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リ
ル
ケ
の
最
後
の
「
転
回
」

田
　
　
中
　
　
俊
　
　
夫

　
ロ
ダ
ン
を
範
と
し
た（

（
（

「
目
の
仕
事
」
か
ら
、「
内
部
の
男
」
の
本
領
で
あ
る
「
心
の
仕
事
（H

erz-W
erk

（」
へ
の
「
転
回
（W

endung

（」

が
リ
ル
ケ
（（875- （926

（
の
中
期
か
ら
後
期
の
そ
れ
で
あ
り（

2
（

、
そ
の
「
心
の
仕
事
」
へ
の
い
わ
ば
究
極
的
な
意
志
表
明
が
、
後
期
の
『
ド

ゥ
イ
ノ
の
悲
歌
』（（922, （- 727ff

.

（
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
遠
大
な
「
心
の
仕
事
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
制
作
に
十
年
が
費
や
さ
れ
た
こ
の
長
篇
連
作
詩
集
の
成
立
は
、
墓
碑
銘
と
し
て
作
ら
れ
た
三
行
詩
（2- 6（（

（
の
そ
れ
（
一
九
二
五
年
十
月

二
七
日
（
の
二
年
八
か
月
ほ
ど
前
と
な
る
が
、
そ
の
頂
上
部
で
は
、
事も

物の

た
ち
を
感
受
し
た
「
心
」
の
中
で
「
目
に
見
え
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

」
に

す
る
詩
人
の
営
み
こ
そ
、
同
じ
地
上
の
は
か
な
い
事
物
た
ち
か
ら
の
、
但
し
よ
り

0

0

は
か
な
い
詩
人
自
ら
へ
の
「
委
託
」
で
あ
る
こ
と
を
感

動
を
も
っ
て
確
認
し
（
（
（

、
こ
れ
を
受
託
す
る
こ
と
が
、
事
物
総
体
を
擁
す
る
「
大
地
」
に
向
か
っ
て
、

大
地
よ
、
お
ま
え
が
望
む
も
の
は
目
に

0

0

見
え
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

（unsichtbar

（
と
し
て
／
私
た
ち
の
中
で
蘇
る
こ
と
、
こ
れ
で
は
な
い
の
か
？
（
略
（
大
地

よ
！
目
に
見
え
な
い
も
の
と
し
て
！
／
こ
の
変
容
で
な
い
と
す
れ
ば
、
お
ま
え
の
緊
急
の
委
託
（A

uftrag

（
と
は
他
の
何
で
あ
ろ
う
か
？
大
地
、

お
ま
え
愛
し
い
も
の
よ
、
私
は
そ
れ
を
果
た
そ
う
と
思
う
。（
略
（
名
状
し
難
く
私
は
お
ま
え
に
決
心
し
た
、
遥
か
遠
く
か
ら
。
　
　（「
第
九
悲
歌
」（
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と
、
お
ご
そ
か
に
歌
い
上
げ
ら
れ
、
誓
約
さ
れ
た
。
こ
の
「
委
託
」
は
『
悲
歌
』
の
象
徴
的
形
姿
で
あ
る
「
天
使
」
と
と
も
に
、『
悲
歌
』

を
特
徴
づ
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
語
彙
の
う
ち
の
中
核
を
成
す
も
の
で
あ
る
。

　
墓
碑
銘
の
た
め
の
三
行
詩
成
立
の
二
週
間
後
、
リ
ル
ケ
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
リ
ル
ケ
研
究
家
の
Ｗ
．フ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
ュ
に
対
し
、
求
め
ら

れ
て
い
た
質
問
表
の
回
答
を
書
き
送
っ
て
い
る
（（（. N

ov. （925, B
r. S. 894ff

.

（
が
、
そ
の
最
後
の
質
問
（
回
答
（
項
目
が
「『
悲
歌
』
に

関
し
て
　
」
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
『
若
き
詩
人
へ
の
手
紙
』（Insel-B

ücherei N
r.406

（
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
し
て
今
な
お
「
手

紙
と
い
う
も
の
を
最
も
美
し
く
最
も
実
り
の
多
い
交
際
の
一
手
段
」
と
す
る
「
時
代
遅
れ
の
」（B

r. S.585

（
リ
ル
ケ
の
常
と
し
て
、
リ

ル
ケ
は
質
問
者
の
期
待
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
、『
悲
歌
』
に
つ
い
て
、「
私
を
無
限
に
超
え
た
生
に
属
し
て
お
り
ま
す
」
と
し
な
が
ら
も
、

回
答
欄
の
外
に
自
ら
紙
幅
を
加
え
続
け
潤
沢
な
解
説
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
の
い
わ
ゆ
る
『
悲
歌
』
自
解
で
は
、
自
ず
か
ら
天
使
、
私
た
ち
、「
開
か
れ
た
世
界
」、「
若
き
死
者
た
ち
」、「
嘆
き
の
国
」
等
々
、『
悲

歌
』
に
包
み
こ
ま
れ
て
い
る
特
徴
的
な
形
象
・
モ
チ
ー
フ
が
、
懇
切
に
熱
意
と
沈
着
さ
を
以
っ
て
そ
れ
ら
の
脈
絡
が
照
ら
し
だ
さ
れ
、
説

き
結
ば
れ
て
い
く
。「
時
の
欠
如
」
を
背
景
と
し
た
『
悲
歌
』
曼
荼
羅
を
見
る
思
い
に
か
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
が
、
ひ
と
つ
不
可
解
な

こ
と
と
し
て
、
リ
ル
ケ
の
全
詩
業
の
頂
点
で
あ
る
『
悲
歌
』
の
、
そ
の
ま
た
頂
点
で
掲
げ
ら
れ
た
事
物
た
ち
か
ら
詩
人
へ
の
「
委
託
」
に

つ
い
て
は
ひ
と
言
の
言
及
も
な
い
ま
ま
作
者
自
身
に
よ
る
解
説
は
閉
じ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
事も

物の

た
ち
」
自
体
に
つ
い
て
は
「
第
九

悲
歌
」
の
日
常
的
生
に
即
し
た
詩
想
に
沿
っ
て
、「
ま
だ
私
た
ち
の
祖
父
母
」
の
頃
に
は
世
代
か
ら
世
代
へ
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
素
朴

な
事
物
が
、
作
る
者
と
使
う
者
双
方
の
心
と
手
で
愛
撫
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
て
、「
今
日
」
で
は
そ
れ
ら
の
私
た
ち
の
心
を
盛
る
「
器
」

で
も
あ
り
、
私
た
ち
と
親
し
く
交
わ
り
合
っ
た
事
物
た
ち
が
、「
ア
メ
リ
カ
か
ら
」
頭
脳
と
機
械
を
駆
使
し
て
大
量
に
画
一
的
に
製
造
さ
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れ
押
し
寄
せ
て
く
る
「
無
表
情
で
冷
淡
な
え
せ
事
物
」
つ
ま
り
は
「
生
の
模
造
品
」
に
迫
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
窮
状
が
指
示
さ
れ
、「
私0

た
ち

0

0

」
は
親
し
く
交
わ
っ
て
き
た
「
そ
れ
ら
の
事
物
た
ち
を
知
っ
て
い
た
お
そ
ら
く
最
後
の
者
た
ち

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
で
あ
る
こ
と
の
断
固
た
る
自
覚
、

あ
る
い
は
自
負
を
披
瀝
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
「
事
物
た
ち
」
が
「
私
た
ち
の
内
部
で

0

0

0

0

0

0

0

目
に
見
え
な
い
も
の
に
な
る
」
こ
と
こ
そ
私
た
ち
の

「
任
務

0

0

（
使
命
　A

ufgabe

（」
で
あ
る
と
い
う
確
信
に
説
き
至
っ
て
い
る
。
が
、
事
物
か
ら
の
、「
第
九
悲
歌
」
で
実
に
総
体
的
に
「
大
地
」

の
名
で
言
い
換
え
替
え
ら
れ
た
そ
れ
ら
か
ら
の
「
委
託
」
と
い
う
意
味
づ
け
、
動
機
づ
け
が
、
補
足
的
な
も
の
と
し
て
さ
え
、
そ
こ
に
呼

び
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
も
と
よ
り
、
自
覚
さ
れ
た
こ
の
「
任
務

0

0

」
の
力
強
い
語
の
中
に
、
事
物
た
ち
か
ら
の
「
委
託
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
含
み
は
感
じ
取

れ
な
く
も
な
い
。
ま
た
「
任
務

0

0

」
の
断
固
た
る
決
然
さ
の
中
に
、
他
か
ら
の
「
委
託
」
を
必
要
と
し
な
い
ほ
ど
に
、
他
か
ら
の
「
委
託
」

を
待
つ
ま
で
も
な
い
ほ
ど
に
、「
委
託
」
は
吸
収
或
い
は
溶
解
し
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
作
者
自
身
に
よ
る
質
問
者
へ
の
そ
し

て
自
ら
へ
の
渾
身
の
解
説
で
あ
る
以
上
、
と
い
う
よ
り
『
悲
歌
』
完
成
の
最
後
の
一
歩
へ
の
「
委
託
」
の
貢
献
は
無
視
し
え
な
い
も
の
で

あ
る
以
上
、
こ
の
豊
か
な
被
動
的
な
動
機
づ
け
に
言
及
な
し
に
終
わ
る
こ
と
は
、『
悲
歌
』
の
詩
想
に
も
無
用
の
翳
り
を
及
ぼ
す
か
も
し

れ
な
い
の
で
あ
る
。

　　『
悲
歌
』
制
作
は
逗
留
先
ド
ゥ
イ
ノ
城
の
立
つ
イ
タ
リ
ア
・
ア
ド
リ
ア
海
沿
岸
で
開
始（
一
九
一
一
年
一
月
（
さ
れ
、
長
い
中
断
を
経
て
、

残
余
の
主
と
し
て
作
品
後
半
の
か
な
り
の
部
分
が
、
ス
イ
ス
の
「
こ
の
い
わ
ゆ
る
ミ
ュ
ゾ
ッ
ト
の
城
館
」（B

r. S.678

（
な
る
居
所
で
、

一
気
に
歌
い
上
げ
ら
れ
て
完
成
を
み
る
（
一
九
二
二
年
二
月
（
が
、
特
徴
的
な
こ
と
と
し
て
、
こ
の
制
作
再
開
の
直
前
に
全
く
思
い
が
け
ず

に
、
長
篇
の
ソ
ネ
ッ
ト
連
作
詩
集
が
、
こ
れ
も
短
時
日
に
成
立
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
冥
府
の
妻
を
求
め
て
空
し
く
生
死

両
界
を
往
還
す
る
「
歌
う
神
」
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
リ
ル
ケ
が
独
自
に
内
的
形
姿
を
歌
い
定
め
て
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、『
悲
歌
』
再
開
と
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即
時
完
成
の
少
な
か
ら
ぬ
動
因
と
み
な
し
う
る
。
さ
ら
に
『
悲
歌
』
完
成
後
、
間
髪
を
お
か
ず
、
ソ
ネ
ッ
ト
連
作
詩
集
の
続
編
、
こ
れ
も

颶
風
の
如
く
歌
い
上
げ
ら
れ
て
い
る（

4
（

。『
悲
歌
』
と
併
称
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
『
ソ
ネ
ッ
ト
』（5- 727ff

.

（
第
一
部
と
第
二
部
で
あ
る
。
リ

ル
ケ
自
ら
言
う
如
く
「
創
造
の
嵐
」（B

r. S.767

（
が
現
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　『
ソ
ネ
ッ
ト
』
で
は
、
全
巻
を
通
し
て
、『
悲
歌
』
と
は
対
照
的
に
五
十
五
篇
の
そ
の
名
の
通
り
十
四
行
定
型
詩
が
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
に
向

け
て
連
禱
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
か
ら
、
リ
ル
ケ
が
「
私
に
と
っ
て
は

0

0

0

0

0

0

作
品
然
全
体
の
中
で
最
も
身
近
で
あ
り
、
そ
し
て
結
局
最
も
妥

当
す
る
も
の（

5
（

」
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
が
、
第
二
部
の
「
第
一
三
歌
」
で
あ
る
。

　「
あ
ら
ゆ
る
別
れ
に
先
立
っ
て
あ
れ
！
（Sei allem

 A
bschied voran!

（」
と
い
う
簡
潔
な
命
令
法
で
始
ま
る
こ
の
詩
は
、
生
死
が
「
一0

つ0

の
も
の

0

0

0

」（B
r. S.896

（
と
し
て
癒
合
す
る
全
一
的
生
へ
の
詩
人
自
ら
の
意
欲
が
、
生
者
と
し
て
の
そ
れ
が
、
奔
出
を
見
せ
て
、
そ
の

不
撓
さ
は
十
四
行
の
中
に
「
読
者
へ
」（（-77（

（
の
、
同
時
に
自
ら
へ
の
命
令
法
を
十
回
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
第
一
部
で
「
歌
う
も
の

が
あ
れ
ば
必
ず
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
な
の
だ
」（
第
五
歌
（
と
果
敢
に
定
言
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
沿
っ
て
、
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
と
の
内
的
同
体

化
、
つ
ま
り
は
自
ら
の
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
化
に
向
か
い
始
め
た
詩
想
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
第
二
部
で
は
自
ず
と
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
の
名
を

（
直
接
（
対
向
的
に
呼
び
唱
え
る
勢
い
は
弱
ま
る
の
で
あ
り
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
第
一
三
歌
で
も
そ
の
神
（
原
神
話
で
は
半
神
（
の
名
そ
の
も

の
は
響
か
ず
、
巻
末
部
に
一
例
を
見
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
も
よ
り
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
詩
集
の
枠
組
み
は
堅
持
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
大
部
の
ソ
ネ
ッ
ト
集
の
中
の
い
わ
ば
リ
ル
ケ
特
選
の
歌
章
に
続
く
、
や
は
り
「
花
た
ち
を
見
る
が
い
い
」
と
い
う
（
自

他
へ
の
（
命
令
法
で
始
ま
る
第
一
四
歌
で
は
、
花
々
を
は
じ
め
と
し
て
広
く
事
物
た
ち
と
「
私
た
ち
」
人
間
と
の
関
わ
り
合
い
に
つ
い
て

従
来
の
リ
ル
ケ
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
洞
察
が
歌
い
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
詩
章
が
「
見
る
」
こ
と
を
強
く
促
し
た
の
は
、
意
外
に
も
「
私
た
ち
」
に
よ
っ
て
水
盤
や
花
瓶
に
移
し
置
か
れ
た
花
々
が
咲
き
誇

っ
て
い
る
姿
で
は
な
く
、
枯
れ
衰
え
て
い
く
あ
り
様
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
へ
の
花
た
ち
自
身
の
思
い
、
つ
ま
り
「
…
彼
女
た
ち
が
そ
の
凋
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む
こ
と
を
悔
い
る
と
き
／
彼
女
た
ち
の
後
悔
で
あ
る
こ
と
は
私
た
ち
に
端
を
発
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
暗
澹
と
し
た

指
摘
も
、
リ
ル
ケ
的
ソ
ネ
ッ
ト
ら
し
く
詩
の
進
み
を
抑
え
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
速
や
か

0

0

0

に
広
が
り
を
見
せ
て
、
同
様
な
反
感
を
そ
も

そ
も
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
」
が
人
間
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
こ
と
が
歌
い
告
げ
ら
れ
る
。

あ
ら
ゆ
る
も
の
（A

lles

（
が
浮
か
ん
で
い
よ
う
と
す
る
。
そ
の
時
、
私
た
ち
が
重
し
（B

eschw
erer

（
の
よ
う
に
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
の
上
に
私
た
ち
自
身
を
置
く
の
だ
、
重
み
に
恍
惚
と
し
な
が
ら
。

お
お
、
私
た
ち
は
な
ん
と
い
う
蝕
む
教
師
た
ち
（zehrende Lehrer

（
で
あ
る
こ
と
か
、

と
い
う
の
も
彼
ら
に
は
永
遠
の
幼
年
時
代
が
恵
ま
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　
こ
の
よ
う
な
自
責
・
仮
借
の
思
い
の
吐
露
に
続
く
後
半
部
で
は
、
や
は
り
ま
た
速
や
か
に
、
但
し
今
度
は
こ
う
し
た
状
況
の
反
転
的
な

解
決
・
宥
和
の
方
途
が
思
念
さ
れ
、「
私
た
ち
」
の
う
ち
の
「
あ
る
誰
か
」
が
彼
ら
を
「
親
密
な
眠
り
」
に
誘
い
、「
そ
の
共
通
な
深
み
」

か
ら
互
い
の
「
軽
い
」
関
わ
り
合
い
を
も
成
し
う
る
者
と
し
て
目
覚
め
る
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
者
と
し
て
彼
ら
の
許
に
と

ど
ま
り
続
け
、
野
に
咲
く
彼
ら
か
ら
「
改
宗
者
」、
即
ち
彼
ら
の
同
族
の
者
と
し
て
、
た
た
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
ロ
マ
ン
派
的
風
味

で
歌
い
結
ぶ
の
で
あ
る
。

　
リ
ル
ケ
そ
の
人
と
覚
し
き
「
誰
か
」
の
「
変
容
（
変
身
（」
が
あ
る
種
、
晴
朗
に
軽
快
に
歌
い
描
か
れ
て
、
第
一
四
歌
は
ひ
と
ま
ず
ソ
ネ

ッ
ト
ら
し
い
雰
囲
気
を
担
い
通
し
て
何
や
ら
楽
観
的
と
も
い
え
る
感
興
で
結
び
を
み
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
歌
章

の
詩
風
・
雰
囲
気
を
透
し
て
は
、
リ
ル
ケ
の
新
た
な
「
展
開
」
へ
向
か
う
動
き
が
見
逃
し
難
く
兆
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
作

品
に
そ
れ
が
顕
在
化
し
て
し
か
る
べ
き
で
も
あ
ろ
う
。
前
も
っ
て
、
且
つ
確
言
的
な
言
い
方
を
憚
ら
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は
墓
碑
銘
三
行
詩
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の
傑
出
し
た
パ
ラ
レ
ル
作
品
で
あ
る
仏
語
散
文
詩
「
墓
地
」（2-6（（

（
の
基
本
的
モ
チ
ー
フ
の
萌
芽
、
つ
ま
り
は
墓
碑
銘
の
そ
れ
と
も
み

な
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
新
た
な
転
回

0

0

に
意
を
留
め
て
、
リ
ル
ケ
の
後
期
の
詩
業
の
展
開
に
つ
い
て
、
そ
の
時
期
区
分
を
考
え
た
場
合
、『
悲
歌
』

制
作
開
始
以
降
を
後
期
と
し
て
一
括
し
去
る
こ
と
を
も
は
や
諒
と
し
な
い
と
す
れ
ば
、『
悲
歌
』・『
ソ
ネ
ッ
ト
』
の
同
時
的
成
立
ま
で
を

晩
年
、
そ
れ
以
降
を
最
晩
年
と
す
る
区
切
り
方
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
のEudo C.

メ
ー
ソ
ン
が
『
悲
歌
』・『
ソ
ネ
ッ
ト
』
の
同
時
的
成

立
を
偶
発
的
・
外
的
な
事
象
と
し
て
、『
悲
歌
』
成
立
ま
で
を
晩
年
、『
ソ
ネ
ッ
ト
』
以
降
を
最
晩
年
と
し
て
い
る（

6
（

区
切
り
方
の
他
に
、『
ソ

ネ
ッ
ト
』
第
一
部
と
『
悲
歌
』
の
成
立
ま
で
を
晩
年
、
次
い
で
『
ソ
ネ
ッ
ト
』
第
二
部
以
降
を
最
晩
年
と
す
る
捉
え
方
も
有
効
な
も
の
と

な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　『
悲
歌
』・『
ソ
ネ
ッ
ト
』
を
完
成
さ
せ
た
リ
ル
ケ
は
、
そ
の
完
成
へ
の
跳
躍
を
恵
み
与
え
て
く
れ
た
ス
イ
ス
南
東
部
ヴ
ァ
レ
の
地
に
死

を
迎
え
る
ま
で
住
み
続
け
る
が
、
特
徴
的
な
こ
と
と
し
て
、
こ
の
最
晩
年
期
、
詩
作
は
専
ら
の
如
く
に
当
地
の
公
用
語
で
あ
り
生
活
言
語

で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
語
で
行
わ
れ
た
。『
薔
薇
』（（924
（、『
フ
ラ
ン
ス
へ
心
の
こ
も
っ
た
租み

つ
ぎ

』（（924

（、『
ヴ
ァ
レ
の
カ
ト
ラ
ン
』（（925

（、

そ
し
て
『
果
樹
園
』（（925

（
等
の
詩
集
の
成
立
を
見
た
が
、
こ
れ
ら
と
い
わ
ば
対
重
的
に
墓
碑
銘
の
三
行
詩
は
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
る
こ

と
に
な
る
。

R
ose, oh reiner W

iederspruch, Lust,

N
iem

andes Schlaf zu sein, unter soviel

Lidern.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（2-（85

（　
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薔
薇
、
お
お
純
粋
の
矛
盾
、
歓
び

か
く
も
多
く
の
ま
ぶ
た
の
も
と
で
な
ん
ぴ
と
の

眠
り
で
も
な
い
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
浅
井
真
男
　
訳
（

　『
果
樹
園
』
が
フ
ラ
ン
ス
語
詩
集
の
中
で
代
表
的
な
も
の
と
み
な
し
う
る
が
、「
私
の
心
が
天
使
た
ち
に
歌
を
う
た
わ
せ
る
」
と
歌
い
出

さ
れ
る
巻
頭
か
ら
し
て
、
こ
の
詩
集
の
天
使
た
ち
と
『
悲
歌
』
の
天
使
（
た
ち
（
と
の
大
き
な
差
異
を
呈
し
て
、
リ
ル
ケ
の
新
た
な
詩
境

へ
の
歩
み
を
窺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
天
使
が
第
二
・
第
三
歌
と
続
け
て
登
場
し
た
後
　「
第
四
歌
」
で
は

上
述
の
『
ソ
ネ
ッ
ト
』
第
二
部
・
第
一
四
歌
、「
私
た
ち
」
は
花
々
に
と
っ
て
「
蝕
む
教
師
た
ち
」
で
あ
る
こ
と
を
断
じ
た
前
半
部
と
全

く
同
質
の
モ
チ
ー
フ
が
後
半
部
で
も
次
の
如
く
鮮
明
で
あ
り
、「
転
回
」
へ
の
動
き
の
継
起
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。

ど
れ
だ
け
人
々
は
花
々
に
／
奇
妙
な
打
ち
明
け
話
を
し
た
こ
と
か
、
／
あ
の
繊
細
な
秤
が
／
私
た
ち
の
（nous

（
激
情
の
重
み
を
述
べ
認
め
る
よ
う
に
と
。
／／

星
た
ち
は
皆
当
惑
し
て
い
る
、
／
自
分
た
ち
の
悩
み
に
人
々
が
彼
ら
を
混
ぜ
込
ん
で
い
る
こ
と
に
。
／
そ
し
て
最
も
強
い
も
の
か
ら
も
っ
と
も
弱
い
も

の
ま
で
／
ど
れ
も
も
は
や
私
た
ち
を
支
え
は
し
な
い
／／
私
た
ち
の
変
わ
り
や
す
い
機
嫌
を
、
私
た
ち
の
反
乱
、
私
た
ち
の
叫
び
を
。
／
あ
の
疲
れ
を
知

ら
ぬ
食
卓
と 

／
そ
れ
か
ら
ベ
ッ
ド
（
気
を
失
っ
た
食
卓
（
を
別
と
す
れ
ば
。

　
人
々
が
花
や
星
た
ち
を
自
分
の
気
持
ち
の
聞
き
手
と
し
拠
り
所
と
す
る
日
常
的
に
し
て
心
の
清
澄
な
あ
る
い
は
感
傷
的
な
、
切
な
る
営
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み
に
も
、
当
の
星
や
花
た
ち
は
「
困
惑
」
し
嫌
悪
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。『
ソ
ネ
ッ
ト
』
二
部
・
一
四
歌
に
言
う
「
重
し
」
の
一

態
で
あ
る
。
が
、
こ
こ
で
は
『
ソ
ネ
ッ
ト
』
の
よ
う
に
軽
快
な
詩
調
の
中
で
双
方
の
宥
和
へ
の
素
早
い
策
動
の
気
配
は
な
い
。
そ
の
こ
と

か
ら
す
れ
ば
花
や
星
の「
困
惑
」
は
こ
こ
で
は
よ
り
確
定
的
に
響
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は『
悲
歌
』
の「
第
一
」
で
生
者
が「
薔
薇
の
花
々
」

等
を
、
人
と
「
約
束
を
交
わ
し
合
」
い
、
さ
ら
に
人
の
「
未
来
の
意
味
を
担
」
う
対
者
と
し
て
一
方
的
・
自
明
的
に
捉
え
て
い
た
こ
と
へ

の
、
そ
し
て
ま
た
「
第
四
」
で
「
お
ん
み
ら
星
々
よ
、
恋
す
る
男
の
恋
人
の
顔
へ
の
喜
び
は
、
お
ん
み
ら
か
ら
端
を
発
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
？
こ
の
男
は
彼
女
の
清
ら
か
な

0

0

0

0

顔
に
心
底
見
入
る
こ
と
を
、
清
ら
か
な

0

0

0

0

星
々
か
ら
学
び
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？
」（
傍
点
引

用
者
（
と
こ
れ
も
一
方
的
に
歌
い
示
し
た
こ
と
へ
の
全
き
反
駁
で
あ
り
詩
境
の
著
し
い
異
な
り
を
思
わ
せ
る
も
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し

た
事
物
た
ち
と
の
交
流
そ
の
も
の
の
放
下
を
も
顧
慮
し
な
い
新
た
な
姿
勢
と
は
、
従
来
の
リ
ル
ケ
に
固
有
の
独
在
的
な
在
り
方
を
さ
ら
に

厳
密
に
構
え
よ
う
と
す
る
そ
れ
と
も
捉
え
う
る
で
あ
ろ
う
。

　　『
果
樹
園
』
の
こ
う
し
た
詩
想
が
、
碑
銘
詩
の
決
定
稿
の
数
日
前
（
九
日
以
内
（
に
、
し
か
も
そ
の
初
稿
と
同
じ
手
帳
の
同
じ
ペ
ー
ジ
に

書
き
込
ま
れ
た
フ
ラ
ン
ス
語
散
文
詩
「
墓
地
」（（925, 2- 6（（ 

（
に
、
次
の
よ
う
に
鮮
明
に
映
じ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
墓
の
中
に
生
の
後
味
は
あ
る
の
か
？
そ
し
て
蜜
蜂
た
ち
、
彼
ら
は
花
々
の
口
の
中
に
沈
黙
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
ほ
と
ん
ど
言
葉
め
く
も
の

（un presuque-m
ot

（
を
見
つ
け
る
の
だ
ろ
う
か
？
お
お
、
花
々
よ
、
私
た
ち
の
幸
福
本
能
に
よ
り
囚
わ
れ
た
も
の
た
ち
よ
、
お
前
た
ち
は
私
た
ち

の
死
と
共
に
私
達
の
静
脈
の
中
に
再
び
戻
っ
て
く
る
の
か
？
ど
の
よ
う
に
私
た
ち
の
支
配
か
ら
逃
れ
る
の
か
、
花
々
よ
？
ど
の
よ
う
に
私
た
ち

0

0

0

の

花
々
で
は
な
い
の
か
？
薔
薇
が
私
た
ち
か
ら
逃
れ
る
の
は
、
す
べ
て
の
そ
の
花
び
ら
に
よ
っ
て
で
あ
る
の
か
？
彼
女
は
薔
薇
の
み
で
あ
る
者
（rose-

seule

（、
薔
薇
以
外
の
何
者
で
も
な
い
者
（rien-que-rose

（、
で
あ
り
た
い
の
か
？
た
く
さ
ん
の
瞼
の
下
に
あ
っ
て
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
眠
り
、
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で
？
（「
誰
で
も
な
い
者
の
、
眠
り
で
？
」

※

（（Som
m

eil de personne soud tant de paupiéres?

（　
　
　（
※
カ
ッ
コ
内
は
引
用
訳
者
の
別
訳
付
記
（

　
こ
の
散
文
詩
の
結
語
が
、
墓
碑
銘
三
行
詩
の
後
半
部
と
、
仏
・
独
語
の
違
い
は
あ
れ
、
実
質
的
に
ほ
ぼ
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
こ
れ
を
遡
っ
て
『
果
樹
園
』
第
四
歌
は
、
そ
の
詩
集
の
中
で
特
に
注
目
す
べ
き
詩
に
は
当
た
ら
な
い
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の

位
置
づ
け
に
、
さ
ら
に
は
『
果
樹
園
』
そ
の
も
の
の
リ
ル
ケ
の
詩
業
全
体
の
中
に
お
け
る
そ
れ
に
、
新
た
な
視
線
を
向
け
る
必
要
が
あ
る

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
リ
ル
ケ
の
事
物
と
の
最
晩
年
に
顕
れ
た
新
規
な
対
し
方
か
ら
す
れ
ば
、
事
物
た
ち
か
ら
リ
ル
ケ
へ
の
委

託
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
リ
ル
ケ
自
身
そ
し
て
読
者
に
お
い
て
、
や
は
り
検
討
を
迫
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
ま
た
こ
の
『
果
樹
園
』

成
立
と
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
す
る
上
述
の
『
悲
歌
』
自
解
の
手
紙
で
「
委
託
」
が
欠
落
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
辺
の
消
息
と
関
わ
り
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
第
四
歌
」
の
詩
想
を
敷
衍
す
れ
ば
、
リ
ル
ケ
が
詩
人
と
し
て
事
物
に
関
与
す
る
こ
と
自
体
、

事
物
に
と
っ
て
負
担
で
あ
り
う
る
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、『
時
禱
集
』
の
「
私
の

0

0

神0

」（（- 254

（
が
そ
の
基
本
的
神
性
と
し
て
未
来
に
顕

現
す
る
こ
と
と
、
す
で
に
し
て
万
物
に
遍
在
し
て
い
る
こ
と
と
の
矛
盾
的
両
面
を
併
せ
持
つ
と
同
じ
く
、
人
間
に
対
し
委
託
と
忌
避
を
矛

盾
的
に
、
と
い
う
よ
り
対
重
的
に
合
わ
せ
行
う
両
面
的
真
姿
を
リ
ル
ケ
固
有
の
事
物
た
ち
に
も
求
め
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
散
文
詩
「
墓
地
」
か
ら
墓
碑
銘
へ
の
詩
想
の
直
截
的
な
引
継
ぎ
を
こ
の
よ
う
に
追
う
試
み
の
上
で
、
今
こ
こ
で
拙
稿
が
目
を
向
け
た
い

の
は
、
前
者
の
冒
頭
の
疑
問
文
に
続
く
「
そ
し
て
蜜
蜂
た
ち
、
彼
ら
は
そ
れ
ら
の
花
々
の
口
の
中
で
、
黙
し
て
い
る
言
葉
め
く
も
の
（un 

presuque-m
ot

（
を
見
つ
け
る
だ
ろ
う
か
？
」
で
あ
り
、
わ
け
て
も
「
言
葉
め
く
も
の
」
は
リ
ル
ケ
の
詩
法
で
あ
る
独
自
の
命
名
つ
ま
り

リ
ル
ケ
的
造
語
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ひ
と
ま
ず
目
に
つ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
も
最
後
ま
で
疑
問
文
だ
け
が
書
き
継
が
れ
る
こ
の

散
文
詩
の
脈
絡
の
中
で
の
こ
の
疑
問
文
は
位
置
づ
け
が
鮮
明
で
な
く
、
孤
立
的
・
挿
入
的
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
な
が
ら
、
バ
ラ
た
ち
の

口
の
中
で
バ
ラ

0

0

の
明
確
な
言
葉

0

0

に
は
な
り
き
っ
て
な
い
「
言
葉
め
く
も
の
」
こ
そ
そ
の
内
容
は
、
リ
ル
ケ
が
こ
の
散
文
詩
を
通
し
て
花
々
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へ
質
問
を
重
ね
て
危
惧
を
表
わ
し
た
事
柄
そ
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
バ
ラ
の
「
言
葉
め
く
も
の
」
と
は
、
バ
ラ
た
ち
の
そ
う
し
た

人
間
へ
の
抗
弁
の
言
葉
に
や
が
て
は
熟
し
て
そ
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
フ
ラ
ン
ス
語
散
文
詩
の
結
語
を
ド
イ
ツ
語
でzu

不
定
句
〈N

iem
andes Schlaf zu sein unter soviel Lidern

〉
に
仕
立
て
る
と
共

に
、
そ
の
前
域
に
〈R

ose, oh reiner W
iderspruch, Lust,

〉
を
据
え
る
形
で
、
墓
碑
銘
三
行
詩
が
歌
い
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と

す
れ
ば
「
墓
地
」
の
詩
想
が
墓
碑
銘
に
直
進
し
た
、
あ
る
い
は
手
渡
し
さ
れ
た
と
捉
え
て
な
ん
ら
差
支
え
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら

は
、
拙
稿
の
知
り
う
る
限
り
は
、〈W

iderspruch

〉、
こ
の
語
の
訳
語
と
し
て
、
解
釈
と
し
て
専
ら「
矛
盾
」
の
み
が
採
ら
れ
て
い
る
が
、

バ
ラ
か
ら
人
間
た
ち
へ
の
混
濁
の
な
い

0

0

0

0

0

「
抗
弁
（
反
駁
（」
と
と
る
余
地
も
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
さ
いzu

不
定
句
の
内
容
そ
の

も
の
こ
そ
バ
ラ
の
「
欣
び
」
で
あ
り
、
人
間
た
ち
の
一
切
の
関
与
を
こ
そ
排
し
て
確
保
す
べ
き
独
在
的
な
そ
れ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
こ
の
欣
び
を
欣
求
す
る
「
抗
弁
」
も
「
欣
び
」
で
あ
る

　
こ
の
よ
う
に
し
て
〈W

iderspruch

〉
の
訳
語
・
語
釈
に
つ
い
て
混
濁
の
な
い

0

0

0

0

0

「
抗
弁
（
反
駁
（」
に
覚
束
な
い
ま
ま
辿
り
着
い
て
し
ま

っ
た
拙
稿
の
意
図
は
、
純
粋

0

0

な
「
矛
盾
」
に
異
を
唱
え
忌
避
す
る
こ
と
と
は
無
縁
（
7
（

で
あ
り
、〈W

iderspruch

〉
の
複
義
の
可
能
牲
を
愚

者
の
勇
を
以
っ
て
少
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