
パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ン
（
三
）�

一
一
五

パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ン
（
三
）

北　
　
　
　
　

彰

Ⅲ　

戦
争
の
深
い
傷
跡

【
遺
書
と
し
て
の
詩
】

前
章
（
パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ン
（
二
）、『
中
央
大
学
人
文
研
紀
要
』
第
八
五
号
、
二
〇
一
六
年
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ツ
ェ
ラ
ン
は
結
果

的
に
「
生
き
延
び
る
」
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
彼
自
身
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
覚
悟
し
た
時
期
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
二
年
六
月
末
に
両
親
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
奥
深
く
ト
ラ
ン
ス
ニ
ス
ト
リ
ア
地
方
に
強
制
移
送
さ
れ
た
後
、
ツ
ェ
ラ
ン
は
七
月
か
ら
一

九
四
四
年
二
月
ま
で
ル
ー
マ
ニ
ア
国
内
の
強
制
労
働
収
容
所
三
カ
所
ほ
ど
を
移
り
歩
く
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
時
期
彼
は
死
を
覚
悟
し
な
が
ら
労
働
に
従
事
し
、
ま
た
詩
作
を
続
け
て
い
た
。
そ
の
詩
を
恋
人
ル
ー
ト
に
宛
て
て
書
き
送
っ
て
い
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一
一
六

た
の
で
あ
る
。
父
母
の
強
制
移
送
と
い
う
現
実
に
直
面
し
、
ま
た
自
身
死
を
間
近
に
感
じ
な
が
ら
書
か
れ
た
恋
人
宛
の
手
紙
か
ら
は
、
そ

の
よ
う
な
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
若
者
の
激
し
い
情
熱
と
生
命
力
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。愛

し
い
人
、
は
が
き
と
一
緒
に
今
日
、
君
の
二
通
目
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
。
ル
ー
ト
、
ぼ
く
は
ひ
ど
く
幸
せ
だ
。
ぼ
く
の
ル
ー

ト
、
ぼ
く
の
生
は
す
べ
て
君
の
も
の
だ
。
そ
れ
を
受
け
取
っ
て
ほ
し
い
、
ル
ー
ト
。
ス
ミ
レ
が
あ
り
な
が
ら
、
ぼ
く
ら
が
一
緒
に
居

ら
れ
な
い
こ
と
を
悲
し
ま
な
い
で
ほ
し
い
、
愛
し
い
人
よ
。
君
は
、
望
み
さ
え
す
れ
ば
何
千
と
い
う
ス
ミ
レ
の
花
を
存
在
さ
せ
る
こ

と
も
で
き
る
の
だ
し
、
も
し
そ
こ
に
ス
ミ
レ
の
花
が
あ
る
の
な
ら
、
ぼ
く
た
ち
は
そ
こ
で
一
緒
に
居
ら
れ
る
の
だ
。
ス
ミ
レ
ば
か
り

で
は
な
い
、
多
く
の
珍
し
い
花
、
見
知
ら
ぬ
驚
く
よ
う
な
花
、
望
ま
れ
た
見
知
ら
ぬ
花
や
音
楽
、
そ
し
て
ぼ
く
た
ち
の
夢
見
る
よ
う

な
心
も
そ
こ
に
あ
る
の
だ
。

ぼ
く
た
ち
二
人
は
多
く
の
点
で
違
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
ひ
ど
く
似
た
者
同
士
な
の
だ
。
ル
ー
ト
、
ぼ
く
の
無
限
の
憧
憬
を
信
じ

て
ほ
し
い
。
ぼ
く
た
ち
は
感
情
の
僅
か
な
揺
れ
も
互
い
に
感
じ
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
喜
ん
で
い
る
も
の
は
大
体
同
じ
な
の
だ
よ
。

ぼ
く
た
ち
の
夏
を
覚
え
て
い
る
？　

あ
の
最
初
の
陶
酔
を
。
そ
れ
こ
そ
が
、
ぼ
く
た
ち
お
互
い
を
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
し
っ
か
り
と

つ
か
み
、
祝
福
し
て
い
る
同
一
の
運
命
と
い
う
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？　
（
中
略
）
こ
れ
か
ら
の
歳
月
ぼ
く
は
ず
っ
と
君
に

従
い
、
君
が
望
む
限
り
い
つ
も
き
み
の
傍
ら
に
い
る
。
し
ば
し
ば
ひ
ど
く
憂
鬱
に
な
る
ぼ
く
の
心
は
希
望
に
満
ち
て
い
る
。

恋
愛
感
情
は
死
を
意
識
す
る
と
き
最
も
昂
ぶ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
の
例
証
と
も
言
え
よ
う
。

（
1
）
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手
書
き
で
小
さ
な
手
帳
に
二
四
編
の
詩
が
清
書
さ
れ
、
そ
の
手
帳
が
恋
人
ル
ー
ト
の
許
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
実
物
が
マ
ー
ル

バ
ッ
ハ
の
ド
イ
ツ
文
学
資
料
館
に
あ
る
が
、
実
に
き
れ
い
に
丁
寧
に
書
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

【
生
き
延
び
る
希
望
】

そ
の
ツ
ェ
ラ
ン
に
生
き
延
び
る
希
望
が
生
ま
れ
た
。
戦
況
が
変
化
し
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
敗
色
が
濃
厚
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
一

九
四
四
年
二
月
ル
ー
マ
ニ
ア
国
内
の
強
制
労
働
収
容
所
が
閉
鎖
さ
れ
、
ツ
ェ
ラ
ン
も
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
年
、
彼
は
一
九
三
八
年
来
自
分
が
書
い
て
き
た
詩
を
ま
と
め
た
。
章
分
け
し
、
名
前
も
付
し
、
詩
集
と
し
て
の
体
裁
を
も
た
せ
た

の
で
あ
る
。
タ
イ
プ
草
稿
を
ま
と
め
た
詩
に
表
紙
が
つ
け
ら
れ
、
そ
の
表
紙
に
は
『
詩
集
』
と
の
み
書
か
れ
、
書
き
手
の
名
は
記
さ
れ
な

か
っ
た
。

ま
た
一
九
四
三
年
に
強
制
労
働
収
容
所
か
ら
ル
ー
ト
に
贈
っ
た
二
四
編
の
手
書
き
の
詩
と
は
別
に
、
一
九
四
四
年
に
手
帳
に
手
書
き
で

記
し
た
九
七
編
の
詩
を
ル
ー
ト
に
贈
っ
た
。
後
に
ル
ー
ト
は
こ
の
詩
集
を
当
時
ブ
カ
レ
ス
ト
に
住
ん
で
い
た
ブ
ゴ
ヴ
ィ
ー
ナ
出
身
の
有
名

な
詩
人
、
ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
マ
ル
グ
ル
＝
シ
ュ
ペ
ル
バ
ー
の
許
に
持
参
し
、
彼
の
評
価
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ツ
ェ
ラ
ン
は
、
詩
人
と
し
て
世
に
立
つ
こ
と
を
心
中
深
く
定
め
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
状
況
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
医
者
の
道
を
捨
て
徒
手
空
拳
で
「
詩
」
を
書
き
続
け
る
こ
と
を
自
己
の
生
と
す
る

こ
と
を
択
ん
だ
の
で
あ
る
。
加
え
て
そ
こ
に
、
や
が
て
故
郷
を
捨
て
ブ
カ
レ
ス
ト
か
ら
ウ
ィ
ー
ン
を
経
て
パ
リ
を
目
指
す
こ
と
に
な
る

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
ユ
ダ
ヤ
人
の
生
が
重
な
り
あ
う
こ
と
に
な
る
。
ど
こ
の
「
馬
の
骨
」
か
解
ら
ぬ
者
と
し
て
、
人
間
関
係
の
基
盤
も
な
く
、

ま
っ
た
く
孤
独
に
異
郷
の
地
で
生
計
を
立
て
て
い
く
こ
と
、
そ
れ
は
何
と
い
う
厳
し
い
生
活
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
と
し
て
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「
日
本
社
会
」
に
ど
っ
ぷ
り
と
つ
か
っ
て
い
る
筆
者
な
ど
に
は
お
よ
そ
理
解
で
き
ぬ
状
況
で
あ
る
。
し
か
も
母
語
を
使
え
な
い
の
だ
。

さ
て
少
し
先
を
急
ぎ
過
ぎ
た
よ
う
だ
。
一
九
四
四
年
の
ツ
ェ
ラ
ン
に
話
を
も
ど
そ
う
。

ル
ー
ト
は
自
分
に
贈
ら
れ
た
ツ
ェ
ラ
ン
の
詩
の
草
稿
を
大
切
に
手
許
に
保
管
し
、
そ
の
草
稿
を
何
と
四
一
年
後
の
一
九
八
五
年
に
『
詩

集1938- 1944
』
と
し
て
刊
行
す
る
の
で
あ
る
。
ツ
ェ
ラ
ン
が
、
一
九
七
〇
年
に
自
死
し
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ル
ー
ト
以
外
に
も
ツ
ェ
ラ
ン
の
周
り
に
は
ツ
ェ
ラ
ン
の
草
稿
を
大
切
に
保
管
し
て
い
た
人
た
ち
が
い
た
。
こ
れ
も
ま
た
驚
く
べ
き
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
残
さ
れ
た
草
稿
の
中
か
ら
、
生
前
刊
行
さ
れ
た
詩
集
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
詩
を
二
編
選
び
出
し
紹
介
し
た

い
。
後
に
一
九
八
九
年
ヴ
ィ
ー
デ
マ
ン
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
『
初
期
詩
編
』
と
、
二
〇
〇
三
年
刊
行
の
ツ
ェ
ラ
ン
の
歴
史
批
判
版
全
集
で

初
め
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
詩
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
詩
に
も
戦
争
の
影
が
色
濃
く
落
ち
て
い
る
。

一　

一
九
四
四
年
の
草
稿
か
ら

【
三
つ
の
敵
の
進
軍
の
バ
ラ
ー
ド
】

一
九
四
四
年
の
タ
イ
プ
草
稿
に
あ
っ
た
詩
で
あ
る
。

三
つ
の
敵
の
進
軍
の
バ
ラ
ー
ド

赤
い
雲
が
ぼ
く
た
ち
の
手
の
ま
わ
り
を
流
れ
て
い
く
─
─

（
2
）

（
3
）

（
4
）
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同
じ
土
地
か
ら
ぼ
く
た
ち
は
み
な
逃
れ
て
き
た

同
じ
三
つ
の
敵
が
ぼ
く
た
ち
の
土
地
を
荒
ら
し
た
の
だ

邪
悪
な
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
剣
で
。

そ
の
と
き
ぼ
く
た
ち
は
笑
っ
た
、

そ
の
と
き
ぼ
く
た
ち
は
笑
っ
た
、
そ
し
て
別
の
谷
に
逃
げ
込
ん
だ
の
だ
。

何
が
で
き
よ
う
─
─
ぼ
く
た
ち
は
住
ま
い
の
す
べ
て
を
焼
き
払
っ
た
。

お
い
で
、
姉
妹
た
ち
よ
、
お
い
で
。

そ
し
て
ぼ
く
た
ち
の
夜
を
暗
く
し
て
お
く
れ
。

ぼ
く
は
も
の
思
い
に
ふ
け
る
心
を
持
っ
て
い
た
。

ぼ
く
は
荒
々
し
い
心
を
持
っ
て
い
た
。

ぼ
く
の
心
は
な
く
な
っ
た
。

お
い
で
、
姉
妹
た
ち
、
お
い
で
。

そ
し
て
ぼ
く
た
ち
の
夜
を
暗
く
し
て
お
く
れ
。
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一
二
〇

そ
の
と
き
姉
妹
た
ち
が
や
っ
て
き
た
、

そ
の
と
き
姉
妹
た
ち
が
や
っ
て
き
て
火
を
消
す
よ
う
に
と
懇
請
し
た
の
だ
─
─
私
た
ち
の
家
が
み
な
炎
で
焼
き
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う

わ
！
と
言
っ
て
。

そ
の
と
き
ぼ
く
た
ち
は
笑
っ
た
、

そ
の
と
き
ぼ
く
た
ち
は
笑
っ
た
、
そ
し
て
彼
女
ら
の
た
め
に
火
を
消
し
た
の
だ
。

（
と
い
う
の
も
こ
こ
で
吹
く
風
は
、
ぼ
く
た
ち
に
で
な
け
れ
ば
、
い
っ
た
い
誰
に
味
方
す
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
？
）

そ
の
と
き
ぼ
く
た
ち
は
笑
っ
た
、
そ
し
て
火
を
す
べ
て
消
し
去
っ
た
の
だ
。

く
す
ぶ
る
た
い
ま
つ
を
持
ち
な
が
ら
ぼ
く
た
ち
は
空
っ
ぽ
の
永
遠
に
向
か
っ
て
進
ん
で
行
く
。
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m
it� argem

� N
iebelungenschw

ert.

D
a� lachten� w

ir,

da� lachten� w
ir� und� zogen� in� andere� Täler.

W
as� m

achst�:� D
ie� H

ütten� alle� steckten� w
ir� in� B

rand.

K
om

m
t.� Schw

estern,� kom
m

t.

U
nd� schw

ärzet� unsre� N
ächte.

Ich� hatte� ein� sinnendes� H
erz.

Ich� hatte� ein� w
ildes.

Ich� keins.

K
om

m
t,� Schw

estern� kom
m

t.

U
nd� schw

ärzet� unsre� N
ächte.

D
a� kam

en� sie,
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二
二

da� kam
en� sie� und� baten�:� es� frißt� das� Feuer� alle� unsre� H

öfe�!

D
a� lachten� w

ir,

da� lachten� w
ir� und� löschten� ihnen� das� Feuer.

(� D
enn� w

em
,� denn� w

em
� w

ird� noch� W
ind� hier� zuteil�?�)

D
a� lachten� w

ir� und� löschten� ihre� Feuer� alle.

In� die� leere� Ew
igkeit� ziehen� w

ir� m
it� schw

elenden� Fackeln.

こ
の
詩
は
ツ
ェ
ラ
ン
ら
し
か
ら
ぬ
詩
で
あ
る
。
ら
し
か
ら
ぬ
、
と
は
平
明
で
一
読
し
て
ほ
ぼ
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
が
。
ま
た
バ

ラ
ー
ド
と
命
名
さ
れ
て
、
物
語
風
に
詩
が
書
か
れ
て
い
る
の
も
珍
し
い
。

最
初
に
言
わ
れ
て
い
る
三
つ
の
敵
と
は
、
歴
史
的
現
実
に
引
き
寄
せ
て
解
釈
す
る
な
ら
、
ド
イ
ツ
と
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
と
結
ん
だ
ル
ー
マ

ニ
ア
と
、
あ
と
一
つ
は
ソ
連
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？　

ソ
連
も
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
と
東
欧
分
割
を
密
約
し
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
と

同
じ
よ
う
に
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
占
領
し
、
戦
後
最
終
的
に
は
自
国
に
併
合
し
た
の
だ
か
ら
。

「
赤
い
雲
」
は
焼
き
払
わ
れ
た
町
や
村
の
、
そ
の
燃
え
上
が
る
炎
で
赤
く
な
っ
た
雲
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の

剣
」
は
、
ド
イ
ツ
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
英
雄
叙
事
詩
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
を
明

確
に
指
示
す
る
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
詩
で
最
も
読
み
手
の
意
表
を
突
く
の
は
、
自
分
た
ち
の
故
郷
を
荒
ら
し
ま
わ
っ
て
い
る
敵
の
行
為
を
「
笑
い
飛
ば
し
て
い
る
」
バ

（
5
）
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三

ラ
ー
ド
の
歌
い
手
の
態
度
で
あ
る
。「
泣
き
崩
れ
る
」
の
で
は
な
く
「
笑
い
飛
ば
す
」。
逆
説
的
な
反
語
的
な
「
突
っ
張
っ
た
」
精
神
の
、

そ
の
「
突
っ
張
り
」
を
最
大
限
に
発
揮
し
て
見
せ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
「
突
っ
張
り
」
の
一
方
で
は
、
姉
妹
た
ち
、
す
な
わ
ち
こ
の
世
界
を
生
み
出
す
母
性
的
な
も
の
、
生
命
を
象
徴
す
る
も
の
、

若
々
し
い
春
を
も
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
姉
妹
た
ち
に
向
か
っ
て
、「
夜
を
暗
く
せ
よ
」
と
命
じ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
生
命
を

傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
矛
盾
し
た
行
為
を
命
じ
て
い
る
の
だ
。

「
突
っ
張
っ
て
」
見
せ
て
は
い
る
が
、
格
好
を
つ
け
て
見
せ
て
は
い
る
が
、
実
は
こ
の
世
の
現
実
が
「
夜
」
を
一
層
暗
く
す
る
し
か
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
正
確
に
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
夜
」
は
ツ
ェ
ラ
ン
の
、
こ
れ
か
ら
後
の
詩
作
全
体
を
通
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
く
重
要
な
役
割
を
果
た
す
語
と
な
っ
て
い
く
。

「
ぼ
く
」
は
、
か
つ
て
は
熟
考
す
る
心
を
持
っ
て
い
た
。
荒
々
し
い
心
も
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
つ
い
に
は
心
を
な
く
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
心
を
な
く
す
と
は
、
無
感
動
に
な
っ
て
い
く
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
結
果
無
慈
悲
に
も
な
っ
て
い
く
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
。

そ
し
て
最
後
に
、
ぼ
く
た
ち
が
向
か
っ
て
い
く
の
は
ド
イ
ツ
語
原
語
で
い
え
ばleer

、
即
ち
訳
語
を
与
え
て
み
る
な
ら
、「
空
っ
ぽ
」

な
い
し
「
空
虚
」
な
い
し
「
何
も
な
い
」
永
遠
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
空
っ
ぽ
の
、
空
虚
な
、
何
も
な
い
」
永
遠
と
い
う
言

葉
も
印
象
深
い
。
こ
れ
を
「
無
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
。
こ
の
永
遠
が
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
で
の
神
な
い
し
祝

福
と
結
び
つ
い
た
永
遠
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
こ
に
は
神
を
冒
瀆
す
る
響
き
す
ら
こ
だ
ま
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
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【
こ
の
世
か
ら
消
え
た
世
界
の
バ
ラ
ー
ド
】

も
う
一
つ
バ
ラ
ー
ド
を
紹
介
し
よ
う
。
こ
れ
も
ま
た
一
九
四
四
年
の
草
稿
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
世
か
ら
消
え
た
世
界
の
バ
ラ
ー
ド

砂
。
砂
。

幕
屋
の
前
に
、
数
え
き
れ
な
い
幕
屋
の
前
に

月
が
自
分
の
さ
さ
や
き
を
運
ん
で
く
る
。

「
ぼ
く
は
海
だ
。
ぼ
く
は
月
だ
。

ぼ
く
を
中
へ
入
れ
て
お
く
れ
」。

「
夜
」
と
幕
屋
た
ち
は
つ
ぶ
や
く
。

「
夜
こ
そ
が
あ
れ
」
と
。

す
る
と
槍
が
押
し
寄
せ
て
く
る
─
─

「
お
れ
た
ち
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。

し
か
も
朝
の
鋼
の
色
を
し
て
い
る
。
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お
れ
た
ち
に
、
翼
す
べ
て
を

突
き
刺
さ
せ
て
く
れ
」。

そ
の
と
き
動
く
、

そ
の
と
き
不
安
そ
う
に
戦
士
の
手
が
動
く
─
─

「
俺
た
ち
を
こ
そ
神
を
持
た
ぬ
天
使
た
ち
は
良
し
と
し
た
の
だ
─
─

に
も
か
か
わ
ら
ず
見
知
ら
ぬ
者
た
ち
が
こ
こ
で
闇
を
深
く
す
る
と
い
う
の
か
？

俺
た
ち
は
押
し
入
る
ぞ
！
」。

（
け
れ
ど
何
が
、

け
れ
ど
誰
が
、
幕
屋
の
中
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
）

息
を
し
て
い
る
人
間
の
顔
が

明
る
く
輝
い
て
幕
屋
の
前
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
─
─

「
緑
の
雨
の
運
命

そ
れ
が
私
だ
。

そ
し
て
私
は
草
。
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私
は
そ
よ
ぐ
。

幕
屋
の
中
に
そ
よ
ぎ
入
る
の
だ
」。

（
け
れ
ど
何
が
、

け
れ
ど
誰
が
、
幕
屋
の
中
に
い
る
の
だ
ろ
う
？
）

彼
ら
は
み
な
沈
み
込
ん
で
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

砂
は
？

槍
は
？

戦
士
の
手
は
？　

息
を
す
る
人
間
の
顔
は
？

沈
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
、
彼
ら
は
み
な
沈
み
込
ん
で
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

黒
人
た
ち
の
ど
も
り
な
が
ら
喋
る
心
た
ち
が
あ
た
り
を
取
り
囲
み

踊
り
回
り
そ
し
て
幕
屋
の
中
に
押
し
入
っ
た
─
─

影
た
ち
を
彼
ら
は
発
見
し
た
、
影
た
ち

誰
の
者
で
も
な
い
影
た
ち
を
…
…
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心
た
ち
の
輪
舞
は
砕
け
散
っ
て
し
ま
っ
た
。
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er� Sand.
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» Ich� bin� das� M
eer.� Ich� bin� der� M

ond.
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ich� ein.«

» N
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eln� die� Zelte.

» Sei� N
acht.«

D
a� rücken� die� Speere� heran�:

» W
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U
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von� keinem
�...

Zersprangt�� ist� der� Seelenreigen.

不
思
議
な
感
じ
の
す
る
寓
話
風
の
バ
ラ
ー
ド
で
あ
る
。

「
こ
の
世
か
ら
消
え
た
」
と
試
み
に
訳
し
て
み
た
が
、
原
語
の
ド
イ
ツ
語
はerlöschen

の
過
去
分
詞
で
あ
り
、「
火
が
消
え
た
」
と

か
、
火
が
消
え
る
と
い
う
原
義
か
ら
生
命
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
て
い
く
様
を
表
現
し
た
り
、
転
じ
て
会
社
が
「
潰
れ
た
」
り
一
家
が
「
死

に
絶
え
た
」
り
す
る
時
に
も
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
実
世
界
と
は
質
の
異
な
っ
た
別
の
世
界
、
あ
る
い
は
死
後
の
世
界
、
死

の
世
界
が
目
の
前
に
広
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

あ
た
り
一
面
が
砂
の
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
に
無
数
の
幕
屋
が
張
ら
れ
て
い
る
。
砂
漠
、
そ
し
て
砂
漠
の
上
の
幕
屋
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら

は
、
旧
約
聖
書
の
世
界
、
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
歴
史
が
連
想
さ
れ
る
。
こ
の
「
砂
」
は
、
即
座
に
ツ
ェ
ラ
ン
の
他
の
詩
、
例
え
ば
「
骨
壺
か
ら

の
砂
」
を
想
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
砂
は
骨
壺
の
中
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
骨
な
い
し
骨
粉
、
ま
た
遺
体
焼
却
後
残
っ
た
灰
を
連
想
さ
せ

る
。
砂
は
し
た
が
っ
て
人
間
の
比
喩
、
そ
れ
も
数
多
い
人
間
の
比
喩
と
も
な
る
。「
砂
の
民
族
」
は
ユ
ダ
ヤ
民
族
を
指
す
言
葉
で
も
あ
っ

た
。一

方
で
風
化
の
結
果
が
砂
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
時
の
流
れ
、
無
常
を
感
じ
さ
せ
る
。
岩
石
の
粉
末
と
し
て
の
さ
ら
さ
ら
し
た
砂
は
、
時

に
晒
さ
れ
続
け
た
結
果
産
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
乾
い
て
い
る
。
あ
る
い
は
砂
時
計
な
ど
も
連
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。　

月
夜
ら
し
い
。
お
そ
ら
く
空
は
晴
れ
渡
り
、
皓
皓
と
月
が
世
界
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。
そ
の
幕
屋
の
前
に
月
が
自
分
の
さ
さ
や
き
声

（
6
）

（
7
）
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を
運
ん
で
く
る
の
だ
。
自
分
は
海
、
自
分
は
月
、
と
さ
さ
や
く
声
を
。
月
も
海
も
、
自
然
の
基
本
的
な
大
き
な
要
素
で
あ
り
、
文
学
的
に

様
々
な
意
味
合
い
、
ま
た
感
覚
や
感
情
を
込
め
て
使
わ
れ
て
き
た
言
葉
で
あ
る
。
ま
た
月
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
世
界
、
月
の
言
葉
、
そ
れ

ら
の
も
の
は
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
を
想
起
さ
せ
も
す
る
。

と
こ
ろ
が
幕
屋
は
、
そ
う
い
っ
た
さ
さ
や
き
声
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
を
欲
し
て
は
い
な
い
。「
夜
」
こ
そ
が
幕
屋
の
欲
し
て
い
る

も
の
な
の
だ
。
幕
屋
の
欲
し
て
い
る
「
夜
」
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
あ
る

い
は
先
の
詩
「
三
つ
の
敵
の
進
軍
の
バ
ラ
ー
ド
」
で
示
さ
れ
た
、
現
実
世
界
で
今
生
起
し
て
い
る
こ
と
を
直
截
に
表
現
す
る
言
葉
と
し
て

の
「
夜
」
な
の
か
。

こ
こ
に
「
槍
」
が
押
し
寄
せ
て
く
る
の
で
あ
る
。
槍
は
、
現
実
世
界
の
権
力
構
造
を
保
証
す
る
暴
力
を
象
徴
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
。
あ
る
い
は
ツ
ェ
ラ
ン
が
ま
さ
に
い
ま
体
験
し
て
い
る
第
二
次
世
界
大
戦
の
現
実
を
象
徴
す
る
も
の
な
の
か
。

次
の
登
場
人
物
は
「
戦
士
」
で
あ
る
。「
槍
」
と
同
じ
く
中
世
風
の
し
つ
ら
え
を
感
じ
さ
せ
る
。
い
わ
ば
騎
士
と
い
う
べ
き
か
。
一
九

三
八
年
か
ら
一
九
四
四
年
に
か
け
て
書
か
れ
た
詩
の
中
に
「
一
人
の
戦
士
」
と
題
し
た
も
の
が
あ
る
。
詩
人
で
あ
る
自
分
自
身
を
中
世
の

書
き
割
り
の
中
に
置
き
、「
書
く
」
こ
と
を
戦
い
と
し
、「
言
葉
」
を
武
器
と
し
て
生
き
て
い
く
そ
の
覚
悟
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
書
き
記

し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
作
品
で
あ
る
。
そ
の
作
品
に
お
け
る
「
戦
士
」
と
重
ね
合
わ
せ
て
読
ん
で
み
る
な
ら
、
こ
こ
に
登
場
し
た
戦
士

を
詩
人
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
こ
で
注
意
を
引
く
の
は
、
こ
の
戦
士
を
「
良
き
も
の
」「
正
し
き
者
」
と
し
て
認
め
た
の
が
「
神
を
持
た
ぬ
天
使
た
ち
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
は
い
な
い
の
だ
。
し
か
し
「
天
使
」
は
い
る
の
で
あ
る
。「
神
」
は
不
在
だ
が
、
本
来
神
の
使
い
と
さ
れ

る
「
天
使
」
は
な
お
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
す
る
只
中
に
こ
の
「
詩
人
」
は
い
る
。
現
代
の
精
神
史
的
状
況
を
映
し
出
し
て
い
る
表

（
8
）
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現
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
状
況
の
中
に
立
っ
て
い
る
戦
士
は
、
幕
屋
の
求
め
に
よ
っ
て
闇
が
深
ま
る
こ
と
を
許
せ
な
い
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
幕
屋
の
中
に
押
し
入
ろ
う
と
す
る
。
戦
士
の
言
う
「
見
知
ら
ぬ
者
た
ち
」
と
は
、
自
分
た
ち
の
土
地
に
設
営
さ
れ
た
こ
の

幕
屋
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
幕
屋
を
設
営
し
た
見
知
ら
ぬ
よ
そ
者
た
ち
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
異
邦
人
と
し
て
の
「
ユ
ダ
ヤ

民
族
」
の
象
徴
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
が
入
り
込
も
う
と
す
る
幕
屋
、
そ
の
中
に
は
し
か
し
一
体
何
が
あ
る
と
い
う
の
か
、
誰
が
い
る
と
い
う
の
か
、
と
合
間
に
疑

問
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
疑
問
は
、
誰
が
提
示
し
て
い
る
疑
問
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
バ
ラ
ー
ド
の
歌
い
手
か
、
あ
る
い
は
一
段
と
後
ろ
に

退
い
て
立
っ
て
い
る
、
歌
い
手
と
は
別
の
者
な
の
か
。

そ
の
疑
問
が
提
示
さ
れ
た
後
で
、
お
そ
ら
く
戦
士
の
試
み
も
失
敗
し
た
後
で
、
次
に
現
れ
る
の
が
「
息
を
し
て
い
る
」
人
間
の
顔
、
即

ち
生
き
て
い
る
人
間
の
顔
で
あ
る
。
肉
体
の
全
体
で
は
な
い
。
画
家
ル
ド
ン
が
描
く
闇
に
浮
か
ぶ
人
間
の
顔
や
、
眼
が
連
想
さ
れ
る
。

人
間
の
顔
、
す
な
わ
ち
生
命
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
が
、
呼
吸
の
存
在
で
示
さ
れ
て
い
る
。
植
物
も
ま
た
生
命
を
持
つ
者
で
あ
り
、
植
物

の
緑
は
命
の
比
喩
で
も
あ
る
。
そ
の
緑
は
雨
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
草
は
風
に
そ
よ
ぎ
、
そ
よ
ぐ
草
そ
の
も
の
が
風
に
乗
っ
て
幕
屋
の

中
に
入
ろ
う
と
す
る
の
だ
。
生
命
そ
の
も
の
が
入
り
込
も
う
と
す
る
、
と
言
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
し
か
し
ま
た
「
幕
屋
の
中
に
一
体
何
が
、
誰
が
、
い
る
の
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
疑
問
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
の
疑
問
が
い
わ
ば
舞

台
転
換
の
役
割
を
し
て
、
瞬
時
に
舞
台
の
場
が
変
わ
り
、
舞
台
上
に
は
誰
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
？　

ど
こ
へ
消
え
て
し
ま
っ
た
の
か
と
不
思
議
に
思
う
ば
か
り
な
の
だ
。

と
こ
ろ
が
気
が
つ
い
て
み
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
幕
屋
の
周
り
で
は
黒
人
た
ち
の
心
が
、
肉
体
で
は
な
く
心
が
、
幕
屋
を
取
り
囲
み
踊

り
回
っ
て
い
る
の
だ
。「
心
」
で
は
あ
る
が
、
黒
人
の
、
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ど
う
し
て
も
想
像
す
る
の
は
黒
人
の
肉
体
で
あ
り
、
南
方

（
9
）
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の
熱
帯
、
そ
し
て
踊
り
回
る
人
間
た
ち
の
狂
騒
の
、
こ
の
場
へ
の
乱
入
で
あ
る
。

こ
の
心
が
「
吃
っ
て
喋
っ
て
い
る
」
こ
と
も
注
意
を
ひ
く
。
な
ぜ
な
ら
ず
っ
と
後
の
ツ
ェ
ラ
ン
の
詩
の
中
で
は
、
言
葉
が
明
晰
に
発
声

さ
れ
ず
に
、
吃
音
で
あ
っ
た
り
、
単
語
自
体
が
分
解
さ
れ
て
い
く
事
例
が
、
多
く
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
後
期
の
詩
に
通
底
し
て
い
く

表
現
が
早
く
も
現
れ
て
い
る
の
だ
。

幕
屋
の
中
に
何
を
発
見
し
た
の
か
？　

影
だ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
誰
で
も
な
い
者
の
影
な
の
だ
。
だ
か
ら
論
理
的
に
言
う
な
ら
、
存

在
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
論
理
的
矛
盾
で
あ
り
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。「
誰
で
も
な
い
者
の
バ
ラ
」
あ
る
い
は
「
非
在
の
者
の
バ

ラ
」
と
も
訳
さ
れ
る
後
の
ツ
ェ
ラ
ン
の
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
が
す
ぐ
連
想
さ
れ
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
ツ
ェ
ラ
ン
に
と
っ
て
本
質
的
な

も
の
だ
が
、
こ
の
初
期
の
詩
に
既
に
そ
う
い
っ
た
発
想
が
現
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

と
こ
ろ
で
も
し
こ
こ
で
、
ド
イ
ツ
語
原
文keinem

を
、
人
間
0

0

で
は
な
く
中
性
の
物0

と
解
す
る
な
ら
、
訳
語
は
「
誰
の
者
で
も
な
い
」

で
は
な
く
、「
何
の
物0

で
も
な
い
」
と
な
る
。
人
間
の
影
で
は
な
く
、
モ
ノ
0

0

の
影
と
な
る
の
で
あ
る
。「
幕
屋
」
と
い
う
言
葉
か
ら
「
人

間
」
を
連
想
す
る
の
は
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
る
。
し
か
し
も
し
「
人
間
」
で
は
な
く
「
物
」
が
幕
屋
の
内
側
に
存
在
す
る
の
だ
と
し
た

ら
、「
幕
屋
」
そ
れ
自
体
の
存
在
が
、
何
か
異
質
で
抽
象
的
な
も
の
と
な
る
。
幕
屋
と
周
囲
の
世
界
の
異
質
性
が
際
立
っ
て
く
る
だ
ろ

う
。「
何
の
物
で
も
な
い
」
モ
ノ
、
存
在
し
な
い
モ
ノ

0

0

、
そ
の
モ
ノ
0

0

の
影
と
は
何
な
の
か
？　

人
間
が
「
無
」
と
い
う
言
葉
で
名
付
け
る

本
来
は
「
存
在
し
な
い
物
」、
そ
の
「
存
在
し
な
い
モ
ノ
0

0

」
を
名
付
け
る
た
め
に
使
う
し
か
な
い
「
無
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
「
影
」

な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
最
後
に
、
影
た
ち
を
発
見
し
た
心
た
ち
の
踊
り
の
輪
は
、
砕
け
散
り
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

（
10
）

（
11
）
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文
字
通
り
、
タ
イ
ト
ル
通
り
、
こ
の
世
界
か
ら
「
消
え
て
し
ま
う
」
の
だ
。
著
名
な
小
説
の
題
で
は
な
い
が
、「
そ
し
て
誰
も
い
な
く

な
っ
て
」
し
ま
う
。
何
と
も
不
思
議
な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
る
バ
ラ
ー
ド
で
あ
る
。

二　
『
詩
集1938-1944

』

【
一
九
三
八
年
か
ら
一
九
四
四
年
の
間
】

す
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
と
重
複
す
る
部
分
は
あ
る
が
、
こ
の
時
期
ど
の
よ
う
な
状
況
の
中
に
ツ
ェ
ラ
ン
が
投
げ
込
ま
れ
て
い
た
の

か
、
そ
れ
を
理
解
す
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
以
下
少
し
詳
し
く
一
九
三
八
年
か
ら
四
四
年
に
至
る
状
況
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

一
九
三
八
年
一
一
月
、
ツ
ェ
ラ
ン
は
医
学
部
予
備
段
階
の
学
修
を
す
る
た
め
に
、
フ
ラ
ン
ス
南
部
の
ト
ゥ
ー
ル
に
向
か
っ
た
。
そ
の
途

上
、
列
車
で
「
水
晶
の
夜
」
の
ベ
ル
リ
ン
を
通
過
す
る
こ
と
に
な
る
。
冬
に
ブ
ル
ト
ン
や
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
の
読
書
を
通
し
て
フ
ラ
ン
ス
・

シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
触
れ
た
よ
う
だ
。

一
九
三
九
年
夏
休
み
に
故
郷
へ
帰
る
が
、
九
月
か
ら
始
ま
っ
た
第
二
次
世
界
大
戦
の
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
に
戻
れ
な
く
な
り
、
医
者
に
な

る
道
を
捨
て
、
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
大
学
で
フ
ラ
ン
ス
文
学
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。

一
九
四
〇
年
六
月
二
八
日
に
、
独
ソ
不
可
侵
条
約
の
密
約
に
基
づ
き
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
東
欧
の
分
割
に
ド
イ
ツ
と
共
に
乗
り
出
し
た

ソ
連
が
、
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
占
領
す
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
文
献
の
読
書
会
な
ど
に
参
加
し
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
や
ラ
ン
ダ
ウ
ア
ー
に
親

し
ん
で
い
た
ツ
ェ
ラ
ン
は
、
ソ
連
軍
を
目
の
前
に
し
て
感
激
の
あ
ま
り
「
今
や
ぼ
く
は
ト
ロ
ッ
キ
ス
ト
だ
！
」
と
宣
言
し
た
ら
し
い
。

し
か
し
労
働
者
国
家
ソ
連
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
を
苛
酷
に
扱
っ
た
。
思
想
改
造
の
た
め
、
ま
た
ド
イ
ツ
軍
侵
攻
直
前
に
な
る
と
ド
イ
ツ

（
12
）
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軍
と
の
内
通
を
恐
れ
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
と
目
さ
れ
た
市
民
た
ち
数
千
人
を
シ
ベ
リ
ア
に
強
制
移
送
し
た
の
で
あ
る
。
夜
中
で
あ
ろ
う
が

な
ん
で
あ
ろ
う
が
突
然
現
れ
た
兵
士
が
銃
を
突
き
付
け
な
が
ら
、
持
て
る
だ
け
の
荷
物
の
み
を
持
っ
て
一
時
間
後
に
集
結
し
ろ
、
と
命
じ

る
の
で
あ
る
。
実
に
無
慈
悲
か
つ
粗
野
な
処
置
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
結
果
的
に
シ
ベ
リ
ア
移
送
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
直
撃
し
た
。
幸
い

ツ
ェ
ラ
ン
一
家
は
そ
の
処
置
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
。

一
九
四
一
年
七
月
五
日
、
今
度
は
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
と
結
ん
だ
ル
ー
マ
ニ
ア
軍
が
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
侵
入
し
、
翌
七
日
に
は
ユ
ダ
ヤ

人
や
知
識
人
殺
戮
の
任
務
を
帯
び
た
特
別
行
動
部
隊
D
、
ま
た
S
S
な
ど
が
市
内
で
活
動
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
シ
ナ
ゴ
ー
グ
が
放
火

さ
れ
、
何
千
人
も
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
殺
戮
さ
れ
た
と
い
う
。

そ
の
時
ツ
ェ
ラ
ン
は
ど
こ
に
い
た
の
だ
ろ
う
？　

自
宅
内
で
両
親
と
共
に
息
を
ひ
そ
め
て
い
た
の
か
。
容
赦
な
く
振
る
わ
れ
る
恐
る
べ

き
暴
力
が
い
つ
終
わ
る
の
か
予
測
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ひ
ど
い
不
安
に
襲
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
多
民
族
都
市
で
あ
っ
た
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
以
外
の
人
々
は
ど
う
対
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す

る
偏
見
を
こ
の
時
と
ば
か
り
顕
わ
に
し
た
人
、
傍
観
者
と
し
て
の
位
置
を
固
守
し
た
人
、
隠
れ
て
助
け
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
た
人
、
お
そ

ら
く
人
間
集
団
で
あ
る
か
ら
に
は
様
々
な
対
応
が
見
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
人
間
集
団
の
事
に
当
た
っ
て
の
様
々
な
あ
り
か
た
を
見
て
、

ツ
ェ
ラ
ン
が
ど
う
感
じ
考
え
た
か
。

ま
た
そ
も
そ
も
自
分
た
ち
ゲ
ル
マ
ン
民
族
よ
り
も
ユ
ダ
ヤ
人
は
劣
っ
た
人
種
で
あ
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
殺
し
尽
く
す
こ
と
が
こ
の
世
を
改

善
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
信
じ
、
ま
た
「
殺
し
尽
く
す
」
こ
と
を
現
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
目
の
前
の
ド
イ
ツ
人
た
ち
を
見
て
、
ド

イ
ツ
人
や
ド
イ
ツ
文
化
そ
し
て
ま
た
ド
イ
ツ
人
に
と
ど
ま
ら
ず
人
間
と
い
う
も
の
を
ツ
ェ
ラ
ン
は
一
体
ど
う
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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侵
入
時
の
殺
戮
の
後
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
ダ
ビ
デ
の
星
の
着
用
が
義
務
付
け
ら
れ
、
夜
間
外
出
禁
止
令
が
出
さ
れ
る
。
八
月
に
は
一
八
歳

か
ら
五
〇
歳
ま
で
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
強
制
労
働
が
課
さ
れ
、
一
〇
月
に
は
そ
れ
ま
で
ゲ
ッ
ト
ー
を
知
ら
な
か
っ
た
街
に
ゲ
ッ
ト
ー
が
建
設
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
リ
ボ
フ
（
レ
ン
ベ
ル
ク
）
か
ら
黒
海
沿
岸
ま
で
通
じ
る
縦
貫
道
四
号
線
を
建
設
す
る
た
め
に
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
平
原
奥
深
く
に
向
け
て
の
移
送
が
始
ま
る
。

一
九
四
二
年
六
月
末
、
両
親
が
移
送
さ
れ
る
。
こ
の
時
ツ
ェ
ラ
ン
は
両
親
と
行
動
を
共
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
自
分
一

人
だ
け
移
送
の
危
険
が
少
な
い
家
へ
逃
れ
た
の
で
あ
る
。
自
分
一
人
だ
け
が
助
か
っ
た
、
し
か
も
両
親
を
置
き
去
り
に
し
て
、
と
い
う
こ

の
事
実
は
後
に
激
し
く
自
分
を
傷
つ
け
、
責
め
る
鋭
い
刃
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
「
殺
し
た
の
は
自
分
」
と
ま
で
思

い
詰
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

七
月
か
ら
一
九
四
四
年
二
月
ま
で
、
ツ
ェ
ラ
ン
は
強
制
労
働
に
就
く
た
め
ル
ー
マ
ニ
ア
国
内
の
強
制
労
働
収
容
所
三
カ
所
を
移
り
歩

く
。
こ
の
収
容
所
は
強
制
労
働
の
た
め
の
収
容
所
で
あ
り
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
よ
う
な
、
殺
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
絶
滅
収
容
所
で

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
ひ
と
月
に
一
度
は
自
宅
に
戻
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ナ
チ
強
制
収
容
所
と
い
っ
て
も
、
そ
の
在
り

方
が
様
々
だ
っ
た
こ
と
に
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
強
制
労
働
収
容
所
か
ら
ツ
ェ
ラ
ン
は
恋
人
ル
ー
ト
宛
て
に
手
紙
を
書
き
送
り
、
ま
た
詩
を
書
き
続
け
る
の
で
あ
る
。

四
二
年
秋
に
は
父
の
病
死
の
知
ら
せ
を
受
け
取
る
。
冬
に
は
母
が
拳
銃
に
よ
る
う
な
じ
撃
ち
で
殺
さ
れ
た
。
S
S
の
悪
名
高
い
殺
し
方

で
あ
る
。
逃
亡
し
て
き
た
従
兄
弟
の
知
ら
せ
に
よ
っ
て
後
に
ツ
ェ
ラ
ン
は
こ
の
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

一
九
四
四
年
二
月
に
、
ド
イ
ツ
敗
戦
の
兆
し
が
見
え
て
き
た
戦
況
を
受
け
て
、
ツ
ェ
ラ
ン
の
収
容
さ
れ
て
い
た
強
制
労
働
収
容
所
が
閉

鎖
さ
れ
た
。
当
初
祖
父
の
家
で
過
ご
し
て
い
た
彼
は
春
に
は
自
宅
に
戻
っ
て
い
る
。
こ
の
頃
ツ
ェ
ラ
ン
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
す
ば
ら
し
さ
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を
よ
く
口
に
し
、
ま
た
ブ
ー
バ
ー
の
著
作
を
読
み
始
め
た
よ
う
で
あ
る
。

四
月
に
は
ソ
連
軍
が
再
度
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
占
領
し
た
。
以
後
こ
の
町
は
ソ
連
領
と
な
る
。

七
月
初
め
、
兵
役
逃
れ
の
た
め
に
、
精
神
病
院
の
医
療
助
手
と
な
っ
て
い
た
ツ
ェ
ラ
ン
は
、
患
者
を
キ
エ
フ
に
移
送
す
る
際
に
付
き

添
っ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
平
原
を
列
車
で
横
断
し
た
。
父
母
の
殺
さ
れ
た
場
所
近
く
を
列
車
で
通
り
過
ぎ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を

ツ
ェ
ラ
ン
は
深
く
心
に
刻
み
つ
け
、
終
生
忘
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
年
の
う
ち
に
ツ
ェ
ラ
ン
は
九
七
編
の
詩
を
ま
と
め
、
構
成
を
考
え
、
章
立
て
を
し
て
、
詩
集
と
し
て
の
形
を
作
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
『
詩
集1938- 1944
』
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
詩
集
が
表
題
と
す
る
一
九
三
八
年
か
ら
一
九
四
四
年
に
か
け
て
、
い
か
に
様
々
な
こ
と
が
起
こ
り
、
い

か
に
様
々
な
体
験
を
ツ
ェ
ラ
ン
が
し
た
か
が
想
像
で
き
よ
う
。

一
九
三
八
年
か
ら
四
四
年
に
か
け
て
は
、
大
戦
前
の
平
和
な
日
常
の
中
で
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
こ
と
が
現
実
の
も
の
と
な
り
、
非

日
常
的
な
出
来
事
が
日
常
の
も
の
と
な
る
世
界
で
あ
っ
た
。「
現
実
」
が
如
何
様
な
現
実
に
も
な
り
得
る
底
な
し
の
世
界
で
あ
り
、
人
間

も
ま
た
如
何
様
な
振
る
舞
い
で
あ
れ
、
そ
れ
が
で
き
る
生
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
顕
わ
に
し
た
こ
の
世
界
の
中
で
、
ツ
ェ
ラ
ン
は
自
ら
を

定
位
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
詩
は
そ
の
定
位
の
あ
り
さ
ま
を
告
知
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
詩
二
編
を
『
詩
集1938- 1944

』
か
ら
紹

介
し
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
は
共
に
「
深
夜
を
前
に
し
て
」
の
章
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
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【
詩
「
夜
想
曲
」】

夜
想
曲

寝
る
な
。
用
心
し
ろ
。

歌
う
よ
う
な
足
取
り
で
ポ
プ
ラ
た
ち
が

兵
士
た
ち
と
共
に
や
っ
て
く
る
。

池
は
す
べ
て
お
ま
え
の
血
だ
。

池
の
中
で
は
緑
色
の
骸
骨
た
ち
が
踊
っ
て
い
る
。

一
つ
は
雲
を
引
き
ち
ぎ
っ
て
い
る
、
厚
か
ま
し
く
も
─
─

風
雨
に
晒
さ
れ
、
手
足
を
切
断
さ
れ
、
凍
え
な
が
ら
、

お
ま
え
の
夢
は
槍
で
血
を
流
し
て
い
る
。

こ
の
世
界
は
分
娩
中
の
動
物
だ
、

裸
で
こ
の
世
界
に
忍
び
込
ん
で
い
た
動
物
の
。

神
は
そ
の
動
物
の
泣
き
叫
ぶ
声
、
ぼ
く
は
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恐
れ
そ
し
て
凍
え
る
。
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G
ott� ist� sein� H

eulen.� Ich

fürchte� m
ich� und� frier.

デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
か
な
り
激
し
い
形
象
で
埋
ま
っ
て
い
る
。
色
彩
も
強
烈
な
赤
と
緑
。
こ
れ
見
よ
が
し
の
あ
ざ
と
い
も
の
だ
。
表
現

主
義
の
絵
画
を
連
想
さ
せ
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
表
現
主
義
の
詩
と
の
具
体
的
な
関
連
や
、
ド
イ
ツ
歴
史
に
お
け
る
悲
惨
な
現
実
の
象
徴

と
も
な
っ
て
い
る
三
十
年
戦
争
を
表
現
し
た
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
文
学
者
グ
リ
ュ
フ
ィ
ウ
ス
の
作
品
に
繫
が
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
指
摘
も

あ
る
。

タ
イ
ト
ル
の
「
夜
想
曲
」（
ノ
ク
タ
ー
ン
）
は
、
元
来
静
か
な
夜
に
奏
さ
れ
、
瞑
想
に
誘
う
曲
で
あ
る
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
と
、
詩
に
表

現
さ
れ
た
内
容
は
、
は
な
は
だ
し
く
か
け
離
れ
て
い
る
。
イ
ロ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
効
果
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

第
一
連
、
ま
ず
相
手
に
発
せ
ら
れ
る
の
は
警
告
で
あ
る
。
寝
る
な
、
用
心
し
ろ
、
ど
ち
ら
も
差
し
迫
っ
た
警
告
で
あ
る
。
動
く
ポ
プ
ラ

の
イ
メ
ー
ジ
は
シ
ュ
ー
ル
的
と
も
言
え
よ
う
か
。
そ
の
ポ
プ
ラ
は
同
時
に
兵
士
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
そ
し
て
い
く
つ
も

あ
る
池
は
、
そ
の
す
べ
て
が
「
お
ま
え
」
の
真
っ
赤
な
血
な
の
だ
。
戦
争
の
最
前
線
に
お
け
る
兵
士
の
動
き
と
、
戦
闘
の
結
果
と
し
て
の

死
が
ど
ぎ
つ
い
色
彩
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。

第
二
連
、
そ
の
池
の
中
で
は
、
い
く
つ
も
の
緑
色
を
し
た
骸
骨
が
踊
り
を
踊
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
あ
ま
り
に
も
調
子
づ
い
た
せ
い

か
雲
を
引
き
ち
ぎ
っ
て
い
る
の
だ
。
骸
骨
が
巨
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
お
よ
そ
非
現
実
的
な
イ
メ
ー
ジ
、
こ
れ
ま
た

シ
ュ
ー
ル
的
な
も
の
で
あ
る
。
骸
骨
は
人
間
の
死
そ
の
も
の
を
直
截
に
表
現
し
て
お
り
、
ま
た
死
神
、
し
か
も
天
に
届
く
ま
で
の
巨
大
な

死
神
で
あ
り
、
そ
の
死
神
た
ち
の
「
死
の
踊
り
」
で
も
あ
る
。

（
13
）

（
14
）
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池
の
中
で
は
な
く
、
屋
内
で
骸
骨
が
踊
り
、
骸
骨
で
は
な
く
雲
が
骸
骨
を
引
き
さ
ら
う
、
と
も
取
れ
る
が
、
イ
メ
ー
ジ
に
面
白
み
が
欠

け
、
ま
た
こ
の
詩
全
体
の
持
つ
調
子
と
も
ず
れ
る
の
で
、
そ
の
解
釈
は
採
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

そ
し
て
お
前
の
夢
は
槍
に
よ
っ
て
ズ
タ
ズ
タ
に
さ
れ
血
を
流
し
て
い
る
。
夢
そ
の
も
の
は
あ
る
い
は
四
肢
を
切
断
さ
れ
、
凍
え
、
晒
さ

れ
て
雨
風
に
う
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
た
い
ず
れ
も
凄
惨
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
戦
争
の
悲
惨
さ
が
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
グ
ロ
テ
ス
ク
に
表

現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

第
三
連
で
は
、
こ
の
世
界
が
分
娩
中
の
動
物
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
て
い
る
。
戦
争
が
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
た
め
の
や
む
を
得
な
い

陣
痛
の
苦
し
み
な
の
だ
、
と
第
一
次
世
界
大
戦
の
時
に
語
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
世
紀
末
に
こ
の
世
の
行
き
詰
ま
り
を
見
て
、
こ
の
世
の

終
わ
り
の
先
に
、
新
し
い
も
の
が
生
み
出
さ
れ
る
可
能
性
を
、
戦
争
の
悲
惨
の
中
に
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
今
こ
の
第
二
次
世
界
大

戦
の
現
実
の
中
で
も
、
戦
争
の
悲
惨
を
分
娩
の
苦
し
み
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
産
み
落
と
さ
れ
る
新
し
い
命
は
果
た
し
て

明
る
い
希
望
を
託
せ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

ぼ
く
は
、
た
だ
恐
れ
、
凍
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。
お
よ
そ
明
る
い
未
来
を
望
む
こ
と
か
ら
は
程
遠
い
の
が
自
分
の
現
実
で
あ
る
こ
と
が

告
げ
ら
れ
て
い
る
。

神
は
、
こ
の
分
娩
中
の
動
物
の
叫
び
た
て
吠
え
立
て
る
声
な
の
だ
、
と
荒
削
り
で
不
器
用
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
神
」
の
姿

は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
か
ら
は
遠
く
、
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
的
な
神
を
冒
瀆
す
る
響
き
を
湛
え
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ツ
ェ
ラ
ン

の
後
の
詩
に
通
底
す
る
、
瀆
神
論
的
な
見
方
で
あ
る
。

こ
の
詩
は
一
九
四
一
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
年
の
夏
、
ナ
チ
ス
の
特
別
行
動
隊
D
や
親
衛
隊
が
チ
ェ
ル
ノ
ヴ
ィ
ッ

ツ
に
侵
攻
し
、
殺
戮
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
。
そ
れ
と
関
係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
そ
う
な
詩
の
内
容
で
あ
る
。
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彼
の
身
辺
に
起
き
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、「
神
が
存
在
す
る
な
ら
、
な
ぜ
こ
の
悲
惨
を
地
上
に
許
し
て
置
く
の
か
？
」
と
い
う
問
い

が
な
さ
れ
、
瀆
神
論
的
な
見
方
に
繫
が
っ
て
い
く
の
は
自
然
な
成
り
行
き
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

【
詩
「
死
者
た
ち
の
つ
ぶ
や
き
」】

死
者
た
ち
の
つ
ぶ
や
き

我
ら
の
眼
窩
は
明
る
い

蛍
の
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
。

粘
土
、
も
つ
れ
た
髪
と
と
も
に

我
ら
は
こ
の
世
を
作
り
続
け
る
の
だ
。

涙
の
も
た
ら
す
決
ま
り
文
句
─
─
沈
む
が
い
い
！

「
大
地
よ
、
お
ま
え
歌
い
続
け
る
ビ
ロ
ー
ド
よ
！
」

灰
、
そ
し
て
鎖
の
輪
よ
、

我
ら
の
た
め
に
死
者
の
た
め
の
ミ
サ
を
捧
げ
よ
。
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木
の
腕
を
持
っ
た
死
刑
執
行
人
が

塔
の
中
で
我
ら
の
影
の
首
を
は
ね
る
。

下
僕
た
ち
よ
、
あ
あ
下
僕
た
ち
よ
…
哀
れ
み
給
え
、
我
ら
を

虫
よ
。

G
EM
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D
er� H

enker� m
it� hölzernem

� A
rm

köpft� unsre� Schatten� im
� Turm

.

K
nechte,� ach� K

nechte�...� Erbarm

dich,� W
urm

.

死
者
た
ち
の
眼
球
は
す
で
に
喪
失
し
、
眼
窩
は
お
そ
ら
く
剝
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
眼
窩
を
蛍
の
光
が
明
る
く
照
ら

し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
お
そ
ら
く
夜
の
情
景
な
の
だ
。

死
者
の
髪
の
毛
は
地
面
の
泥
と
混
じ
り
合
っ
て
い
る
。
死
者
た
ち
が
転
が
っ
て
い
る
地
べ
た
の
粘
土
と
死
者
た
ち
は
す
で
に
分
か
ち
が

た
く
な
っ
て
い
る
。
粘
土
や
泥
に
ま
み
れ
た
髪
の
毛
を
身
に
ま
と
い
な
が
ら
、
死
者
た
ち
は
こ
の
世
を
作
り
続
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
こ
の
世
を
作
り
続
け
る
」
と
は
、
こ
の
世
の
建
設
に
な
お
死
者
の
位
置
か
ら
関
与
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
連
。
涙
の
決
ま
り
文
句
、「
沈
む
が
い
い
！
」、
そ
し
て
そ
れ
に
続
い
て
差
し
挟
ま
れ
た
句
「
大
地
よ
、
お
ま
え
歌
い
続
け
る
ビ

ロ
ー
ド
よ
！
」
を
ど
う
解
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。「
地
上
に
は
様
々
な
出
来
事
が
生
起
し
、
過
ぎ
去
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
大

地
は
人
間
の
運
命
と
は
無
関
係
に
変
わ
ら
ず
持
続
し
て
い
く
も
の
な
の
だ
、
あ
た
か
も
歌
い
な
が
ら
上
質
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
ビ

ロ
ー
ド
の
よ
う
に
」
と
で
も
解
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、「
永
遠
の
休
息
に
つ
く
た
め
に
死
者
が
横
た
え
ら
れ
る
墓
穴
、
そ
れ
が

大
地
に
掘
ら
れ
、
死
者
は
底
に
高
価
な
も
の
、
例
え
ば
ビ
ロ
ー
ド
な
ど
を
敷
き
詰
め
た
棺
の
中
に
葬
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
横
た
え
ら
れ

る
」
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
難
解
な
部
分
で
あ
る
。

（
15
）
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こ
こ
で
視
線
は
一
転
し
て
、
い
ま
現
実
に
目
の
前
に
残
さ
れ
て
い
る
灰
と
鎖
の
輪
に
注
が
れ
る
。
灰
は
、
粘
土
と
共
に
人
間
の
比
喩
で

あ
る
。
あ
る
い
は
炎
に
よ
っ
て
焼
き
尽
く
さ
れ
た
人
間
の
肉
体
が
残
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
鎖
の
輪
は
、
死
体
の
腐
敗
過

程
が
終
わ
り
、
肉
体
が
消
え
去
っ
た
後
に
、
骨
と
共
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
と
も
そ
れ
は
、
人
間
を
こ
の
地

上
に
つ
な
ぎ
止
め
て
お
く
鎖
の
比
喩
な
の
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
人
間
の
肉
体
で
は
な
く
、
灰
と
鎖
の
輪
が
目
の
前
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
物
た
ち
に
対
し
て
「
自
分
た
ち
死
者
の

た
め
の
ミ
サ
を
捧
げ
よ
」
と
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
に
対
し
て
で
は
な
い
、「
物
」
に
対
し
て
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
人

間
」
を
介
し
て
超
越
的
な
も
の
と
交
渉
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、「
物
」
を
介
し
て
そ
れ
を
な
そ
う
と
し
て
い
る
。
即
物
的
で
苛
酷

な
現
実
を
表
現
し
て
い
る
。

最
終
連
は
一
転
し
て
趣
を
異
に
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
死
刑
執
行
人
が
塔
の
中
で
我
々
の
首
を
は
ね
る
の
だ
が
、
そ
の
首
は
我
々

の
肉
体
そ
の
も
の
の
首
で
は
な
く
、
影
の
首
な
の
だ
。
死
刑
執
行
人
の
腕
が
「
木
の
腕
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
こ
の
連

全
体
の
し
つ
ら
え
は
、「
人
形
芝
居
」
そ
れ
も
影
絵
に
よ
る
影
絵
芝
居
と
取
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
別
世
界
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
別
世
界

の
出
来
事
、
死
の
世
界
の
出
来
事
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
影
絵
芝
居
の
中
の
出
来
事
な
の
だ
が
、
し
か
し
そ
こ
で
演
じ
ら
れ
て
い
る

の
は
死
刑
執
行
人
に
よ
る
斬
首
の
光
景
と
い
う
、
生
々
し
い
現
実
を
表
わ
し
た
も
の
な
の
だ
。
眼
の
前
の
現
実
を
写
し
た
か
の
よ
う
に
見

え
る
前
連
と
質
が
異
な
っ
て
い
る
。
知
的
な
距
離
が
作
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

「
下
僕
た
ち
よ
、
あ
あ
下
僕
た
ち
よ
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
の
は
誰
な
の
か
。
死
刑
執
行
人
の
傍
ら
に
い
て
死
刑
執
行
を
共
に
し

て
い
る
「
下
僕
」
に
対
す
る
呼
び
か
け
な
の
か
。
も
し
原
語K

necht

を
兵
士
と
取
る
の
な
ら
、
灰
や
鎖
を
残
し
て
死
ん
だ
兵
士
が
自
分

に
呼
び
か
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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最
後
の
言
葉
は
通
常
で
あ
る
な
ら
「
神
よ
憐
み
給
え
！
（Erbarm

� dich,� G
ott�!

）」
な
い
し
は
「
主
よ
、
我
ら
を
憐
み
給
え
！
（H

err,�

erbarm
e� dich� unser�!

）」
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
、「
憐
み
給
え
！　

我
ら
を
、
虫
よ�

（Erbarm
� dich,� W

urm
.

）」

と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

即
ち
、
神
は
も
う
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
神
に
代
わ
っ
て
そ
こ
に
い
る
の
は
虫
な
の
だ
。
お
そ
ら
く
は
死
体
に
た
か
っ
て
い
る

虫
、
腐
敗
過
程
が
進
行
し
た
死
体
に
た
か
っ
て
い
る
虫
な
の
で
あ
る
。
い
や
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
争
文
学
が
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
、
瀕
死
の
し
か
し
ま
だ
生
き
て
い
る
人
間
の
肉
体
を
、
虫
は
す
で
に
自
分
の
餌
と
し
始
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
最
後
の
詩
句
、「
虫
よ
、
我
ら
を
憐
み
給
え
！
」
は
、
し
か
し
何
と
い
う
神
に
対
す
る
痛
烈
な
皮
肉
、
あ
る
い
は
弾
劾
で
あ
る
こ

と
か
。「
神
」
に
対
応
す
る
位
置
に
い
る
の
が
何
と
「
虫
」
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
も
ツ
ェ
ラ
ン
の
神
に
対
す
る
絶
望
、
即
ち
、
酷
薄
な
現
実
を
齎
し
て
い
る
神
に
対
す
る
絶
望
と
非
難
が
示
さ
れ
て
い
る
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
神
の
冒
瀆
、
瀆
神
論
的
傾
向
の
現
れ
で
あ
る
。

【
戦
争
か
ら
受
け
た
深
い
傷
跡
】

こ
こ
ま
で
、
一
九
四
四
年
の
タ
イ
プ
草
稿
か
ら
二
編
と
、『
詩
集1938- 1944

』
か
ら
二
編
を
選
ん
で
読
ん
で
き
た
。
改
め
て
強
く
印
象

づ
け
ら
れ
る
の
が
、
ツ
ェ
ラ
ン
に
お
い
て
、
い
か
に
戦
争
の
傷
跡
が
深
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ほ
ど
早
く
す
で
に
初
期

の
詩
か
ら
瀆
神
論
的
傾
向
が
見
え
る
こ
と
は
驚
き
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
次
世
界
大
戦
時
に
お
け
る
ツ
ェ
ラ
ン
の
体
験
を
考
え
る
な
ら
、

な
ぜ
神
が
こ
の
現
実
を
許
す
の
か
問
い
質
さ
ず
に
は
お
れ
な
い
気
持
ち
に
な
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

前
章
「
母
の
死
─
─
〈
生
き
延
び
た
後
に
〉
な
お
生
き
る
こ
と
」
で
、
父
母
の
死
、
と
り
わ
け
母
の
死
に
関
わ
る
詩
を
何
編
か
読
ん
で
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き
た
。
ま
た
父
母
を
家
に
置
い
た
ま
ま
家
か
ら
自
分
一
人
離
れ
、
結
果
的
に
自
分
一
人
だ
け
が
生
き
延
び
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
を
見
て

き
た
。
前
章
で
母
の
死
を
め
ぐ
る
詩
と
し
て
、「
墓
の
近
く
で
」
と
「
黒
い
雪
片
」
を
読
ん
だ
が
、「
墓
の
近
く
で
」
は
『
詩
集1938- 1944

』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
詩
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
詩
「
冬
」
も
ま
た
直
接
母
の
死
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
三
八
年
か
ら

四
四
年
に
か
け
て
ツ
ェ
ラ
ン
が
体
験
し
た
出
来
事
の
中
で
、
ツ
ェ
ラ
ン
に
最
も
深
い
傷
を
与
え
た
の
が
母
の
死
で
あ
る
。

母
は
殺
さ
れ
た
。
し
か
し
若
い
自
分
は
、
生
き
よ
う
と
す
る
若
い
生
命
の
持
つ
力
に
身
を
任
せ
て
、
生
き
延
び
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
母

と
共
に
死
な
な
か
っ
た
の
か
？
「
お
母
さ
ん
、
あ
な
た
と
共
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
雪
の
中
に
沈
み
込
む
の
が
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？
」
と

詩
「
冬
」
の
中
で
ツ
ェ
ラ
ン
は
痛
切
に
記
し
て
い
る
。

そ
の
ツ
ェ
ラ
ン
は
、
自
分
が
生
き
延
び
た
こ
と
を
、
母
の
愛
の
賜
物
と
し
て
受
け
止
め
、
母
の
死
を
齎
し
た
時
代
の
証
言
者
と
な
り
、

詩
人
と
し
て
死
者
を
記
憶
し
な
が
ら
、「
詩
」
と
い
う
「
言
葉
の
織
物
を
織
っ
て
」
生
き
る
こ
と
を
自
ら
の
課
題
と
し
た
よ
う
に
見
え
る
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
出
来
事
が
起
こ
る
こ
と
を
許
し
た
「
神
」
に
対
し
て
問
い
質
す
思
い
も
ま
た
深
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
義

な
る
人
が
な
ぜ
理
不
尽
な
運
命
に
遭
う
の
か
、
そ
れ
を
許
す
神
を
な
お
信
ず
る
の
か
否
か
、
信
仰
を
め
ぐ
る
「
ヨ
ブ
記
」
の
モ
テ
ィ
ー
フ

は
、
古
来
人
間
が
問
題
に
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
う
い
っ
た
現
実
を
許
す
神
な
る
存
在
を
冒
瀆
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
こ

と
、
そ
れ
も
ま
た
以
後
の
ツ
ェ
ラ
ン
を
規
定
す
る
通
奏
低
音
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

人
間
の
悪
が
問
題
と
な
る
。
闇
は
深
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
暗
く
重
く
沈
殿
し
て
い
く
も
の
か
ら
自
由
に
な
れ
ぬ
ツ
ェ
ラ
ン
の
詩
を
読
む

こ
と
は
難
儀
な
こ
と
だ
。
し
か
し
そ
の
暗
さ
重
さ
も
ま
た
人
間
と
い
う
生
き
物
が
不
可
避
的
に
持
た
ざ
る
を
得
ぬ
も
の
で
あ
る
。
ツ
ェ
ラ

ン
の
詩
を
読
む
こ
と
、
そ
れ
は
最
も
奥
深
い
と
こ
ろ
で
人
間
を
受
け
止
め
、
人
間
を
考
え
抜
く
こ
と
に
繫
が
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）
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p� Verlag,� Frankfurt� am
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M

ain,� 1986,� S. 6

に
部
分
的
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
筆
者
が
ド
イ
ツ
文
学
ア
ル
ヒ
ー
フ
（
マ
ー
ル
バ
ッ
ハ
）
に
あ
る
ツ
ェ
ラ
ン
の
草
稿
調

査
を
お
こ
な
い
補
っ
た
。
こ
の
論
稿
に
、
草
稿
の
一
部
を
掲
載
す
る
許
可
を
、Eric� C

elan

の
代
理
人B

adiou

氏
か
ら
得
て
い
る
。
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（
7
）　Paul� C
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elte� W
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d.�

Ⅰ,� Suhrkam
p� Verlag,� Frankfurt� am

� M
ain,� 1978,� S. 56

（
8
）　Paul� C

elan:� G
edichte� 1938- 1944,� a. a. O.� S.� 109

（
9
）　
「
ツ
ェ
ラ
ン
を
読
む
会
」
の
席
上
で
の
保
坂
一
夫
先
生
の
発
言
に
触
発
さ
れ
た
解
釈
で
あ
る
。（
明
治
大
学
研
究
棟
第
五
会
議
室
、2016. 11. 24

）

（
10
）　Paul� C

elan:� G
esam

m
elte� W

erke,� B
d.�

Ⅰ,� a. a. O.� S. 56

（
11
）　

注
（
9
）
と
同
じ
く
、
神
品
芳
夫
先
生
の
発
言
に
触
発
さ
れ
た
解
釈
で
あ
る
。

（
12
）　Paul� C

elan- G
esèle� C

elan� Lestrange:� Zeittafel,� In:� B
riefw

echsel,�� B
d.�

Ⅱ,� Suhrkam
p� Verlag,� Frankfurt� am

� M
ain,� 2001,� S.� 385ff.

　
　

H
ugo� G

old( H
rsg.):� G

eschichte� der� Juden� in� der� B
ukow

ina,� B
d.

Ⅰ,� O
lm

enu� Verlag,� Tel� Aviv,� 1958,� B
d.� 2,� 1962�

の
二
冊
に
よ
る
。

（
13
）　Paul� C

elan:� G
edichte� 1938- 1944,� a. a. O.� S. 54

（
14
）　

バ
ル
バ
ラ
・
ヴ
ィ
ー
デ
マ
ン
は
、
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
派
と
の
関
連
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
表
現
主
義
と
の
関
連
を
論
じ
、
ま
た
グ
リ
ュ
フ
イ
ウ
ス

も
参
照
し
て
い
る
。（B

arbara� W
iedem

ann- W
olf:� A

ntschel� Paul

―Paul� C
elan,� M

ax� N
iem

eyer� Verlag,� Tübingen,� 1985,� S.� 54ff.

）�

ヴ
ィ
ヴ
ィ

ア
ン
・
リ
ス
カ
も
ま
た
、
ハ
シ
デ
ィ
ズ
ム
の
影
響
を
論
じ
る
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
シ
ュ
テ
ィ
ー
ラ
ー
の
説
（H

einrich� Stiehler:� D
ie� Zeit� der� Todes-

fuge,� Zu� den� A
nfängen� Paul� C

elans,� In:� A
kzente,� 19,� 1972,� S.� 11- 40

）
を
退
け
な
が
ら
、
ヴ
ィ
ー
デ
マ
ン
の
説
を
支
持
し
、
表
現
主
義
と
の

関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。（V

ivian� Liska:� D
ie� N

acht� der� H
ym

nen,� Paul� C
elans� G

edichte� 1938- 1944,� Peter� Lang, B
ern,� 1993,� S.� 18ff.

）

　
　
　

な
お
、
ヴ
ィ
ー
デ
マ
ン
や
ク
ラ
ウ
ス
・
フ
ォ
ス
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
は
、
ツ
ェ
ラ
ン
の
初
期
作
品
を
あ
ま
り
評
価
し
て
い
な
い
。
ヴ
ィ
ー
デ
マ
ン
は

「
練
習
、
手
慰
み
」
に
近
い
も
の
と
み
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
フ
ォ
ス
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
は
、
と
り
わ
け
ロ
マ
ン
派
を
模
倣
し
た
も
の
と
見
な
し

て
お
り
、
初
期
作
品
と
詩
集
『
ケ
シ
と
記
憶
』
と
は
断
絶
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
（K

laus� Vosw
inckel:� Paul� C

elan, Verw
eigerte� Poetisie-

rung� der� W
elt,� LotharStiehm

� Verlag,� H
eidelberg,� 1974,� S. 166

）。
こ
れ
に
対
し
て
リ
ス
カ
は
、『
ケ
シ
と
記
憶
』
に
繫
が
る
萌
芽
を
見
て
お
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り
、
む
し
ろ
『
ケ
シ
と
記
憶
』
と
の
連
続
性
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、
リ
ス
カ
の
立
場
に
近
い
。

　
　
　

マ
ル
リ
ー
ス
・
ヤ
ン
ツ
も
部
分
的
に
初
期
作
品
に
つ
い
て
触
れ
論
じ
て
い
る
が
、
的
を
得
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。（M

arlies� Janz:� Vom
�

Engagem
ent� absoluter� Poesie,� Ä

thenäum
� Verlag,� Frankfurt� am

� M
ain,� 1976

）
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