbary. Prithee dispatch.

　
　

Em
ilia 

　

Shall I go fetch your nightgow
n?

　
　

D
esdem

ona 

　

N
o, unpin m

e here.

 
 

　

T
his Lodovico is a proper m

an.

　
　

Em
ilia 

　

A
 very handsom

e m
an.

 
 

　

 I know
 a lady in V

enice w
ould have w

alked barefoot to Palestine for a touch of his nether 

lip.

　
　

D
esdem

ona 

　
（Sings

）

 
 

 
T
he poor soul sat singing by a sycam

ore tree,

 
 

 

　

Sing all a green w
illow

:

 
 

 
H
er hand on her bosom

, her head on her knee,

 
 

 

　

Sing w
illow

, w
illow

, w
illow

.
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T
he fresh stream

s ran by her, and m
urm

ured her m
oans,

 
 

 

　

Sing w
illow

, w
illow

, w
illow

:

 
 

 
H
er salt tears fell from

 her, and softened the stones,

 
 

 

　

Sing w
illow

│

 
 

　
Lay by these

│

 
 

　
（Sings

）
 

 
 

 
 

W
illow

, w
illow

│

 
 

　

Prithee, hie thee: he ’ll com
e anon

│

 
 

　
（Sings

）

 
 

 
Sing all a green w

illow
 m

ust be m
y garland.

 
 

 

　

Let nobody blam
e him

, his scorn I approve

│

 
 

　

N
ay, that ’s not next. 

│H
ark, w

ho is ’t that knocks?

　
　

Em
ilia 

　

It ’s the w
ind.

　
　

D
esdem

ona 

　
（Sings

）

 
 

 
I called m

y love false love, but w
hat said he then?

 
 

 

　

Sing w
illow

, w
illow

, w
illow

:



シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
小
唄
の
特
性
と
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
（
中
野
） 

一
九
六

 
 

 
If I court m

ore w
om

en, you
’ll couch w

ith m
ore m

en

│

 
 

　

So, get thee gone, goodnight. 

（The Tragedy of O
thello, 4.3. 27

─60

）

今
日
の
語
法
か
ら
す
る
と
歌
詞
を
「
知
っ
て
い
る
」
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
デ
ズ
デ
モ
ー
ナ
は
バ
ー
バ
リ
ー
が
「『
柳
の
唄
』
の
歌
詞
を

持
っ
て
い
た
（had a song of W

illow

）」
と
表
現
し
て
お
り
、
こ
の
表
現
は
バ
ー
バ
リ
ー
が
バ
ラ
ッ
ド
版
の
「
柳
の
唄
」
を
所
有
し

て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。「
柳
の
唄
」
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
に
お
い
て
実
際
に
存
在
し
た
曲
で
あ
り
、『
オ
セ
ロ
ウ
』
版
の
原
型
と

推
定
さ
れ
る
バ
ラ
ッ
ド
が
書
籍
出
版
組
合
に
登
録
さ
れ
た
の
は
一
五
六
五
年
だ
っ
た
（D

uffin 469

）。
そ
の
後
、
十
六
世
紀
末
に
い
く

つ
か
の
劇
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
言
及
さ
れ
、
さ
ら
に
十
七
世
紀
初
め
に
二
種
類
の
無
登
録
版
が
刷
ら
れ
て
い
る
（Seng 197

─98

）。

　
『
オ
セ
ロ
ウ
』
で
は
バ
ー
バ
リ
ー
と
デ
ズ
デ
モ
ー
ナ
が
「
柳
の
歌
」
を
歌
っ
て
い
る
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
は
女
性
の
失
恋
唄
で
は
な
い
。

『
オ
セ
ロ
ウ
』
の
「
柳
の
歌
」
で
は
恋
人
に
捨
て
ら
れ
た
女
性
が
一
人
称
に
な
る
が
、
バ
ラ
ッ
ド
版
の
「
柳
の
歌
」
で
は
愛
す
る
女
性
に

想
い
が
通
じ
な
い
た
め
に
悶
え
苦
し
む
男
性
が
主
人
公
と
な
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
は
十
一
ス
タ
ン
ザ
か
ら
構
成
さ
れ
、
以
下
は
そ
の
出
だ

し
の
四
ス
タ
ン
ザ
で
、
男
性
が
あ
る
決
意
を
下
す
ま
で
の
過
程
を
映
像
的
に
描
き
出
す
。

 

シ
カ
モ
ア
の
脇
で
溜
め
息
を
つ
い
て
い
た
、

 

　
　

哀
れ
な
男
性
が
「
お
お
、
柳
、
柳
、
柳
」
と
。

 

手
で
胸
を
押
さ
え
、
顔
を
膝
に
埋
め
な
が
ら

 

　
　
「
お
お
、
柳
、
柳
、
柳
」
を
歌
っ
て
い
た
。
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七

 

歌
い
な
が
ら
た
め
息
を
つ
き
、
呻
い
て
い
た
、

 
　
　
「
喜
び
よ
、
さ
ら
ば
、
我
が
真
の
恋
人
は
去
っ
た
」
と
。

 
不
実
で
は
な
い
か
、
ど
う
し
て
態
度
を
変
え
る
の
か
。

 

　
　

愛
を
訴
え
て
も
、
返
っ
て
く
る
の
は
憎
し
み
だ
け
。

 

男
は
叫
ぶ
、
恋
す
る
も
の
は
皆
私
を
憐
れ
ん
で
く
れ
、

 

　
　

彼
女
の
心
は
冷
酷
で
、
私
の
呻
き
な
ど
意
に
介
さ
な
い
。

 

近
く
を
冷
た
い
川
が
流
れ
、
男
性
の
眼
か
ら

 

　
　

と
め
ど
も
な
く
涙
が
流
れ
て
い
た

 

小
鳥
た
ち
は
彼
の
嗚
咽
で
黙
り
こ
く
り

 

　
　

こ
ぼ
れ
る
涙
で
石
も
脆
く
な
っ
た
。

 

私
は
悪
く
な
い
、
侮
蔑
を
受
け
て
い
る
の
だ
か
ら

 

　
　

生
来
の
不
実
、
彼
女
の
た
め
に
私
は
死
ぬ

 

美
が
こ
れ
ほ
ど
冷
酷
な
心
を
宿
す
の
か

 

　
　

私
の
真
の
恋
を
に
べ
も
な
く
は
ね
つ
け
る
と
は



シ
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唄
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一
九
八

 
A
 poor soul sat sighing by a sycam

ore tree,

 
　
　

O
 w

illow
, w

illow
, w

illow

 
H
is hand on his bosom

, his head on his knee

 

　
　

O
 w

illow
, w

illow
, w

illow

 
H
e sigh

`d in his singing, and after each groan

 

　
　

A
dieu to all pleasure, m

y true love is gone.

 
O
h false she is turned; untrue she doth prove;

 

　
　

She renders m
e nothing but hate for m

y love

 
O
h, pity m

e, cried he, you lovers each one

 

　
　

H
er heart ’s hard as m

arble, she rues not m
y m

oan.

 
T
he cold stream

s ran by him
, his eyes w

ept apace,

 

　
　

T
he salt tears fell from

 him
, w

hich drow
ned his face;

 
T
he m

ute birds sat by him
, m

ade tam
e by his m

oan,

 

　
　

T
he salt tears fell from

 him
, w

hich soften
’d the stone.

 
Let nobody blam

e m
e, her scorns I do prove,



シ
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一
九
九

 

　
　

She w
as born to be false, and I die for her love.

 
O
 that beauty should harbor a heart that ’s so hard

 
　
　

M
y true love rejecting w

ithout all regard! 

（D
uffin 468

─69

）

こ
の
「
男
性
」
に
よ
れ
ば
「
我
が
真
の
恋
人
」
は
自
分
を
そ
の
気
に
さ
せ
て
お
き
な
が
ら
突
然
相
手
に
し
な
く
な
り
、
さ
ら
に
罵
詈
雑
言

ま
で
浴
び
せ
か
け
、
自
分
の
苦
し
み
を
あ
ざ
笑
う
。
第
四
ス
タ
ン
ザ
の
二
行
目
は
「
男
性
」
が
自
殺
に
よ
っ
て
復
讐
し
よ
う
と
決
意
し
た

こ
と
を
示
す
。
さ
ら
に
第
八
ス
タ
ン
ザ
で
は
す
で
に
墓
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
第
九
ス
タ
ン
ザ
で
は
相
手
の
残
酷
さ
を
記
す
墓
碑
銘

「
毒
を
最
も
甘
美
な
薬
と
し
て
飲
ん
だ
も
の
が
こ
こ
に
眠
る
」
ま
で
が
用
意
さ
れ
て
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
不
思
議
な
こ
と

に
、
こ
の
小
唄
で
は
最
終
ス
タ
ン
ザ
の
最
後
の
行
に
至
っ
て
も
語
り
手
の
男
性
は
し
ゃ
べ
り
続
け
て
い
る
。

　
「
柳
の
唄
」
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
小
唄
に
お
け
る
重
要
な
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
の
一
つ
を
教
え
て
く
れ
る
。
小
唄
自
体
は
自
殺

の
模
様
を
い
っ
さ
い
語
ら
ず
、
そ
の
瞬
間
を
聞
き
手
が
想
像
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
の
最
終
ス
タ
ン
ザ
の
最
後
の

歌
詞
が
歌
わ
れ
た
後
、
聞
き
手
の
頭
の
中
に
は
男
性
の
身
投
げ
の
瞬
間
、
す
な
わ
ち
男
性
が
「
柳
の
歌
」
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
川
に
飛
び

込
む
光
景
と
ド
ボ
ン
と
い
う
重
い
水
音
が
映
し
出
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
小
唄
の
設
定
で
は
目
の
前
に
「
冷
た
い
川
が
流
れ
て
い

る
」
の
で
あ
る
。

 

か
つ
て
の
喜
び
も
今
は
悲
し
み
の
元

 

　
　

安
ら
ぎ
も
今
は
苦
し
み
│
さ
よ
う
な
ら
、

 

愚
痴
も
生
き
て
い
る
間
だ
け
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二
〇
〇

 

　
　

嫌
い
な
ん
だ
ろ
う
、
私
は
大
好
き
だ
、
君
の
た
め
に
こ
の
世
を
去
る
け
れ
ど
。

 
A
s then ’tw

as m
y com

fort, it now
 is m

y grief,

 
　
　

It now
 brings m

e anguish; then brought m
e relief.

 
Farew

ell, fair false-hearted, plaints end w
ith m

y breath

 

　
　

T
hou dost loathe m

e; I love thee, though cause of m
y death.

 

（D
uffin 469

）

「
柳
の
唄
」
は
た
ん
に
失
恋
し
た
男
性
の
怨
み
辛
み
が
語
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
男
性
が
自
ら
命
を
絶
つ
劇
的
な
瞬
間
を
聞
き
手
に
想
像

さ
せ
る
壮
絶
な
小
唄
で
あ
る
。『
オ
セ
ロ
ウ
』
に
お
い
て
デ
ズ
デ
モ
ー
ナ
は
バ
ー
バ
リ
ー
が
「
こ
の
小
唄
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
亡
く
な
っ

た
（she died singing it

）」
と
語
る
が
、
同
時
代
の
観
客
た
ち
は
バ
ー
バ
リ
ー
が
歌
い
な
が
ら
そ
の
ま
ま
川
に
飛
び
込
ん
で
い
く
光

景
を
想
像
し
た
は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
小
間
使
い
が
口
ず
さ
ん
で
い
た
同
じ
小
唄
を
デ
ズ
デ
モ
ー
ナ
が
歌
う
こ
と
に
よ
り
、
観
客
は
デ
ズ

デ
モ
ー
ナ
も
漠
然
と
同
じ
運
命
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
こ
と
を
想
像
す
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
今
日
演
劇
の
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
「
別
れ
て
も

好
き
な
人
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
流
れ
れ
ば
、「
深
夜
の
繁
華
街
、
雨
の
中
、
偶
然
の
再
会
」
と
い
う
状
況
が
連
想
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
柳
の
唄
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
口
ず
さ
ま
れ
る
と
若
い
未
婚
男
性
の
哀
れ
な
身
投
げ
が
連
想
さ
れ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
で
は
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
や
『
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
の
二
紳
士
』
の
ジ
ュ
ー
リ
ア
が
女
性
の
失
恋
小
唄
を

歌
う
が
、
い
ず
れ
に
も
「
柳
の
歌
」
と
同
様
に
印
刷
版
バ
ラ
ッ
ド
の
元
歌
が
あ
る
（D

uffin 253, 422

）。
ど
ち
ら
の
元
歌
も
同
時
代
に

よ
く
知
ら
れ
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
歌
わ
れ
る
男
性
の
怨
み
歌
で
あ
っ
て
、
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
た
ち
が
歌
う
小
唄
は
同
時
代
の
大
ヒ
ッ
ト
歌
謡
曲

が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
よ
っ
て
劇
場
向
け
に
翻
案
化
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
ピ
ー
タ
ー
・
ゼ
ン
グ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
シ
ェ
イ
ク



シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
小
唄
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ヴ
ェ
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シ
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二
〇
一

ス
ピ
ア
劇
の
「
小
唄
（songs

）」
は
ト
書
き
な
ど
で
「
舞
台
上
の
役
者
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
た
め
に
テ
ク
ス
ト
中
に
挿
入
さ
れ
た
歌
謡

詩
」（Seng xix

）
で
あ
る
が
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
歌
詞
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
よ
っ
て
独
自
に
作
ら
れ
た
訳
で
は
な
い
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
証
明
す
る
資
料
は
存
在
せ
ず
、
ロ
ス
・
ダ
フ
ィ
ン
の
表
現
を
借
り
れ
ば
そ
の
種
の
資
料
が
「
出
て
く
る
こ
と
は
あ
り

え
そ
う
も
な
い
」（D

uffin 15

）。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
小
唄
は
彼
の
劇
作
品
そ
の
も
の
と
同
様
に
、
理
論
上
す
べ
て
の
曲
に
材
源
が

あ
り
、
既
存
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
歌
詞
が
再
利
用
さ
れ
た
歌
謡
娯
楽
文
化
の
典
型
的
な
産
物
な
の
で
あ
る
。

　

元
歌
の
男
性
は
「
私
は
悪
く
な
い
、
侮
蔑
を
受
け
て
い
る
の
だ
か
ら
（Let nobody blam

e m
e, her scorns I do prove

）」
と

女
性
の
冷
た
い
仕
打
ち
を
厳
し
く
咎
め
、
自
分
に
非
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、『
オ
セ
ロ
ウ
』
の
デ
ズ
デ
モ
ー
ナ
は
第
三
ス
タ

ン
ザ
「
あ
の
人
を
咎
め
な
い
で
ね
、
私
は
好
き
な
の
、
彼
の
仕
打
ち
が
（Let nobody blam

e him
, his scorn I approve

）」
と
オ

セ
ロ
ウ
を
咎
め
な
い
。
デ
ズ
デ
モ
ー
ナ
が
言
う
「
彼
の
仕
打
ち
」
と
は
直
前
の
第
四
幕
第
二
場
で
オ
セ
ロ
ウ
が
公
衆
の
面
前
で
自
分
を

「
売
女
（strum

pet

）」（4.2.88

）
と
か
「
浮
気
女
（w

hore

）」（4.2.91

）
と
罵
っ
た
場
面
を
指
し
て
い
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
女
性

を
断
罪
す
る
元
歌
の
サ
ビ
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
、「
悪
い
の
は
す
べ
て
私
」
と
夫
を
庇
い
だ
て
す
る
歌
詞
へ
と
変
え
て
い
た
。
そ
れ
も
デ

ズ
デ
モ
ー
ナ
に
露
骨
な
シ
グ
ナ
ル
と
な
る
台
詞
「
い
や
、
こ
の
歌
、
そ
う
じ
ゃ
な
っ
た
わ
よ
ね
（N

ay, that ’s not next

）」
を
呟
か
せ
、

今
歌
わ
れ
て
い
る
「
柳
の
歌
」
に
デ
ズ
デ
モ
ー
ナ
自
身
の
ア
レ
ン
ジ
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
観
客
に
知
ら
せ
る
。

　

デ
ズ
デ
モ
ー
ナ
の
「
柳
の
唄
」
替
え
歌
は
彼
女
の
悲
劇
的
な
誤
解
、
す
な
わ
ち
夫
が
自
分
の
こ
と
を
（
キ
ャ
シ
オ
と
の
特
定
の
関
係
で

は
な
く
）
不
特
定
多
数
の
男
性
と
関
係
を
結
ぶ
女
だ
と
思
っ
て
い
る
と
誤
解
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
│
「
他
の
女
た
ち
を
口
説
く

か
ら
、
お
前
も
た
く
さ
ん
男
と
寝
な
」。
デ
ズ
デ
モ
ー
ナ
版
の
「
柳
の
唄
」
が
そ
の
時
点
で
の
彼
女
の
不
安
を
投
影
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

彼
女
の
頭
の
中
に
浮
か
ん
で
い
る
不
安
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
夫
が
自
分
の
身
持
ち
の
悪
さ
を
誤
解
し
て
い
る
ら
し
い
け
れ
ど
、
す
べ

て
「
悪
い
の
は
私
」、
私
が
我
慢
す
れ
ば
す
べ
て
丸
く
収
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
き
っ
と
夫
は
「
た
く
さ
ん
の
男
と
寝
な
」
と
最
後
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二
〇
二

通
告
し
て
く
る
わ
、
そ
の
時
は
私
も
バ
ー
バ
リ
ー
と
同
じ
く
「
柳
の
歌
」
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
こ
の
世
と
お
別
れ
し
そ
う
。
オ
セ
ロ
ウ
が

妻
の
行
動
に
つ
い
て
誤
解
し
て
い
る
一
方
で
、
実
は
デ
ズ
デ
モ
ー
ナ
も
オ
セ
ロ
ウ
に
劣
ら
ず
致
命
的
な
誤
解
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
シ

ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
観
客
に
と
っ
て
『
オ
セ
ロ
ウ
』
と
は
夫
の
一
方
的
な
誤
解
が
生
み
出
す
悲
劇
で
は
な
い
。
相
思
相
愛
の
夫
と
妻
が

そ
れ
ぞ
れ
相
手
に
対
し
て
致
命
的
な
誤
解
を
し
あ
い
、
そ
の
す
れ
違
い
が
最
悪
の
結
末
を
引
き
起
こ
す
痛
ま
し
い
悲
劇
だ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。

三
．
浮
浪
者
の
小
唄

　

ア
ー
デ
ン
版
『
冬
物
語
』
第
二
版
の
編
者
Ｊ
・
Ｈ
・
Ｐ
・
パ
フ
ォ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
オ
ー
ト
リ
カ
ス
が
第
四
幕
第
三
場
の
最
初
に
歌
う

小
唄
は
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
自
然
抒
情
詩
で
は
な
く
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
素
朴
さ
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
す
る
ジ
ェ
イ
ム
ズ
朝
の
技
巧
的
産
物

で
あ
る
」（Pafford 173

）。
た
し
か
に
一
見
す
る
と
春
の
訪
れ
が
刺
激
す
る
生
命
の
高
揚
感
を
抒
情
的
に
歌
っ
た
曲
の
よ
う
に
思
え
る

が
、
歌
詞
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
か
ら
不
思
議
な
表
現
や
語
句
が
聞
こ
え
て
く
る
。

　
　

オ
ー
ト
リ
カ
ス　
（
歌
う
）

 
 

 

ラ
ッ
パ
ズ
イ
セ
ン
が
地
面
か
ら
顔
を
出
せ
ば
、

 
 

 

　

ハ
イ
、
ホ
ー
、
浮
浪
者
娘
っ
子
も
谷
間
に
姿
現
わ
す
、

 
 

 

ほ
ら
よ
、
あ
り
が
た
い
季
節
の
ご
到
来
だ
、

 
 

 

　

冬
の
白
い
ほ
っ
ぺ
に
赤
い
血
潮
が
よ
み
が
え
る
。



シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
小
唄
の
特
性
と
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
（
中
野
） 

二
〇
三

 
 

 

生
垣
に
吊
る
さ
れ
た
真
っ
白
リ
ネ
ン
の
洗
濯
物
、

 
 

 

　

ハ
イ
、
ホ
ー
、
元
気
な
小
鳥
が
歌
い
だ
す
、

 
 

 

い
っ
ち
ょ
う
や
ろ
う
か
、
俺
の
気
分
も
盛
り
上
が
り
、

 
 

 

　

戦
利
品
で
一
杯
や
れ
ば
、
気
分
は
王
様
に
早
変
わ
り
。

 
 

 
ヒ
バ
リ
が
ピ
ー
ピ
ー
、
ヒ
ー
ヒ
ー
さ
え
ず
れ
ば

 
 

 
　

ハ
イ
、
ホ
ー
、
ツ
グ
ミ
も
カ
ケ
ス
も
歌
っ
て
く
れ
る
、

 
 

 

ア
ー
、
ア
ー
、
夏
の
唄
、
俺
と
ね
え
ち
ゃ
ん
た
ち
も
歌
う
よ
、

 
 

 

　

俺
た
ち
、
干
し
草
小
屋
で
ま
た
が
り
合
い
な
が
ら
。

　
　

A
utolycus 

（Sings

）

 
 

 
W

hen daffodils begin to peer

 
 

 

　

W
ith hey, the doxy over the dale,

 
 

 
W

hy then com
es in the sw

eet o `the year,

 
 

 

　

For the red blood reigns in the w
inter ’s pale.

 
 

 
T
he w

hite sheet bleaching on the hedge,

 
 

 

　

W
ith hey, the sw

eet birds, O
, how

 they sing!
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二
〇
四

 

　
　
　
　
　
　

D
oth set m

y pugging tooth an edge.

 
　
　
　
　
　
　
　

For a quart of ale is a dish for a king.

 

　
　
　
　
　
　

T
he lark, that tirra-lirra chants,

 

　
　
　
　
　
　
　

W
ith hey, the thrush and the jay,

 

　
　
　
　
　
　

A
re sum

m
er songs for m

e and m
y aunts,

 

　
　
　
　
　
　
　

W
hile w

e lie tum
bling in the hay.

 

（The W
inter ’s Tale, 4.3.1

─12

）

三
月
に
入
る
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
冷
た
く
乾
い
た
大
地
か
ら
、
春
の
到
来
を
体
感
さ
せ
て
く
れ
る
ラ
ッ
パ
ズ
イ
セ
ン
が
「
顔
を
の
ぞ
か
せ

る
」。
と
同
時
に
、
オ
ー
ト
リ
カ
ス
の
小
唄
で
は
春
が
始
ま
る
と
「
浮
浪
者
娘
（doxy

）」
も
谷
間
に
姿
を
現
す
ら
し
い
。
そ
れ
に
し
て

も
ど
う
し
て
「
浮
浪
者
娘
」
が
こ
の
季
節
の
「
谷
間
」
に
出
現
す
る
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
の
因
果
関
係
が
関
心
を
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
ら
し

く
、
今
日
入
手
で
き
る
ど
の
編
集
版
テ
ク
ス
ト
で
も
こ
の
箇
所
に
注
釈
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
に
は
日
本
の
江
戸
時
代
の
「
無
宿
者
」
に
対
応
す
る
「
浮
浪
者
（vagabond/

rogue/sturdy beggar

）」
と
呼
ば
れ
た
被
差
別
集
団
が
存
在
し
て
い
た
（
中
野2013, 157

─62

）。
浮
浪
者
は
一
四
九
五
年
に
浮
浪
取

締
ま
り
法
が
制
定
さ
れ
て
か
ら
制
度
的
に
存
在
す
る
よ
う
に
な
り
、
十
六
世
紀
半
ば
か
ら
浮
浪
者
の
ス
ト
ッ
ク
・
イ
メ
ー
ジ
が
発
展
す
る
。

『
ホ
リ
ン
シ
ェ
ッ
ド
年
代
記
』
の
巻
頭
に
収
録
さ
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ハ
リ
ソ
ン
の
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
描
写
」（
一
五
七
七
年
）
は
同
時

代
の
浮
浪
者
に
対
す
る
偏
見
を
簡
潔
に
表
現
し
て
く
れ
る
。
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二
〇
五

〔
貧
困
者
の
〕
三
番
目
は
無
益
な
貧
民
で
あ
り
、
王
国
を
食
い
潰
す
輩
、
王
国
中
を
浮
遊
す
る
浮
浪
者
（
職
を
探
す
が
、
見
つ
か
ら

な
い
者
た
ち
）、
そ
し
て
引
き
離
す
の
が
難
し
く
、
二
人
一
緒
に
王
国
を
彷
徨
い
ま
わ
り
、
夏
に
は
灼
熱
を
避
け
る
た
め
主
に
平
地

に
と
ど
ま
り
、
冬
に
は
寒
風
を
避
け
る
た
め
森
林
地
域
に
い
る
浮
浪
者
と
そ
の
愛
人
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

…the third
﹇of the three poor sorts

﹈consisteth of thriftless poor, as the rioter that hath consum
ed all, 

the vagabond that w
ill abide now

here but runneth up and dow
n from

 place to place

（as it w
ere seeking 

w
ork and finding none

）, and finally, the rogue and strum
pet, w

hich are not possible to be divided in sun-

der but run to and fro over all the realm
, chiefly keeping the cham

paign soils in sum
m
er to avoid the 

scorching heat, and the w
oodland grounds in w

inter to eschew
 the blustering w

inds.

 

（H
arrison, 180

─81

）

ハ
リ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
浮
浪
者
は
就
労
す
る
こ
と
な
く
住
所
不
定
で
王
国
中
を
移
動
す
る
。
な
か
に
は
カ
ッ
プ
ル
の
浮
浪
者
が
い
て
夏
季

は
村
や
町
に
出
現
す
る
が
、
冬
季
は
姿
を
消
し
て
生
垣
や
森
林
で
寒
さ
と
雨
露
を
し
の
ぐ
。
オ
ー
ト
リ
カ
ス
が
歌
う
春
の
賛
歌
第
一
ス
タ

ン
ザ
で
は
、
ラ
ッ
パ
ズ
イ
セ
ン
が
芽
を
出
し
始
め
る
新
春
に
浮
浪
者
た
ち
が
森
か
ら
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
這
い
出
て
き
て
、
浮
浪
者
な
ら
で
は
の

生
業
に
励
む
こ
と
に
な
る
。「
浮
浪
者
娘
（doxy

）」
と
は
浮
浪
者
の
隠
語
で
あ
り
、
ト
マ
ス
・
ハ
ー
マ
ン
の
『
浮
浪
者
へ
の
警
告
』（
一

五
六
六
年
）
に
従
え
ば
親
玉
に
犯
さ
れ
た
後
「
浮
浪
者
な
ら
誰
に
で
も
体
を
許
す
（com

m
on and indifferent for any that w

ill 

use her

）」
女
性
で
あ
る
（H

arm
an 105

）。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
場
合
で
も
「
浮
浪
者
」
像
か
ら
生
ま
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
喜

劇
登
場
人
物
は
、
サ
ー
・
ト
ー
ビ
ー
や
フ
ォ
ル
ス
タ
ッ
フ
の
よ
う
に
愛
人
に
似
た
女
性
（
ク
イ
ッ
ク
リ
ー
と
マ
ラ
イ
ア
）
と
と
も
に
現
れ



シ
ェ
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二
〇
六

る
。『
じ
ゃ
じ
ゃ
馬
馴
ら
し
』
の
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ス
ラ
イ
は
孤
独
な
熟
年
浮
浪
者
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
こ
の
登
場
人
物
に
も
女
性
好

き
の
特
性
は
健
在
で
あ
る
（The Tam

ing of the Shrew
 Induction 2. 110

）。

　

オ
ー
ト
リ
カ
ス
の
小
唄
は
現
実
世
界
の
浮
浪
者
と
は
別
個
に
、
活
字
文
化
の
中
で
独
特
な
進
化
を
見
せ
る
「
浮
浪
者
」
像
の
要
約
で
あ

る
。
浮
浪
者
は
窃
盗
や
詐
欺
で
生
計
を
立
て
る
が
、
庭
先
な
ど
に
干
し
て
あ
る
リ
ネ
ン
が
浮
浪
者
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
お
け
る
典
型
的
な
獲

物
で
あ
り
、
洗
濯
物
泥
棒
こ
そ
浮
浪
者
の
代
名
詞
的
特
性
と
言
っ
て
い
い
（A

w
deley 57; H

arm
an 62; G

reene 174

）。
第
二
ス
タ

ン
ザ
は
浮
浪
者
が
「
生
垣
に
吊
る
さ
れ
た
真
っ
白
リ
ネ
ン
の
洗
濯
物
」
を
見
れ
ば
条
件
反
射
的
に
手
が
出
て
、
数
時
間
後
に
は
獲
物
が

「
ビ
ー
ル
一
杯
」
に
変
身
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
後
の
第
三
ス
タ
ン
ザ
は
浮
浪
者
の
間
で
は
「
俺
と
ね
え
ち
ゃ
ん
た
ち
」
の
よ
う

な
組
み
合
わ
せ
が
普
通
で
あ
り
、
性
の
営
み
も
場
所
と
時
間
に
お
構
い
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
を
牧
歌
的
に
表
現
し
て
い
る
。
ア
ー
デ
ン
版

第
二
版
の
編
者
に
と
っ
て
「
ラ
ッ
パ
ズ
イ
セ
ン
の
唄
」
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
朝
の
知
的
な
綺
想
詩
に
見
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
小
唄

の
世
界
は
ま
さ
し
く
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社
会
が
生
み
出
し
た
浮
浪
者
神
話
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　

浮
浪
者
と
は
王
国
内
で
持
続
的
な
生
活
基
盤
を
持
た
な
い
者
で
あ
り
、
一
五
四
八
年
の
浮
浪
取
締
法
の
定
義
に
従
え
ば
「
健
常
で
あ
り

な
が
ら
住
所
不
定
で
、
仕
事
を
求
め
な
い
か
、
も
し
く
は
雇
用
期
間
内
に
離
職
し
た
も
の
は
浮
浪
者
と
見
な
さ
れ
る
（Every Person, 

not im
potent, &

c. loitering or w
andering, and not seeking W

ork, or leaving it w
hen engaged, shall be consid-

ered as a V
agabond

）（The Statute of the R
ealm

, 1 Edw
.V

I. c.3

）。
無
職
無
収
入
、
住
所
不
定
が
典
型
的
な
浮
浪
者
の
イ
メ

ー
ジ
で
あ
り
、
オ
ー
ト
リ
カ
ス
が
小
唄
を
歌
い
終
え
て
か
ら
最
初
に
言
及
す
る
の
が
「
失
職
」
状
態
で
あ
る
。
彼
が
続
け
て
歌
う
小
唄
は

無
職
の
好
色
浮
浪
者
に
は
前
科
が
あ
り
、
今
は
放
浪
し
な
が
ら
盗
っ
人
稼
業
に
精
を
出
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。

オ
ー
ト
リ
カ
ス 

 

俺
は
フ
ロ
リ
ゼ
ル
様
に
お
仕
え
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
だ
、
い
い
時
は
ビ
ロ
ー
ド
を
着
て
い
た
が
、
今
は
お
役
御
免
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で
失
業
だ
。

 
 

（
歌
う
）

 
 

 

泣
い
て
ど
う
な
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
、
お
ね
え
ち
ゃ
ん
、

 
 

 

　
　

夜
に
な
り
ゃ
出
て
く
る
、
明
る
い
お
月
さ
ん
、

 
 

 

月
夜
を
あ
ち
こ
ち
う
ろ
つ
き
ま
わ
っ
て
み
れ
ば
、

 
 

 

　
　

か
な
ら
ず
見
つ
か
る
正
し
い
獲
物
。。

 
 

 
鋳
掛
屋
が
お
上
の
お
許
し
い
た
だ
き
、

 
 

 

　
　

豚
革
の
商
売
袋
を
背
負
っ
て
ド
サ
回
り
、

 
 

 

な
ら
ば
俺
も
素
性
を
明
か
し
て
や
る
ぜ
、

 
 

 

　
　

足
枷
は
め
ら
れ
て
そ
れ
が
分
か
る
。

 
 

 

俺
は
洗
濯
物
の
リ
ネ
ン
で
生
き
て
い
く
、
ト
ン
ビ
も
巣
づ
く
り
す
る
時
は
端
き
れ
を
失
敬
す
る
じ
ゃ
な
い
か
。
親

爺
は
ヘ
ル
メ
ス
様
の
運
気
の
下
で
生
ま
れ
た
か
ら
、
俺
に
オ
ー
ト
リ
カ
ス
と
い
う
名
前
を
付
け
て
く
れ
た
。
今
じ

ゃ
俺
も
ヘ
ル
メ
ス
様
と
同
じ
く
立
派
な
泥
棒
だ
。
博
打
と
ね
え
ち
ゃ
ん
で
こ
の
一
張
羅
を
手
に
入
れ
、
他
人
様
を

騙
し
て
お
ま
ん
ま
食
っ
て
い
る
ん
だ
。

 
 

 I have served Prince Florizel, and in m
y tim

e w
ore three-pile, but now

 I am
 out of service.

 
 

（Sings

）
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B
ut shall I go m

ourn for that, m
y dear?

 
 

 

　
　

T
he pale m

oon shines by night:

 
 

 
A
nd w

hen I w
ander here and there,

 
 

 

　
　

I then do m
ost go right.

 
 

 
If tinkers m

ay have leave to live,

 
 

 
　
　

A
nd bear the saw

-skin budget,

 
 

 
T
hen m

y account I w
ell m

ay give,

 
 

 

　
　

A
nd in the stocks avouch it.

 
 

 M
y traffic is sheets; w

hen the kite builds, look to lesser linen. M
y father nam

ed m
e A

utoly-

cus; w
ho, being as I am

, littered under M
ercury, w

as likew
ise a snapper-up of unconsidered 

trifles. W
ith die and drab I purchased this caparison, and m

y revenue is the silly cheat.

 
 

H
ave you no w

it, m
anners nor honesty but to gabble like tinkers at this tim

e of night?

 

（The W
inter ’s Tale, 4.3.13

─28

）

オ
ー
ト
リ
カ
ス
の
小
唄
の
第
二
ス
タ
ン
ザ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
鋳
掛
屋
」
と
は
、
一
五
五
三
年
の
議
会
制
定
法
で
行
商
人
と
と
も
に
潜

在
的
な
浮
浪
者
と
認
定
さ
れ
た
職
種
で
あ
る
。
浮
浪
者
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
お
い
て
も
、「
酔
っ
ぱ
ら
い
の
鋳
掛
屋
（A

 D
runken T

in-
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九

ker

）」
は
住
所
不
定
の
ド
サ
回
り
、
詐
欺
師
・
窃
盗
犯
の
裏
稼
業
、
女
好
き
、
酒
場
等
で
の
馬
鹿
騒
ぎ
な
ど
浮
浪
者
の
特
性
を
網
羅
的

に
兼
ね
備
え
、『
十
二
夜
』
で
の
マ
ル
ヴ
ォ
│
リ
オ
の
表
現
か
ら
す
る
と
浮
浪
者
の
代
名
詞
と
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
│
「
皆
様
、
こ
ん

な
夜
更
け
に
鋳
掛
屋
の
よ
う
に
騒
ぐ
と
は
、
正
気
も
礼
儀
も
分
別
も
失
く
さ
れ
た
か?

（H
ave you no w

it, m
anners nor honesty 

but to gabble like tinkers at this tim
e of night?

）」（Tw
elfth N

ight, 2.3.66

─69

）。「
大
衆
芸
人
（com

m
on players

）」

と
同
じ
く
、
鋳
掛
屋
の
地
方
巡
業
に
は
浮
浪
取
締
法
に
よ
る
ラ
イ
セ
ン
ス
が
必
要
と
な
り
、
第
二
ス
タ
ン
ザ
の
前
半
は
そ
の
事
情
に
言
及

し
た
も
の
で
あ
る
。
後
半
部
は
オ
ー
ト
リ
カ
ス
に
は
「
俺
の
素
性
」、
す
な
わ
ち
行
商
人
と
い
う
表
稼
業
と
窃
盗
犯
と
い
う
裏
稼
業
が
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
『
冬
物
語
』
は
人
間
関
係
の
崩
壊
と
そ
の
劇
的
な
修
復
を
主
題
と
し
て
い
る
。
こ
の
劇
で
は
親
友
同
士
の
シ
チ
リ
ア
王
と
ボ
ヘ
ミ
ア
王

が
前
者
の
故
な
い
嫉
妬
に
よ
っ
て
不
和
に
な
り
、
さ
ら
に
前
半
部
で
は
シ
チ
リ
ア
王
の
家
族
崩
壊
、
後
半
部
で
は
ボ
ヘ
ミ
ア
王
の
家
族
崩

壊
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
間
関
係
の
断
絶
を
通
じ
て
、
本
来
や
ん
ご
と
な
い
身
分
の
者
た
ち
が
次
々
に
社
会
の
最
底
辺
の
さ
ら

に
外
側
へ
と
転
落
し
て
い
く
。
パ
ー
デ
ィ
タ
は
も
と
も
と
王
女
の
生
ま
れ
で
あ
り
な
が
ら
、
父
親
の
妄
想
に
よ
っ
て
捨
て
子
と
な
っ
て
、

劇
中
で
は
農
夫
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
て
い
る
。
一
方
の
ボ
ヘ
ミ
ア
皇
太
子
フ
ロ
リ
ゼ
ル
は
親
の
了
解
な
し
に
婚
約
し
た
た
め
に
、
ボ
ヘ
ミ

ア
王
か
ら
相
続
権
剝
奪
を
宣
告
さ
れ
て
い
る
。
父
親
の
横
暴
で
妻
や
子
供
た
ち
が
社
会
の
頂
点
か
ら
根
無
し
草
の
身
分
へ
墜
ち
て
い
く
の

が
こ
の
劇
の
特
色
で
あ
る
が
、
オ
ー
ト
リ
カ
ス
の
小
唄
に
は
社
会
の
根
無
し
草
で
も
た
く
ま
し
く
生
き
て
い
け
る
と
い
う
コ
ミ
カ
ル
で
ポ

ジ
テ
ィ
ヴ
な
イ
メ
ー
ジ
が
横
溢
し
て
い
る
。
何
ら
か
の
事
情
で
社
会
関
係
か
ら
脱
落
し
た
も
の
に
対
し
て
十
六
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
社

会
は
相
反
す
る
二
通
り
の
イ
メ
ー
ジ
、
す
な
わ
ち
同
情
的
で
好
意
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
嫌
悪
に
満
ち
た
批
判
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
発
展
さ
せ
て

お
り
（
中
野2014, 86

─87

）。
オ
ー
ト
リ
カ
ス
の
小
唄
は
前
者
に
属
す
る
。
奈
落
の
側
に
墜
ち
て
も
、「
泣
い
て
ど
う
な
る
も
の
じ
ゃ
な

い
」
│
堅
気
に
対
し
て
毎
日
太
陽
が
昇
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
、
裏
街
道
の
日
陰
者
に
も
夜
に
な
れ
ば
「
明
る
い
お
月
さ
ん
」
が
上
が
っ
て
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く
れ
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
小
唄
は
劇
世
界
の
テ
ー
マ
を
奏
で
る
Ｂ
Ｇ
Ｍ
だ
っ
た
。

四
．
結
び

　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
テ
ク
ス
ト
を
文
学
研
究
の
対
象
と
す
れ
ば
ど
う
し
て
も
文
字
情
報
だ
け
を
対
象
と
し
が
ち
で
あ
り
。
舞
台
上
演
を

強
調
す
る
立
場
で
は
役
者
の
肉
体
性
や
朗
誦
法
、
演
技
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
。
た
だ
し
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
テ
ク
ス
ト
に
は
従
来
の

研
究
で
は
著
し
く
無
視
さ
れ
て
き
た
小
唄
や
ダ
ン
ス
も
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
と
は
本
来
的
に
同
時
代
の
娯
楽
文
化

が
生
み
出
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
産
物
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
は
Ｂ
Ｇ
Ｍ
と
い
う
明
ら
か
に
聴
覚
的
要
素
を
内
在
さ
せ
て
い
て
、

同
時
代
の
観
客
た
ち
が
抱
く
不
安
や
今
日
、
欲
望
、
願
望
を
奏
で
て
い
た
の
で
あ
る
。、
テ
ク
ス
ト
分
析
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
理
解
で
き

な
か
っ
た
こ
と
も
、
あ
る
い
は
劇
作
品
の
中
心
的
テ
ー
マ
さ
え
も
小
唄
を
接
線
に
と
っ
て
み
る
と
明
確
に
見
え
て
く
る
可
能
性
は
大
い
に

あ
る
の
で
あ
る
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
引
用
は
す
べ
て
Ｒ
Ｓ
Ｃ
全
集
版
（2007

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.

﹇
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
・
基
盤
研
究
Ｃ
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
小
唄
│
テ
ク
ス
ト
に
埋
め
込
ま
れ
た
聴
覚
的
連
想
イ
メ
ー
ジ
コ

ー
ド
」（
研
究
代
表
者
・
中
野
春
夫
／
課
題
番
号17K

02514

／
研
究
期
間H

29
─H32

）
及
び
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
・
基
盤
研
究
Ｃ
「
十
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26370290

／
研
究
期
間H

26

─
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二
一
一

H
28

）
の
助
成
を
受
け
た
成
果
で
あ
る
。
ま
た
本
論
文
の
第
二
節
は
日
本
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
協
会
・
日
本
英
文
学
会
共
催
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
祭
没
後
四
〇
〇
周
年
講
演
「
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
の
小
唄
│
四
百
年
前
の
艶
歌
、
怨
歌
、
哀
歌
」（
二
〇
一
六
年
四
月
二
十
三
日
、
慶

應
義
塾
大
学
）
の
前
半
部
に
基
づ
い
て
い
る
﹈
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