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る
と
、
文
学
作
品
か
ら
影
響
を
受
け
た
タ
イ
の
歌
謡
曲
が
合
計
六
十
七
曲

あ
り
、
そ
の
影
響
の
受
け
方
は
四
つ
あ
る
。
第
一
に
文
学
作
品
の
文
章
を

そ
の
ま
ま
歌
詞
と
し
て
利
用
し
た
曲
、
第
二
に
文
学
作
品
の
文
章
を
利
用

し
言
葉
を
少
し
調
整
し
た
曲
、
第
三
に
文
学
作
品
の
文
章
を
歌
詞
の
一

部
と
し
て
採
用
し
追
加
作
詞
を
し
た
曲
、
最
後
に
文
学
作
品
に
よ
る
発
想

に
基
づ
き
作
詞
し
た
曲
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
曲
は
複
数
あ
り
、
こ
こ
で

は
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
作
ら
れ
た
代
表
的
な

曲
を
順
に
紹
介
す
る
。

様
々
な
文
学
作
品
の
影
響
を
受
け
た
歌
謡
曲

一
．
文
学
作
品
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
歌
詞
と
し
て
利
用
し
た
曲

文
学
作
品
そ
の
も
の
に
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
付
け
、
曲
に
し
た
も
の
が
い

く
つ
か
あ
る
。
典
型
的
な
例
と
し
て
、
タ
イ
語
訳
さ
れ
た
英
文
学
で
あ

る
『
恋
』（ความรัก

）
と
タ
イ
文
学
由
来
の
『
タ
イ
は
力
を
合
わ
せ
る
』

（ไทยรวมกำาลัง

）
と
い
う
曲
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
、『
恋
』
と
い
う
曲
は
、
ラ
ー
マ
六
世
が
一
九
一
六
年
に
翻
訳
し

タ
イ
の
歌
謡
曲
に
姿
を
変
え
た
伝
統
文
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ー
ス
ィ
ッ
ト
・
テ
ィ
ッ
プ
テ
ィ
エ
ン
ポ
ン

序
文無

数
に
あ
る
タ
イ
の
歌
謡
曲
の
中
で
、
文
学
作
品
か
ら
影
響
を
受
け
た

曲
は
、
時
代
を
超
え
た
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
曲

に
影
響
を
与
え
た
文
学
作
品
は
そ
も
そ
も
タ
イ
社
会
に
お
い
て
、
幅
広
く

知
ら
れ
て
い
る
作
品
な
の
で
あ
る
。
特
に
近
代
歌
謡
曲
に
姿
を
変
え
た
文

学
作
品
は
、
長
年
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。
主
に
韻
文
で
書
か
れ
た
伝
統

文
学
な
の
で
、
音
楽
に
使
う
こ
と
に
あ
た
っ
て
芸
術
と
し
て
よ
り
広
く
鑑

賞
で
き
る
。

タ
イ
で
は
文
学
作
品
の
影
響
を
受
け
た
曲
は
古
く
な
り
、
頻
繁
に
生
み

出
さ
れ
て
い
る
新
し
い
歌
謡
曲
に
埋
も
れ
な
が
ら
も
、
有
名
で
あ
り
続
け

る
曲
が
少
な
く
な
い
。
そ
う
言
っ
た
曲
の
由
来
を
知
ら
な
い
人
達
の
中
で

も
、
と
り
わ
け
若
い
世
代
の
割
合
は
高
い
だ
ろ
う
が
、
ほ
と
ん
ど
の
曲
は

馴
染
み
の
あ
る
調
べ
を
持
ち
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る

歌
詞
と
い
う
印
象
を
与
え
る
の
で
、
言
っ
て
み
れ
ば
、「
な
る
ほ
ど
」
と

反
応
す
る
人
は
た
く
さ
ん
い
る
は
ず
だ
。

タ
イ
の
文
化
省
芸
術
局
が
、
二
〇
〇
七
年
に
刊
行
し
た
『
バ
ン
ド
ゥ

リ
ー
「
文
学
と
歌
」
そ
の
二
～
タ
イ
の
歌
謡
曲
に
お
け
る
タ
イ
文
学
』

（บัณณ์ดุรีย์

：วรรณคดีกับเพลง เล่ม ๒ [ภาควรรณคดีไทยในเพลงไทยสากล]

）
に
よ

本稿の著作権は著者が保持し、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際ライセンス (CC-BY) 下に提供します。
 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
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た
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
の
内
容
の
一
部
を
抜
き

出
し
、
後
に
歌
謡
曲
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
タ
イ
の
伝
統

的
な
詩
形
に
綺
麗
に
当
て
は
め
ら
れ
、
バ
サ
ー
ニ
オ
が
ポ
ー
シ
ャ
の
絵
が

入
っ
て
い
る
箱
を
選
ぶ
シ
ー
ン
を
表
す
二
節
で
あ
る
。
詩
・
歌
詞
の
日
本

語
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

恋
よ
恋
。

初
め
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

心
の
中
に
丁
度
芽
生
え
始
め
た
の
だ
ろ
う
か
。 

頭
の
中
で
始
ま
る
か
の
か
、
よ
く
考
え
よ
う
。

最
初
に
生
ま
れ
た
時
、
ど
う
な
る
の
か
、
誰
が
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

隠
さ
ず
に
徹
底
的
に
し
っ
か
り
教
え
て
ほ
し
い
。

誰
が
そ
の
恋
を
惜
し
ん
だ
り
、
大
切
に
し
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
。

誰
か
答
え
て
く
れ
た
ら
、
感
謝
す
る
よ
。

答
え
よ
う
、
答
え
よ
う
。

恋
は
会
え
ば
生
ま
れ
る
も
の
、
そ
れ
ほ
ど
不
思
議
に
思
わ
な
い
よ
。

目
が
合
え
ば
目
で
恋
が
通
じ
る
よ
。

ま
る
で
心
が
満
た
さ
れ
る
よ
う
だ
。

し
か
し
、
心
が
傾
か
な
け
れ
ば
、

そ
の
恋
は
生
ま
れ
る
前
に
滅
し
て
し
ま
う
。

仲
間
よ
、
皆
集
え
、

恋
の
た
め
に
同
情
し
な
が
ら
泣
こ
う
。

 

　
サ
ガ
ー
・
ア
ラ
ム
ピ
ー
は
一
九
六
二
年
に
こ
の
詩
に
基
づ
い
て
旋
律
を

作
り
、
チ
ャ
リ
ン
・
ナ
ン
タ
ナ
ー
コ
ー
ン
（
男
）
と
サ
ワ
リ
ー
・
パ
カ
ー

パ
ン
（
女
）
は
デ
ュ
エ
ッ
ト
で
歌
っ
て
い
る
。
詩
自
体
は
非
常
に
有
名
で

あ
り
、
タ
イ
で
は
格
言
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
曲
に
な
っ
た
こ
と
を
知
っ

て
い
る
タ
イ
人
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
の
日
本

語
訳
も
あ
る
の
で
、
タ
イ
語
訳
と
日
本
語
訳
は
ど
う
違
う
の
か
、
原
作
と

日
本
語
訳
を
紹
介
す
る
。

原
作

A song the w
hilst Bassanio com

m
ents on the caskets to 

him
self.

Tell m
e w

here is fancy bred,
O

r in the heart, or in the head?
H

ow
 begot, how

 nourishèd?
A

LL    R
eply, reply.
It is engendered in the eyes,
W

ith gazing fed, and fancy dies
In the cradle w

here it lies.
Let us all ring fancy’s knell.
I’ll begin it ─

 ding, dong, bell.

日
本
語
訳
（
大
場
健
司
訳
）

歌
。
そ
の
間
バ
サ
ー
ニ
オ
は
箱
を
見
比
べ
て
考
え
て
い
る
。

上
べ
の
恋
は
ど
こ
で
生
れ
る
、

心
の
中
で
か
頭
の
中
で
か
、

ど
う
し
て
芽
生
え
て
ど
う
し
て
育
つ
。

一
同   

答
え
て
、
答
え
て
。

上
べ
の
恋
は
目
で
生
れ
る
の
よ
、 

見
つ
め
て
育
っ
て
消
え
て
行
く
の
よ
、
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生
れ
て
育
っ
た
目
の
揺
り
か
ご
で
。

さ
あ
さ
鳴
ら
そ
よ
、
お
弔
い
の
鐘
、

み
ん
な
も
合
わ
せ
て
、
そ
ら
デ
ィ
ン
、
ド
ン
、
ベ
ル
。

　
も
う
一
曲
『
タ
イ
は
力
を
合
わ
せ
る
』
は
、
ラ
ー
マ
六
世
が
一
九
一
二

年
に
創
作
し
た
韻
文
形
式
の
『
プ
ラ
・
ル
ア
ン
物
語
』
か
ら
来
て
い
る
。

抜
粋
さ
れ
た
部
分
は
、
タ
イ
人
た
ち
が
協
力
し
合
っ
て
支
配
し
て
き
た
ク

メ
ー
ル
と
戦
い
、
自
ら
解
放
を
遂
げ
た
シ
ー
ン
で
あ
り
、
詩
・
歌
詞
は
次

の
通
り
で
あ
る
。

タ
イ
は
力
を
合
わ
せ
れ
ば
、
強
い
防
衛
力
が
生
ま
れ
る
。

敵
は
ど
ん
な
に
強
く
と
も
、
ど
ん
な
攻
撃
を
し
か
け
て
こ
よ
う
と
も
、

跳
ね
返
さ
れ
て
逃
げ
て
し
ま
う
。

た
だ
我
々
は
お
互
い
仲
を
違
え
な
い
よ
う
、
重
要
な
の
は
力
を
合
わ
せ
心

を
合
わ
せ
る
こ
と
だ
。

タ
イ
は
自
身
に
対
し
て
悪
意
を
持
た
ず
、
打
ち
壊
さ
な
い
よ
う
、
心
を
団

結
さ
せ
、

力
を
団
結
さ
せ
、
国
家
を
守
ろ
う
。

他
国
に
褒
め
称
え
ら
れ
、
名
誉
も
大
い
に
称
賛
さ
れ
よ
う
。

だ
か
ら
、
タ
イ
の
名
を
全
世
界
に
轟
か
せ
る
た
め
に
、
力
を
合
わ
せ
、
繁

栄
を
さ
せ
て
い
こ
う
。

国
と
宗
教
を
栄
え
さ
せ
る
た
め
な
ら
、
何
も
厭
わ
ず
心
を
合
わ
せ
よ
う
。

大
地
と
空
が
滅
び
る
ま
で
、
繁
栄
せ
よ
、
タ
イ
、
万
歳
！

　
愛
国
心
を
鼓
舞
す
る
為
に
、
近
代
タ
イ
音
楽
界
に
強
い
影
響
を
与
え
た

ウ
ア
・
ス
ン
ト
ー
ン
サ
ナ
ー
ン
が
こ
の
詩
を
行
進
曲
と
し
て
作
曲
し
、
自

身
が
リ
ー
ダ
ー
役
を
務
め
て
い
る
音
楽
集
団
「
ス
ン
タ
ラ
ー
ポ
ー
ン
」
で

演
奏
し
た
。

　

二
．
文
学
作
品
の
文
章
を
利
用
し
言
葉
を
若
干
調
整
し
た
曲

　
文
学
作
品
由
来
の
歌
謡
曲
の
中
で
、
最
も
有
名
な
の
は
『
海か

い
せ
い
さ
ん
め
い

誓
山
盟
』

（คำามั่นสัญญา

）
と
い
う
曲
で
あ
ろ
う
。
タ
イ
の
文
豪
で
あ
る
ス
ン
ト
ー
ン

プ
ー
が
一
八
二
〇
年
代
に
著
し
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
『
プ
ラ
・
ア
パ
イ

マ
ニ
ー
物
語
』
由
来
の
曲
で
あ
る
。
こ
の
曲
は
、
主
人
公
の
プ
ラ
・
ア
パ

イ
マ
ニ
ー
が
ラ
ウ
ェ
ー
ン
王
女
に
求
愛
す
る
際
、
彼
女
に
た
と
え
大
地
、

空
、
海
が
滅
び
て
も
、
い
つ
ま
で
も
愛
し
続
け
る
と
約
束
し
て
い
る
シ
ー

ン
で
あ
る
。
物
語
の
中
で
も
こ
の
部
分
は
非
常
に
有
名
な
二
連
の
詩
で
あ

る
。
歌
詞
の
意
味
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

大
地
、
空
、
海
が
な
く
な
ろ
う
と
も
、 

 

こ
の
愛
と
絆
は
永
遠
で
あ
る
。

た
と
え
地
下
で
も
海
の
下
で
も
生
ま
れ
て
も
、

（
原
作
：
た
と
え
空
の
下
で
も
海
の
下
で
も
生
ま
れ
て
も
、）

貴
女
と
必
ず
巡
り
会
い
た
い
。

た
と
え
冷あ

な

た

え
た
肌
は
大
海
原
で
あ
っ
て
も
、 

私
は
魚
と
し
て
貴
女
に
会
わ
せ
て
も
ら
い
た
い
。

た
と
え
貴
女
が
蓮
華
で
あ
っ
て
も
私
は
蜂
に
な
り
、 

そ
の
蓮
華
に
近
づ
い
て
触
れ
合
う
。

た
と
え
貴
女
が
美
し
い
洞
窟
で
あ
っ
て
も
、
私
は
白
鳥
に
な
り
、

飛
び
込
ん
で
い
き
、
共
に
な
る
。



57

タイの歌謡曲に姿を変えた伝統文学　コースィット・ティップティエンポン /
Some Thai Popular Songs from Classic Literature, Kosit TIPTIEMPONG

（
原
作
：
君
が
美
し
い
洞
窟
で
あ
っ
て
も
、

私
は
師
子
王
に
な
り
、
そ
の
洞
窟
に
入
り
込
み
、
共
に
な
る
。）

ど
こ
ま
で
も
麗
し
い
貴
女
に
付
い
て
い
き
た
い
。

生
ま
れ
変
わ
る
度
、
毎
回
愛
し
い
貴
女
の
伴
侶
で
あ
り
た
い
。

　
作
曲
者
の
ス
ラ
ポ
ン
・
セ
ー
ン
エ
ー
ク
は
詩
の
一
部
を
曲
に
合
わ
せ
調

整
し
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
付
け
た
。
歌
詞
と
し
て
下
線
部
の
内
容
だ
け
で
な

く
、
声
調
が
調
べ
に
当
て
は
ま
る
よ
う
に
、
細
か
い
言
葉
も
い
く
つ
か
入

れ
替
え
ら
れ
た
。
一
九
五
〇
年
に
作
ら
れ
た
こ
の
曲
の
初
め
て
の
歌
い
手

は
プ
リ
ー
チ
ャ
・
プ
ン
ヤ
キ
ア
ッ
ト
だ
っ
た
が
、
後
に
人
間
国
宝
の
チ
ャ

リ
ン
・
ナ
ン
タ
ナ
ー
コ
ー
ン
を
含
め
、
様
々
な
歌
手
に
カ
バ
ー
さ
れ
た
。

三
．
文
学
作
品
の
文
章
を
歌
詞
の
一
部
と
し
て
採
用
し
追
加
作
詞
を
し
た
曲

　
次
の
曲
『
プ
ラ
・
ロ
ー
賛
歌
』
は
、
タ
イ
の
『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ

ト
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
著
者
不
詳
の
『
プ
ラ
・
ロ
ー
物
語
』
と
い
う
有
名

な
伝
統
文
学
か
ら
影
響
を
受
け
た
作
品
で
あ
る
。
主
人
公
の
プ
ラ
・
ロ
ー

王
は
美
し
い
王
子
で
あ
る
。
敵
国
に
い
る
姉
妹
の
プ
ラ
・
プ
ア
ン
姫
と
プ

ラ
・
ペ
ー
ン
姫
は
そ
の
プ
ラ
・
ロ
ー
王
に
惚
れ
て
し
ま
い
、
様
々
企
み
を

利
用
し
、
既
婚
者
で
あ
る
プ
ラ
・
ロ
ー
王
へ
の
求
愛
に
成
功
し
た
が
、
最

終
的
に
三
人
と
も
殺
害
さ
れ
る
。
曲
に
な
っ
た
内
容
は
プ
ラ
・
ロ
ー
王
の

立
派
な
姿
の
描
写
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
プ
ラ
・
ロ
ー
賛
歌
』
と
い
う

曲
名
が
付
け
ら
れ
た
。
歌
詞
の
日
本
語
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
語
り)

イ
ン
ド
ラ
神
の
よ
う
な
姿
で
、

人
々
に
そ
の
姿
を
見
せ
る
た
め
、
こ
の
世
に
降
り
て
き
た
。

さ
す
が
美
し
い
プ
ラ
・
ロ
ー
王
で
あ
る
。

彼
の
心
は
カ
ー
ロ
ン
河
よ
り
勝
る
。

象
に
乗
っ
て
い
る
時
は
と
て
も
逞
し
く
勇
敢
で
あ
る
。

交
戦
中
の
偉
大
な
師
子
王
よ
り
勇
ま
し
い
。

こ
の
世
に
、
天
か
ら
降
り
て
き
た
よ
う
な
彼
に
敵
う
者
は
い
な
い
。

（
歌
）

天
か
ら
こ
の
世
に
降
り
て
き
た
、
月
の
よ
う
に
美
し
い
、

イ
ン
ド
ラ
神
の
よ
う
な
容
姿
で
あ
る
。

大
地
で
も
天
国
で
も
、
ど
の
男
よ
り
も
素
晴
ら
し
い
。

女
性
た
ち
は
惚
れ
て
し
ま
い
、
恋
の
虜
に
な
り
、
何
を
す
る
の
も
厭
わ
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
の
男
は
、
プ
ラ
・
ロ
ー
王
と
い
う
名
で
、
心
を
奪
っ
て
し
ま
う
。

カ
ー
ロ
ン
河
は
彼
の
心
の
強
さ
の
半
分
に
も
敵
わ
な
い
。

象
に
乗
っ
て
い
る
時
は
と
て
も
逞
し
く
勇
敢
で
あ
る
。

偉
大
な
師
子
王
の
ご
と
く
で
あ
る
。

常
勝
で
あ
る
の
は
戦
争
ば
か
り
で
な
く
、

恋
の
戦
い
に
お
い
て
も
彼
は
威
風
堂
々
た
る
も
の
で
あ
る
。

高
貴
な
女
性
は
そ
の
温
も
り
に
触
れ
よ
う
と
決
め
る
。

天
か
ら
降
り
て
き
た
よ
う
な
、
こ
の
男
に
敵
う
者
は
い
な
い
。

　
こ
の
曲
は
、
日
本
の
演
歌
に
似
た
、
よ
く
小
節
を
使
い
こ
な
す
「
ル
ー

ク
ト
ゥ
ン
」
と
い
う
曲
と
し
て
一
九
六
九
年
に
作
ら
れ
、特
徴
と
し
て
「
語

り
」
と
「
歌
」
と
二
部
に
分
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
作
曲
と
作
詞
を
努
め
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た
パ
ヨ
ン
・
ム
ッ
ク
ダ
ー
は
冒
頭
の
「
語
り
」（
下
線
部
）
に
歌
詞
と
し

て
原
作
の
詩
を
導
入
し
、「
歌
」
の
部
分
を
新
た
に
追
加
し
た
。
歌
い
手

の
チ
ン
ナ
コ
ー
ン
・
ク
ラ
イ
ラ
ー
ト
（
男
）
は
こ
の
曲
の
お
か
げ
で
一
世

を
風
靡
し
た
。

四
．
文
学
作
品
に
よ
る
発
想
に
基
づ
き
作
詞
し
た
曲

　
文
学
に
見
ら
れ
る
発
想
に
基
づ
い
た
タ
イ
の
曲
は
少
な
く
な
い
が
、
歌

詞
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
が
文
学
作
品
の
文
章
と
異
な
る
た
め
、
そ
の

曲
を
聞
い
て
曲
の
由
来
に
気
づ
く
人
は
多
く
な
い
。
典
型
的
な
例
は
、

一
八
〇
〇
年
代
の
初
め
、
ナ
リ
ン
ト
ー
ン
テ
ィ
ベ
ー
ト
が
創
作
し
た
と
思

わ
れ
る
『
ナ
リ
ン
・
カ
ム
ク
ロ
ー
ン
紀
行
詩
』
の
一
部
に
見
ら
れ
る
発

想
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
『
誰
で
し
ょ
う
』（ใครหนอ

）
と
い
う
曲
で
あ
る
。

原
作
は
タ
イ
の
紀
行
詩
の
習
慣
に
従
っ
て
、
詩
人
が
恋
人
か
ら
離
れ
た
際

の
悲
し
み
や
愛
し
さ
を
嘆
く
内
容
を
中
心
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
詩
の
一

部
は
そ
の
気
持
ち
を
ど
う
し
て
も
表
現
し
き
れ
な
い
内
容
が
あ
り
、
そ
れ

は
『
誰
で
し
ょ
う
』
の
モ
チ
ー
フ
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、歌
詞
の
テ
ー

マ
は
男
女
の
恋
愛
話
で
は
な
く
、
次
の
通
り
親
子
の
愛
情
と
親
の
恩
に
変

え
ら
れ
た
。

 

　私
達
を
自
分
の
命
ほ
ど
愛
し
て
く
れ
る
の
は
誰
で
し
ょ
う
。

い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
ず
親
切
に
し
て
く
れ
る
の
は
誰
で
し
ょ
う
。

私
達
を
外
見
だ
け
で
な
く
、
愛
し
て
く
れ
る
の
は
誰
で
し
ょ
う
。

飽
き
ず
に
愛
し
続
け
て
、
傷
つ
け
な
い
の
は
、
誰
で
し
ょ
う
。

私
達
が
悲
し
ん
で
い
る
こ
と
を
心
配
し
て
く
れ
る
の
は
誰
で
し
ょ
う

私
達
を
ず
っ
と
慰
め
て
く
れ
た
の
は
誰
で
し
ょ
う
。

私
達
を
瞳
の
よ
う
に
愛
し
て
く
れ
る
の
は
誰
で
し
ょ
う
。

そ
の
愛
は
大
地
よ
り
も
空
よ
り
も
広
大
だ
。

こ
の
地
球
を
ペ
ン
と
し
て
、
空
を
紙
の
代
わ
り
に
し
て
、

全
て
の
海
水
を
イ
ン
ク
に
し
て
、
そ
の
恩
を
書
き
表
し
て
も
、
書
き
き

れ
は
し
な
い
。

私
達
を
自
分
の
命
ほ
ど
愛
し
て
く
れ
る
の
は
誰
で
し
ょ
う
。

肩
車
し
て
く
れ
た
の
は
誰
で
し
ょ
う
。（
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
）

四
つ
の
ス
ク
リ
ー
ン
が
あ
る
映
画
を
見
よ
う
と
誘
っ
て
く
れ
た
の
は
誰

で
し
ょ
う
。

分
か
っ
た
な
ら
、
た
め
ら
わ
ず
に
す
ぐ
親
孝
行
を
し
ま
し
ょ
う
。

　
下
線
部
は
文
学
作
品
に
よ
る
発
想
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
「
四
つ
の
ス

ク
リ
ー
ン
が
あ
る
映
画
」
と
は
蚊
帳
の
こ
と
を
指
す
。
蚊
帳
は
周
囲
が
四

面
で
囲
ま
れ
て
お
り
、
親
は
子
供
を
寝
か
せ
る
際
、
蚊
帳
の
中
に
入
り
、

子
供
に
映
画
を
見
よ
う
と
誘
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
す
る
。

し
か
し
、
現
在
、
網
戸
の
普
及
に
よ
っ
て
、
蚊
帳
を
使
う
家
庭
が
減
っ
て

い
る
の
で
、
こ
の
表
現
を
理
解
で
き
な
い
タ
イ
人
も
少
な
く
な
い
。

　
一
九
五
五
年
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
曲
は
ス
ラ
ポ
ン
・
ト
ー
ナ
ワ
ニ
ッ
ク

が
作
詞
・
作
曲
を
努
め
、サ
ワ
リ
ー
・
パ
カ
ー
パ
ン（
女
）が
歌
い
手
だ
っ
た
。

そ
れ
以
来
、
文
学
作
品
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
が
少

な
い
『
誰
で
し
ょ
う
』
は
、
母
の
日
の
定
番
曲
に
な
っ
て
い
る
。
タ
イ
人

な
ら
、
こ
の
曲
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
人
が
い
な
い
と
言
え
る
ほ
ど
、
今

で
も
非
常
に
有
名
な
曲
で
あ
る
。
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タ イ の 歌 謡 曲 に 姿 を 変 え た 伝 統 文 学 　 コ ー ス ィ ッ ト ・ テ ィ ッ プ テ ィ エ ン ポ ン /

S o m e T h ai P o p ul a r S o n g s f r o m Cl a s si c Lit e r at u r e, K o sit TI P TI E M P O N G

結 び　
歌 謡 曲 の 題 材 に な っ た の は 主 と し て 伝 統 文 学 で あ り 、 そ れ は

現 代 文 学 に は 見 ら れ な い 現 像 で あ る 。 現 在 、 伝 統 文 学 の 作 品 をモ チ ー フ と し た 新 曲 は ま だ 作 ら れ 続 け て い る の で 、 芸 術 局 が二 〇 〇 七 年 に 発 表 し た 六 十 七 曲 よ り 、 曲 の 数 は 多 く な っ た の に違 い な い 。 つ ま り 、 タ イ 人 は 伝 統 文 学 に 魅 了 さ れ 続 け て い ると 言 え る 。 そ れ に 、 嬉 し い こ と に 、 ユ ー チ ュ ー ブ の 到 来 に よ って 、 若 い 世 代 で も 五 〇 年 代 や 六 〇 年 代 の 曲 を 簡 単 に 聞 け る よ うに な り 、 文 学 作 品 由 来 の 曲 の 蘇 り に も 貢 献 し て い る 。　
こ の よ う に 上 記 の 代 表 的 な 曲 か ら 、 文 学 作 品 の 影 響 を 受 け た

曲 は 様 々 な 内 容 が あ る こ と が 分 か っ た 。  「 愛 」 は 主 な テ ー マ にな っ て い る 傾 向 に あ る が 、  「 愛 」 と 言 っ て も 、 色 々 な 種 類 が あり 、 少 な か ら ず こ こ で は 、 男 女 の 恋 、 愛 国 心 、 そ し て 親 子 間 の愛 情 と 親 孝 行 で あ る 。 更 に 挙 げ ら れ た 曲 の 中 に 、  『 恋 』 の よ うに 元 に な っ た 作 品 の 方 が よ く 知 ら れ る 曲 が あ れ ば 、  『 誰 で し ょう 』 の よ う に 曲 の 方 が 文 学 作 品 よ り 幅 広 く 知 ら れ て い る 曲 も ある 。 い ず れ に し て も 、 こ う 言 っ た 曲 は 、 歌 詞 と し て 利 用 さ れ てい る 言 葉 が 美 し く 、 比 喩 表 現 に 富 み 、 そ の 内 容 と 発 想 も 興 味 深い と 思 わ れ る か ら で あ る 。
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