
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
西
洋
の
音
楽

│
│
或
る
日
本
美
術
史
学
徒
の
独
言
│
│

永

田

雄
次
郎

は

じ

め

に

ウ
オ
ド
ペ
イ
ン
タ
ア

辞
画
家
と
い
う
評
は
屢
々
名
文
家
の
上
に
下
さ
れ
る
所
で
、
小
泉
氏
の
如
き
も
夙
に
此
の
褒
称
を
得
て
ゐ
た
ら
し
い
が
、
私
は
そ
れ

だ
け
で
は
足
ら
ぬ
や
う
に
思
っ
た
。
同
氏
の
筆
は
頗
る
音
楽
的
で
あ
る
。
平
仄
を
整
へ
る
と
も
な
く
、
韻
を
踏
む
と
も
な
く
、
語
調

が
お
の
づ
か
ら
其
の
物
の
声
に
な
っ
て
鳴
響
し
て
ゐ
る
⑴
。

坪
内
逍
遙
の
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ンL

afcadio
H

earn

（
一
八
五
〇
│
一
九
〇
四
）
評
で
あ
る
。
平
川
祐
弘
は
、「
耳
は
な
か
な

か
さ
と
い
人
」⑵
と
彼
に
つ
い
て
記
す
。
仙
北
谷
晃
一
は
、
論
文
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
音
楽
」
を
、「
ハ
ー
ン
は
東
大
で
の
講
義

『
音
楽
に
関
す
る
詩
』
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の
や
う
に
こ
と
わ
っ
て
い
る
」⑶
の
言
葉
を
も
っ
て
本
論
を
開
始
す
る
。

私
自
身
音
楽
の
こ
と
は
何
も
知
り
ま
せ
ん
│
│
単
に
勉
強
し
な
か
っ
た
と
い
ふ
だ
け
で
な
く
、
は
る
か
に
も
っ
と
重
要
な
も
の
、
音

楽
に
対
す
る
天
性
の
耳
が
欠
け
て
ゐ
る
か
ら
な
の
で
す
。
そ
の
天
賦
の
才
を
恵
ま
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
、
音
楽
の
勉
強
を
し
て
も
無
駄

と
い
ふ
も
の
で
す
（
以
下
略
）⑷

「
虫
の
音
楽
家In

sect-M
u

sician
s

」⑸
、「
蟬S

ém
i

」⑹
な
ど
鋭
敏
な
耳
に
反
応
す
る
虫
の
声
に
つ
い
て
記
し
た
エ
ッ
セ
イ
で
、
ハ
ー

一
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ン
の
「
音
」
に
対
す
る
深
い
理
解
を
得
る
こ
と
は
私
た
ち
に
も
可
能
で
あ
る
が
、「
音
楽
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
理
解
で
き
る
の
か
否

か
、
彼
自
身
の
問
い
か
け
で
も
あ
ろ
う
か
。
仙
北
谷
も
論
ず
る
よ
う
に
、
彼
は
音
楽
に
ま
っ
た
く
の
セ
ン
ス
を
欠
い
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
⑺
。
た
だ
、
書
か
れ
た
も
の
が
少
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。

一
方
、
坪
内
の
評
す
る
よ
う
に
、
彼
の
内
面
の
リ
ズ
ム
は
多
様
で
、
そ
の
文
体
は
「
画
の
六
法
」
の
第
一
の
「
気
韻
生
動
」
の
趣
も
あ

る
。こ

の
よ
う
な
ハ
ー
ン
の
音
、
音
楽
、
特
に
西
洋
の
音
楽
に
対
す
る
思
い
に
つ
い
て
先
学
の
研
究
の
助
け
を
借
り
て
論
述
す
る
の
が
本
稿

の
主
旨
で
あ
る
。
た
だ
し
、
筆
者
は
日
本
美
術
を
学
ぶ
も
の
で
あ
る
の
で
、
特
に
、
音
楽
に
つ
い
て
学
術
的
論
拠
を
示
す
こ
と
は
、
は
な

は
だ
覚
束
な
い
状
況
に
あ
る
。
多
く
は
ハ
ー
ン
の
著
作
や
彼
に
つ
い
て
の
研
究
者
の
記
述
を
引
用
す
る
こ
と
に
終
始
し
、
自
分
自
身
は
あ

ら
ぬ
方
に
そ
の
話
題
を
ふ
れ
回
る
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

㈠

ハ
ー
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
父
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
母
の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）、
日
本
に
来
る
ま
で
は
欧
米

で
生
活
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
西
洋
の
文
化
の
中
で
育
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
音
楽
に
お
い
て
も
西
洋
音
楽
を
聴

く
機
会
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
彼
は
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
渡
米
か
ら
来
日
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て

は
、
こ
と
に
、
ク
レ
オ
ー
ル
研
究
に
勤
し
ん
で
い
た
こ
と
が
多
く
、
ハ
ー
ン
の
音
楽
研
究
は
、
ま
ず
は
、
西
洋
の
伝
統
的
な
音
楽
と
、
エ

キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
ク
レ
オ
ー
ル
音
楽
に
分
け
て
考
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

来
日
後
は
、
日
本
で
の
生
活
の
中
で
の
音
楽
体
験
は
、
小
泉
節
子
『
思
い
出
の
記
』⑻
、
小
泉
一
雄
『
父
「
八
雲
」
を
憶
う
』⑼
な
ど
に

語
ら
れ
る
内
容
か
ら
類
推
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
日
本
に
お
け
る
ハ
ー
ン
の
音
楽
に
対
す
る
経
験
も
重
ね
合
わ
す
必
要
も
あ
る
だ

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
西
洋
の
音
楽

二



ろ
う
。彼

の
作
品
に
現
れ
る
い
わ
ゆ
る
正
統
、
あ
る
い
は
標
準
西
洋
音
楽
史
上
の
作
曲
家
に
つ
い
て
の
論
評
の
極
端
な
ま
で
の
少
な
さ
、
ま

た
、
従
っ
て
、
そ
れ
ら
作
曲
家
の
音
楽
作
品
を
演
奏
す
る
正
統
あ
る
い
は
標
準
あ
る
い
は
標
準
演
奏
家
へ
の
意
図
的
と
さ
え
思
わ
れ

る
無
関
心
ぶ
り
で
あ
る
。⑽

中
村
洪
介
の
指
摘
は
興
味
深
い
。
こ
れ
に
関
連
し
た
例
を
ハ
ー
ン
の
著
し
た
文
章
の
中
か
ら
選
び
出
し
て
み
よ
う
。

歌
劇
『
カ
ル
メ
ン
』
の
作
者
た
ち
│
│
無
論
、
作
曲
者
の
ビ
ゼ
ー
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
│
│
は
、
プ
ロ
ス
ペ
ル
・
メ

リ
メ
が
こ
の
悲
劇
的
な
物
語
の
主
題
を
た
い
そ
う
芸
術
的
な
筆
致
を
以
て
描
い
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。⑾

こ
の
箇
所
は
、
ビ
ゼ
ーG

eorges
B

izet

（
一
八
三
八
│
一
八
七
五
）
の
音
楽
よ
り
メ
リ
メP

rosper
M

erim
ée

（
一
八
〇
三
│
一
八

七
〇
）
の
文
学
に
よ
り
重
点
が
置
か
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
に
は
、
華
や
か
な
「
闘
牛
士
の
歌
」
や
、
妖
し
さ
に
満
ち
た
「
ハ
バ

ネ
ラ
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
魅
力
よ
り
も
、
ア
レ
ヴ
ィ
、
メ
イ
ヤ
ッ
ク
の
手
に
よ
る
劇
的
な
展
開
を
見
せ
る
台
本
よ
り
も
、
こ
の
歌
劇
の
根

本
に
あ
る
メ
リ
メ
の
小
説
の
迫
力
を
味
わ
う
こ
と
の
方
が
大
切
で
あ
っ
た
。「
闘
牛
士
の
歌
」
を
ま
っ
た
く
知
ら
な
か
っ
た
訳
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
。
お
そ
ら
く
は
、
口
ず
さ
む
こ
と
は
彼
に
出
来
た
し
、
そ
れ
な
り
の
興
味
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
論
ず

る
こ
と
に
し
よ
う
。

ビ
ゼ
ー
の
音
楽
よ
り
も
文
学
へ
の
傾
倒
の
姿
勢
は
、
ハ
ー
ン
の
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
時
代
の
仲
間
の
音
楽
評
論
家
ク
レ
ビ
ー
ルH

en
ry

E
d-

w
ard

K
reh

biel

（
一
八
五
四
│
一
九
二
三
）
宛
の
一
八
七
七
年
の
書
簡
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
仙
北
谷
も
同
様

の
指
摘
を
す
る
⑿
。

ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
は
時
と
し
て
、
優
れ
た
作
曲
家
と
同
様
に
す
ば
ら
し
い
小
説
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
才
覚
、
華
や
か
な
才
能
に

満
ち
あ
ふ
れ
た
も
の
で
、
あ
な
た
が
た
が
そ
れ
を
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
本
物
の
芸
術
の
冴
え
を
見
せ
る
。
そ
の

こ
と
は
、
私
が
あ
な
た
に
こ
こ
で
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
り
も
よ
り
楽
し
み
を
私
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
。（
一
八
七
七
年

ク
レ

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
西
洋
の
音
楽

三



ビ
ー
ル
宛
書
簡
）⒀

「
幻
想
交
響
曲
」
や
「
レ
ク
イ
エ
ム
」
で
有
名
な
ベ
ル
リ
オ
ー
ズH

ector
B

erlioz

（
一
八
〇
三
│
一
八
六
九
）
に
し
て
、
こ
の
よ
う

な
評
価
を
ハ
ー
ン
は
下
す
。
作
曲
家
以
上
に
文
学
者
へ
の
高
い
評
価
は
彼
の
音
楽
へ
の
無
関
心
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
判
断
す

る
の
に
は
、
も
う
少
し
他
の
作
曲
家
へ
の
眼
差
し
と
合
わ
せ
て
論
じ
る
べ
き
問
題
で
は
あ
ろ
う
。

ハ
ー
ン
と
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
関
連
の
著
述
か
ら
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
よ
う
。『
チ
タ
』
第
一
部
「
ダ
ー
ニ
エ
ル
ス
島
の
伝
説
」

の
一
節
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
ピ
ア
ノ
は
、
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
が
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
用
に
編
曲
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
ワ
ル
ツ
へ
の
誘
い
」
の
大
歓
喜
を
、
み

ご
と
な
ス
ウ
ィ
ン
グ
で
奏
で
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。⒁

「
ワ
ル
ツ
へ
の
誘
いl’In

vitation
à

la
V

alse

（
現
在
は
『
舞
踏
へ
の
勧
誘
』
と
題
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
）」
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ーC

arl

M
aria

von
W

eber

（
一
七
八
六
│
一
八
二
六
）
の
ピ
ア
ノ
曲
を
原
曲
と
し
、
ベ
ル
リ
オ
ー
ズ
が
管
弦
楽
曲
と
し
て
編
曲
し
た
も
の
を

耳
に
す
る
こ
と
が
多
い
。
ハ
ー
ン
は
そ
の
事
情
も
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
ピ
ア
ノ
で
演
奏
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
オ

リ
ジ
ナ
ル
な
楽
曲
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
彼
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
い
の
か
ど
う
か
も
興
味
深
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
ピ
ア
ノ
が
楽
曲

を
「
み
ご
と
な
ス
ウ
ィ
ン
グ
で
奏
で
て
い
るm

arvelou
s

m
u

sical
sw

in
g!

」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
ワ
ル
ツ
の
リ
ズ
ム
感

を
体
現
す
る
ハ
ー
ン
の
姿
が
見
え
る
。
彼
の
音
楽
に
対
す
る
高
い
理
解
度
が
示
さ
れ
て
も
い
る
。
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
生
じ
て

き
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
今
少
し
の
時
間
を
要
す
る
。

㈡

ハ
ー
ン
の
音
楽
に
関
す
る
無
関
心
に
つ
い
て
考
察
す
る
時
、
高
名
な
作
曲
家
ワ
ー
グ
ナ
ーR

ich
ard

W
agn

er

（
一
八
一
三
│
一
八
八

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
西
洋
の
音
楽

四



三
）
の
楽
曲
は
、
な
か
な
か
に
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
ハ
ー
ン
は
一
八
八
二
年
六
月
一
三
日
『
タ
イ
ム
ズ
・
デ
モ
ク
ラ
ッ
トT

h
e

T
im

es-D
em

ocrat

』
に
「
ワ
ー
グ
ナ
ー
崇
拝
者W

agn
erian

」
な
る
記
事
を
書
い
た
。「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
指
環
」D

er
R

in
g

des

N
ibelu

n
gen

第
二
夜
「
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
トS

iegfried

」
の
刀
鍛
冶
の
場
に
つ
い
て
の
内
容
で
あ
る
。

こ
う
し
て
剣
が
鍛
え
ら
れ
、
恐
る
べ
き
狂
暴
漢
は
頭
上
に
剣
を
振
り
か
ざ
し
て
鉄
床
を
一
撃
の
も
と
に
打
ち
砕
く
│
│
ハ
ハ
イ
！
ホ

ホ
ー
！

無
論
、
物
語
だ
け
で
な
く
、
音
楽
も
魔
術
的
で
あ
る
。
だ
が
、
音
楽
は
さ
て
お
い
て
、
こ
の
剣
の
歌
に
は
、
こ
の
歌
に
霊
感
を
与

え
た
古
代
北
欧
の
歌
人
に
ふ
さ
わ
し
い
気
品
が
備
わ
っ
て
い
る
。⒂

中
村
洪
介
も
論
じ
る
よ
う
に
、
音
楽
は
「
さ
て
お
か
れ
」⒃
、
古
代
北
欧
の
文
学
に
ハ
ー
ン
の
楽
し
み
は
向
け
ら
れ
て
い
る
。「
ド
イ
ツ

の
神
話
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
不
気
味
で
奔
放
な
空
想
に
満
ち
溢
れ
て
い
て
、
心
が
奪
わ
れ
る
」⒄
と
の
記
事
も
見
え
る
。
神
話
│
│
ハ

ー
ン
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
も
っ
と
も
働
く
分
野
で
あ
る
。
古
代
へ
の
憧
憬
が
、「
神
話
の
世
界
に
登
場
す
る
超
自
然
の
生
き
物
」⒅
へ

の
憧
れ
と
な
っ
て
ハ
ー
ン
の
幻
想
を
生
き
生
き
と
さ
せ
る
。
た
と
え
、
音
楽
が
い
か
に
優
れ
て
い
よ
う
と
も
、
彼
の
幻
想
は
文
学
的
な
も

の
を
第
一
に
す
る
あ
ま
り
、
音
楽
と
の
有
機
的
な
結
び
つ
き
は
不
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ワ
ー
グ
ナ
ー
と
ハ
ー
ン
に
つ
い
て
語
る
時
、
来
日
後
親
交
を
保
っ
た
東
京
帝
国
大
学
で
長
く
教
鞭
を
執
る
こ
と
に
な
る
チ
ェ
ン
バ
レ
ン

B
asil

H
all

C
h

am
berlain

（
一
八
五
〇
│
一
九
三
五
）
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。
ハ
ー
ン
の
文
学
を
称
讃
し
、
自
身
の
研
究

の
為
の
彼
の
資
料
収
集
の
助
け
を
感
謝
し
、
後
年
、
自
著
『
日
本
事
物
誌T

h
in

gs
Japan

ese

』
第
六
版
⒆
で
ハ
ー
ン
に
対
す
る
痛
烈
な

人
物
評
価
を
公
に
し
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
熱
烈
な
ワ
ー
グ
ナ
ー
称
讃
者
（
ワ
グ
ネ
リ
ア
ン
）
で
あ
っ
た
。
ハ
ー
ン
と
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
関

係
に
つ
い
て
は
拙
稿
に
も
記
し
た
が
⒇
、
両
者
の
往
復
書
簡
の
中
で
、
一
八
九
〇
年
一
一
月
一
八
日
付
の
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
宛
の
手
紙
の
中

に
、
ハ
ー
ン
は
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
音
楽
に
つ
い
て
自
身
の
心
の
内
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

わ
た
く
し
は
正
直
に
告
白
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
じ
つ
は
、
わ
た
く
し
は
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
真
価
を
理
解
で
き
ず
に
い
る
者
の

ラ
フ
カ
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一
人
で
あ
り
、
ま
た
、
わ
た
く
し
は
、
い
つ
聴
い
て
も
、
未
開
種
民
族
の
音
楽
に
し
た
た
か
感
動
し
、
か
つ
そ
れ
に
魅
力
を
お
ぼ
え

続
け
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
わ
た
く
し
は
、
ア
フ
リ
カ
の
音
楽
や
ス
ペ
イ
ン
語
圏
ア
メ
リ
カ
の
旋
律
に
、
す
っ
か
り
酔
わ
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。（
一
八
九
〇
年
一
一
月
一
八
日

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
宛
書
簡
）21

こ
の
手
紙
が
、
ハ
ー
ン
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
音
楽
へ
の
認
識
に
つ
い
て
明
確
に
語
っ
て
い
る
証
左
と
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
八
九
〇
年

は
ハ
ー
ン
来
日
の
年
で
あ
り
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
、
自
分
よ
り
前
に
日
本
に
住
す
る
偉
大
な
学
者
と
し
て
素
直
に
尊
敬
の
念
を
抱
い
て
い

る
。
否
、
ハ
ー
ン
は
い
つ
も
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
に
は
従
順
で
あ
り
続
け
た
。
ワ
ー
グ
ナ
ー
に
つ
い
て
語
る
ハ
ー
ン
の
言
葉
に
真
実
が
見
え

る
。
当
時
は
、
日
本
へ
の
熱
が
上
昇
し
な
が
ら
も
、
ア
メ
リ
カ
、
ク
レ
オ
ー
ル
へ
の
情
熱
も
い
ま
だ
冷
め
や
ら
ぬ
時
で
も
あ
っ
た
。

次
の
言
葉
に
注
目
す
る
。
ア
フ
リ
カ
、
ス
ペ
イ
ン
語
圏
ア
メ
リ
カ
の
「
旋
律
」
に
ハ
ー
ン
が
酔
い
痴
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
ウ
ェ
ー
バ

ー
の
「
舞
踏
へ
の
勧
誘
」
を
、「
み
ご
と
な
ス
ウ
ィ
ン
グ
で
奏
で
て
い
る
」22
と
記
し
た
箇
所
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
み
よ
う
。
彼
は
西
洋

音
楽
の
三
要
素
と
も
呼
ば
れ
る
、
㈠
旋
律
（
メ
ロ
デ
ィ
ー
）
㈡
拍
子
（
リ
ズ
ム
）、
㈢
和
声
（
ハ
ー
モ
ニ
ー
）
の
中
で
、
㈠
、
㈡
に
つ
い

て
は
充
分
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
な
ぜ
、「
音
楽
に
対
す
る
天
性
の
耳
が
欠
け
て
ゐ
る
」23
と
ハ
ー
ン
は
自
己
を

語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
な
る
と
、
欠
け
て
い
る
も
の
は
、
㈢
の
和
声
（
ハ
ー
モ
ニ
ー
）
と
決
論
づ
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
か
。

ワ
ー
グ
ナ
ー
の
音
楽
の
魅
力
を
中
村
は
、「
そ
の
魔
術
的
な
音
楽
に
あ
る
こ
と
は
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
」24
と
記
す
。
ワ
ー
グ
ナ
ー
の

音
楽
に
心
を
奪
わ
れ
る
大
き
な
要
因
を
、
あ
の
眩
し
く
幅
広
い
音
の
う
ね
り
、
ま
さ
に
彼
独
自
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
坩
堝
の
中
に
心
身
と
も

に
委
ね
る
陶
酔
感
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
和
声
感
を
体
験
で
き
な
い
自
分
は
、
伝
統
的
な
西
洋
音
楽
、
さ
ら
に

は
十
九
世
紀
音
楽
界
の
中
心
的
存
在
の
一
人
で
あ
る
ワ
ー
グ
ナ
ー
を
理
解
で
き
な
い
と
い
う
ハ
ー
ン
の
言
葉
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
世
間
も
ハ
ー
ン
を
そ
の
よ
う
に
評
す
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

他
方
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
し
て
教
養
あ
る
教
育
を
受
け
、
気
位
の
高
い
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
は
、
西
洋
音
楽
文
化
の
象
徴
た
る
ワ
ー
グ
ナ
ー
を

当
然
の
も
の
と
受
け
容
れ
る
。
権
威
主
義
と
在
野
精
神
の
間
隙
│
│
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
ハ
ー
ン
へ
の
一
種
の
侮
蔑
の
心
が
涌
き
上
が
っ
た
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の
で
あ
ろ
う
。

大
卓
子
を
退
け
て
、「
金
比
羅
船
々
追
手
に
帆
か
け
て
シ
ュ
ー
ラ
、
シ
ュ
、
シ
ュ
、
シ
ュ
！
」
を
歌
い
な
が
ら
、
畳
の
縁
を
踏
ん
で

の
鬼
ゴ
ッ
コ
を
し
て
遊
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
父
も
喜
ん
で
加
わ
り
ま
し
た
。
父
は
子
供
等
の
歌
っ
て
い
る
軍
歌
や

唱
歌
な
ら
大
概
覚
え
て
歌
い
ま
し
た
が
、
こ
の
金
比
羅
は
特
に
上
手
で
し
た
。
し
か
し
父
の
歌
う
の
は
ま
る
で
四
、
五
歳
く
ら
い
の

幼
児
が
歌
う
よ
う
な
あ
ど
け
な
い
ア
ク
セ
ン
ト
で
、
陰
で
聞
い
て
い
る
と
、
と
て
も
半
白
頭
の
お
父
様
と
は
受
け
取
れ
ぬ
ほ
ど
、
誠

に
可
愛
ら
し
い
も
の
で
し
た
。25

我
が
子
と
戯
れ
る
楽
し
さ
の
み
で
な
く
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
、
リ
ズ
ム
に
溢
れ
た
身
近
な
音
楽
を
楽
し
む
ハ
ー
ン
の
姿
が
そ
こ
に
あ
る
。
ベ

ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
強
固
な
構
成
に
基
づ
い
た
交
響
曲
や
、
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
神
話
を
壮
大
な
楽
音
の
う
ね
り
の
中
に
描
き
出
し
た
ワ
ー
グ

ナ
ー
の
楽
曲
に
お
け
る
和
声
的
展
開
に
身
を
置
く
こ
と
を
苦
手
に
し
た
以
外
、
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
、
リ
ズ
ム
に
は
鋭
く
反
応
し
た
よ
う
に

思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。㈢

ビ
ゼ
ー
の
音
楽
よ
り
も
メ
リ
メ
の
小
説
の
文
学
性
を
重
視
し
た
「
カ
ル
メ
ンC

arm
en

」
評
で
は
あ
っ
た
が
、
ハ
ー
ン
は
「『
カ
ル
メ

ン
』
の
音
楽
は
、
世
界
じ
ゅ
う
い
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
手
風
琴
に
よ
っ
て
す
で
に
海
外
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
」26
と
も
書
き
記
す
。
ビ

ゼ
ー
の
偉
大
な
オ
ペ
ラ
「
カ
ル
メ
ン
」
全
体
で
は
な
く
、「
闘
牛
士
の
歌
」
な
ど
の
ア
リ
ア
の
有
名
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
手
ま
わ
し
風
琴

（B
arrel-O

rgan

）
に
よ
っ
て
多
く
の
庶
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
状
況
へ
の
優
し
い
眼
差
し
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
メ
ロ
デ
ィ
ー
へ

の
愛
着
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
デ
ィG

iu
seppe

V
erdi

（
一
八
一
三
│
一
九
〇
一
）
や
ル
コ
ッ
クC

h
arles

L
ecoqu

（
一
八
三
二
│
一
九

一
八
）
の
愛
ら
し
い
作
品
を
、
彼
ら
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
人
に
伝
え
歩
く
手
ま
わ
し
風
琴
の
役
目
の
重
要
さ
を
知
ら
せ
て
い
る
。
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手
ま
わ
し
風
琴
は
、
こ
う
し
た
人
々
に
無
学
の
者
が
聞
い
た
こ
と
す
ら
な
い
悲
劇
に
よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
た
旋
律
を
教
え
、
フ
ラ
ン
ス

や
イ
タ
リ
ア
に
つ
い
て
は
皆
目
知
ら
な
い
人
々
に
フ
ラ
ン
ス
的
な
陽
気
と
神
秘
的
な
イ
タ
リ
ア
の
憂
愁
の
魅
力
を
教
え
る
の
で
あ

る
。27

手
ま
わ
し
風
琴
は
、
ル
コ
ッ
ク
の
オ
ペ
レ
ッ
タ
「
ア
ン
ゴ
ッ
ト
夫
人
の
娘L

a
F

ille
de

M
adam

e
A

n
got

」
の
「
序
曲
」
や
第
二
幕

冒
頭
の
合
唱
曲
「
誰
も
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
うN
on

,
person

n
e

n
e

pou
rra

croire

」、
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
「
椿
姫L

a

T
raviata

」
の
「
第
一
幕
へ
の
前
奏
曲
」
や
ヴ
ィ
オ
レ
ッ
タ
の
ア
リ
ア
「
あ
あ
、
そ
は
か
の
人
かA

h
,

fors’è
lu

i
ch

e
l’an

im
a

」
の

メ
ロ
デ
ィ
ー
な
ど
を
奏
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ハ
ー
ン
は
続
け
る
。

大
都
市
に
住
む
者
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
偉
大
な
音
楽
家
た
ち
の
作
品
を
耳
に
す
る
。
無
論
、
有
名
な
歌
手
の
肉
声
で
聴
く
時
の
よ
う

に
我
を
忘
れ
て
引
き
込
ま
れ
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
し
か
し
手
ま
わ
し
風
琴
の
演
奏
で
聴
い
て
も
充
分
に
心
を
動
か
さ

れ
る
。
こ
う
し
て
作
曲
者
は
名
を
知
ら
れ
ぬ
ま
ま
、
作
曲
し
た
音
楽
の
方
は
世
界
じ
ゅ
う
津
々
浦
々
に
ま
で
広
ま
っ
て
い
る
。28

「
芸
術
界
を
相
手
」29
に
、「
き
ら
び
や
か
な
歌
劇
場
で
名
声
を
博
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
」30
音
楽
家
の
自
尊
心
に
支
え
ら
れ
た
活
動

と
は
逆
の
方
向
に
行
く
よ
う
に
、
音
楽
が
メ
ロ
デ
ィ
ー
（
ひ
と
節
）
を
も
っ
て
様
々
な
階
級
の
人
々
の
間
に
広
が
っ
て
い
く
こ
と
に
ハ
ー

ン
は
心
が
動
い
て
い
る
。（
た
と
え
、
手
ま
わ
し
風
琴
に
よ
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
付
随
す
る
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
ハ
ー
ン
は
哀
愁
と
感
じ
て
い
て

も
）彼

が
一
見
、
偉
大
と
も
称
せ
ら
れ
る
音
楽
に
対
し
て
無
関
心
を
装
う
の
は
、
こ
の
音
楽
家
と
教
養
あ
る
聴
衆
の
間
に
存
在
す
る
一
種
の

ス
ノ
ビ
ズ
ム
へ
の
嫌
悪
感
に
基
づ
く
と
は
考
え
過
ぎ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
名
も
無
き
庶
民
が
、
作
曲
家
は
誰
と
知
ら
ず
と
も
、
そ

の
愛
ら
し
い
、
切
々
た
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
身
構
え
る
こ
と
な
く
接
す
る
姿
を
喜
ぶ
。
在
野
の
人
、
ハ
ー
ン
の
面
目
躍
如
た
る
思
い
が
す

る
。
彼
は
本
質
的
に
は
、
音
楽
に
無
関
心
な
の
で
は
な
い
。
音
楽
を
理
解
す
る
力
も
欠
如
し
て
い
な
い
。
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㈣

ハ
ー
ン
は
来
日
後
、
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
一
〇
月
、
京
都
遷
都
千
百
周
年
祭
を
見
学
す
る
た
め
に
京
都
を
訪
れ
て
い
る
。
そ
の

時
、
西
洋
風
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
食
事
を
摂
る
こ
と
に
な
っ
た
。
室
内
で
壊
れ
か
け
た
古
風
な
「
蓄
音
機h

eroph
on

e

」
と
「
穴
の
あ
い

た
盤perforated

m
u

sical
selection

」
を
発
見
し
た
。

旧
式
蓄
音
機
は
、
少
し
の
間
ざ
あ
ざ
あ
鳴
っ
た
り
、
う
な
っ
た
り
、
ご
う
ご
う
と
音
を
立
て
た
り
し
て
い
た
が
、
す
す
り
泣
き
の
よ

う
に
な
り
、
再
び
ご
う
ご
う
言
う
と
、
あ
と
は
沈
黙
し
て
し
ま
っ
た
。「
コ
ル
ネ
ヴ
ィ
ル
の
鐘
」
な
ど
他
の
曲
を
い
ろ
い
ろ
試
し
て

み
た
が
、
ど
れ
を
か
け
て
も
聞
こ
え
て
く
る
雑
音
は
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。31

手
ま
わ
し
風
琴
で
は
な
く
、
旧
式
蓄
音
機
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
で
聴
こ
う
と
し
た
「
コ
ル
ネ
ヴ
ィ
ル
の
鐘
」
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
曲

家
プ
ラ
ン
ケ
ッ
トR

obert
P

lan
qu

ette

（
一
八
四
八
│
一
九
〇
三
）
の
オ
ペ
レ
ッ
タ
「
コ
ル
ヌ
ヴ
ィ
ル
の
鐘L

es
cloch

es
de

C
or-

n
eville

」
中
の
漁
師
グ
レ
ニ
シ
ョ
ー
が
歌
う
「
波
を
け
りV

a,
petit

m
ou

sse

」
で
あ
っ
た
ろ
う
。
本
曲
の
中
で
こ
の
ア
リ
ア
の
人
気

は
特
に
高
く
、
後
に
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
浅
草
オ
ペ
ラ
で
上
演
さ
れ
て
か
ら
日
本
に
も
広
ま
り
、
歌
手
田
谷
力
三
（
一
八
九
九
│

一
九
八
八
）
は
時
代
の
寵
児
と
な
っ
た
。

ハ
ー
ン
は
、
な
ぜ
、
こ
の
曲
を
旧
式
の
蓄
音
機
で
聴
こ
う
と
し
た
の
か
。
他
に
目
ぼ
し
い
曲
が
そ
こ
に
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

だ
が
、
彼
の
眼
と
心
が
西
洋
音
楽
の
有
名
曲
に
ほ
ん
の
少
し
動
い
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
彼
は
語
り
続
け
る
。

こ
の
体
験
に
は
、
名
状
し
難
い
、
奇
妙
な
も
の
悲
し
さ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ど
う
し
て
そ
ん
な
場
違
い
な
、
ま
る
で
哀
れ
な
追
放
の

身
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
な
様
子
、
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
様
子
に
見
え
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
日
本
に
住
ん
だ
こ
と
の
あ
る
人

で
は
な
く
て
は
わ
か
る
は
ず
が
な
い
。
調
和
の
と
れ
た
西
洋
の
音
楽
も
、
平
均
的
な
日
本
人
の
耳
に
は
こ
れ
と
同
じ
た
だ
の
雑
音
に
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す
ぎ
な
い
の
だ
。32

こ
こ
で
、「
場
違
い
」
を
、
手
ま
わ
し
風
琴
よ
り
は
原
曲
演
奏
に
近
い
雰
囲
気
を
持
ち
合
わ
せ
る
旧
式
蓄
音
機
の
存
在
と
と
も
に
、
日

本
人
に
と
っ
て
の
西
洋
音
楽
の
受
容
そ
の
も
の
の
中
に
存
在
す
る
と
ハ
ー
ン
は
結
論
づ
け
て
い
る
。注
目
す
べ
き
は
、原
文
の「O

u
r

h
ar-

m
on

ized
W

estern
m

u
sic

」
を
「
調
和
の
と
れ
た
西
洋
の
音
楽
」
と
翻
訳
し
て
い
る
点
で
あ
る
。h

arm
on

ized

は
「
調
和
す
る
」
の

意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。「
調
和
音
を
加
え
る
」
あ
る
い
は
「
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
つ
け
て
歌
う
」
と
の
、
も
う
少
し
音
楽
学
的
な
意
味
が
加

わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
、
ハ
ー
ン
は
西
洋
音
楽
が
メ
ロ
デ
ィ
ー
、
リ
ズ
ム
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
か
ら
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
の
推
論
を
す
で
に
示
し
た
。
そ
れ
に
従
う
と
、「O

u
r

h
arm

on
ized

W
estern

m
u

sic

」
は
、「
和
声
を
伴
っ
た
西
洋
音
楽
」
と
の
解

釈
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
て
く
る
。
穿
ち
過
ぎ
と
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
が
、
そ
の
和
声
を
伴
な
う
厚
い
響
き
の
西
洋
音

楽
は
日
本
人
に
は
雑
音
に
聞
こ
え
る
と
彼
は
語
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

来
日
し
て
五
年
が
経
つ
と
、
本
来
、
和
声
的
興
味
が
欠
如
し
て
い
る
と
自
覚
す
る
ハ
ー
ン
の
耳
は
、
三
味
線
を
爪
弾
く
か
の
如
き
日
本

人
の
音
楽
に
も
同
化
し
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
日
本
人
独
自
の
音
楽
へ
の
感
覚
が
彼
に
備
わ
り
始
め
た
と
も
い
う
べ
き
か
。
そ
れ
と

も
、
彼
の
耳
は
日
本
人
の
そ
れ
に
近
い
こ
と
を
自
認
し
た
の
だ
ろ
う
か
。「
コ
ル
ヌ
ヴ
ィ
ル
の
鐘
」
の
ア
リ
ア
の
名
を
見
て
「
西
洋
」
と

い
う
地
域
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
既
知
の
調
べ
に
漂
わ
せ
な
が
ら
、
西
洋
音
楽
を
よ
り
遠
ざ
け
る
ハ
ー
ン
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
ゆ

く
感
が
す
る
。
彼
に
も
西
洋
の
音
楽
が
雑
音
に
聞
こ
え
出
す
の
か
。
そ
の
彼
が
、
独
特
の
響
き
の
中
に
旋
律
を
奏
で
る
雅
楽
を
聴
い
た

後
、
い
か
な
る
感
想
を
述
べ
る
の
か
、
興
味
は
広
が
っ
て
く
る
。

ハ
ー
ン
と
日
本
人
の
耳
、
日
本
音
楽
に
つ
い
て
は
、
時
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
本
稿
は
、
対
象
を
あ
く
ま
で
も
西
洋
の
音

楽
に
留
め
て
お
く
。

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
西
洋
の
音
楽
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ハ
ー
ン
の
異
国
趣
味
は
、
中
国
、
日
本
と
い
っ
た
東
洋
に
向
か
う
前
は
、
ク
レ
オ
ー
ル
文
化
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ク

レ
オ
ー
ル
と
は
何
か
。『
広
辞
苑
』
に
、「
本
国
で
は
な
く
、
中
南
米
や
カ
リ
ブ
海
の
植
民
地
生
れ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
、
特
に
ス
ペ
イ
ン
人

の
称
。
ク
リ
オ
ー
リ
ョ
」
と
あ
る
が
、
平
川
祐
弘
は
、「
か
つ
て
植
民
地
大
国
だ
っ
た
国
の
言
語
文
化
と
先
住
民
の
言
語
文
化
が
混
淆
現

象
を
起
こ
し
た
結
果
生
ま
れ
た
」33
ク
レ
オ
ー
ル
語
を
話
す
人
を
、「
人
種
の
別
、
支
配
者
・
被
支
配
者
の
別
な
く
ク
レ
オ
ー
ル
人
と
呼
ぶ

言
い
方
が
、
近
年
は
黒
人
の
側
か
ら
の
い
わ
ば
所
有
権
回
復
後
の
自
己
主
張
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
そ
れ
が
定
着
し
つ
つ
あ

る
」34
こ
と
を
理
由
に
定
義
の
広
が
り
を
提
承
す
る
。

イ
ギ
リ
ス
と
ギ
リ
シ
ア
の
血
が
混
じ
り
合
っ
た
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
、
新
大
陸
、
カ
リ
ブ
海
諸
島
に
お
い
て
、
ス
ペ
イ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
と

原
地
の
血
の
混
淆
す
る
豊
か
な
文
化
に
は
親
し
み
を
覚
え
た
と
思
わ
れ
る
。
ハ
ー
ン
の
新
聞
記
者
仲
間
ク
レ
ビ
ー
ル
に
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
で

学
ん
だ
ク
レ
オ
ー
ル
文
化
の
地
、
と
り
わ
け
、
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
ク
島
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
は
、
ま
さ
に
、
彼
の
異
国

趣
味
を
満
足
さ
せ
る
に
最
適
の
地
で
あ
っ
た
。

「
と
き
に
は
深
夜
の
火
事
の
帰
途
、
自
衛
消
防
夫
の
連
中
が
み
ん
な
、『
ア
ン
ゴ
ッ
ト
夫
人
の
娘
』
か
ら
取
っ
た
し
ゃ
れ
た
メ
ロ
デ
ィ
ー

に
の
せ
て
陽
気
な
リ
フ
レ
イ
ン
を
歌
っ
て
い
く
の
を
耳
に
す
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」35
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
の
町
を
、
ハ

ー
ン
と
今
夜
こ
の
地
を
出
立
す
る
と
い
う
ス
ペ
イ
ン
の
声
楽
家
ジ
ョ
ア
ン
・
ゲ
レ
ロ
・
マ
ル
ケ
ズ
は
歩
い
て
い
た
。
声
楽
家
は
こ
の
地
で

歌
劇
を
見
た
と
い
う
。
ハ
ー
ン
も
一
度
そ
の
声
を
聞
い
て
み
た
い
と
心
を
動
か
す
。

そ
の
と
き
、
い
き
な
り
町
角
の
オ
ル
ガ
ン
が
、
歌
劇
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
の
な
か
の
一
節
│
│
兵
隊
た
ち
の
頌
栄
合
唱
を
ひ
き
出
し

た
。「
あ
あ
！
ぼ
く
、
あ
す
こ
は
大
好
き
だ
な
」
か
れ
は
そ
う
呟
く
と
、
い
き
な
り
勇
し
い
節
が
、
豊
か
な
深
い
声
調
で
、
大
オ
ル
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ガ
ン
の
黄
金
の
和
響
の
ご
と
く
、
か
れ
の
唇
か
ら
朗
々
と
流
れ
で
て
き
た
。
時
間
に
す
れ
ば
、
ほ
ん
の
そ
れ
は
束
の
間
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
束
の
間
の
間
を
子
供
た
ち
は
踊
り
を
や
め
、
通
行
く
人
は
足
を
と
め
て
こ
ち
ら
を
ふ
り
向
き
、
妖
し
い
ま
で
に
み
ご

と
な
そ
の
声
に
、
思
わ
ず
我
を
忘
れ
た
。36

美
し
く
、
印
象
的
な
情
景
が
現
わ
れ
た
。
グ
ノ
ーC

h
arels

G
ou

n
od

（
一
八
一
八
│
一
八
九
三
）
作
曲
の
歌
劇
「
フ
ァ
ウ
ス
ト

F
au

st

」
第
四
幕
で
歌
わ
れ
る
「
兵
士
の
合
唱G

loire
im

m
ortelle

」
で
あ
っ
た
。
素
朴
な
町
角
の
オ
ル
ガ
ン
（
手
風
琴
）
を
聴
い
た

声
楽
家
が
町
の
中
で
、
朗
々
と
歌
い
始
め
る
。
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々
の
驚
き
と
喜
び
が
、
宮
沢
賢
治
も
好
ん
だ
で
あ
ろ
う
、
あ
の

勇
壮
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
と
も
に
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
音
楽
に
愛
着
を
感
じ
て
人
々
は
歓
喜
す
る
。
美
し
い
響
き
が
町
に
行
き
わ
た
っ
た

が
、
こ
の
町
、
そ
れ
は
ハ
ー
ン
の
称
讃
す
る
ク
レ
オ
ー
ル
文
化
の
横
溢
す
る
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
で
あ
っ
た
。
愛
す
る
町
に
お
い
て
は
、

歌
劇
へ
の
理
解
度
云
々
を
遙
か
に
超
え
て
、
西
洋
音
楽
の
名
曲
は
、
大
オ
ル
ガ
ン
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
も
苦
手
で
あ
る
こ
と
を
一
瞬
忘
れ
て
、

よ
り
美
し
さ
を
増
し
て
望
外
の
音
響
と
な
っ
て
彼
の
耳
に
届
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
は
、
彼
の
異
国
趣
味
を
満
足
さ
せ

る
土
地
へ
の
憧
れ
が
、
ま
ず
、
先
に
立
つ
。

彼
は
、
こ
の
地
で
、
昔
華
や
か
な
り
し
歌
劇
場
の
光
景
の
幻
も
見
る
。
一
八
七
八
年
頃
、「
町
は
活
力
が
衰
え
、
朽
ち
、
崩
れ
つ
つ
あ

る
│
│
ゆ
る
や
か
で
あ
る
が
確
実
に
」37
と
、
こ
の
町
の
荒
廃
を
嘆
く
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ト
の
眼
に
往
時
の
ブ
ル
ボ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ト
の
フ

ラ
ン
ス
風
劇
場
の
風
情
が
甦
っ
て
く
る
。

時
折
、
熱
帯
の
月
の
光
の
差
す
夜
に
こ
の
建
物
が
作
る
く
っ
き
り
と
し
た
影
の
も
と
を
通
る
と
き
、
内
部
で
は
「
ド
ン
・
ジ
ョ
バ
ン

ニ
」
や
「
マ
ー
ザ
ー
ニ
ェ
ロ
ー
」
の
幻
の
公
演
が
幻
の
聴
衆
を
相
手
に
行
わ
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
。38

そ
し
て
、「
も
し
誰
か
が
一
瞬
扉
を
開
け
よ
う
と
さ
え
す
れ
ば
、
幻
の
壮
麗
さ
を
」39
見
る
思
い
が
す
る
と
述
懐
す
る
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト

W
olfgan

g
A

m
adeu

s
M

ozart

（
一
七
五
六
│
一
七
九
一
）
の
歌
劇
「
ド
ン
・
ジ
ョ
バ
ン
ニD

on
G

iovan
n

i

」
か
ら
、「
カ
タ
ロ
グ
の

歌M
adam

in
a,

il
catologo

è
qu

esto

」
を
歌
う
レ
ポ
レ
ロ
、
ド
ン
・
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
ツ
ェ
ル
リ
ー
ナ
を
誘
惑
す
る
シ
ー
ン
が
仄
か
に
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見
え
出
し
、
オ
ー
ベ
ー
ルD

an
iel-F

ran
çois-E

sprit
A

u
ber

（
一
七
八
二
│
一
八
七
一
）
の
歌
劇
「
ポ
ル
テ
ィ
チ
の
も
の
言
わ
ぬ
娘

L
a

m
u

ette
de

P
ortici

別
名
マ
サ
ニ
ェ
ー
ロM

asan
iello

」
の
あ
の
明
る
い
「
序
曲
」
が
流
れ
始
め
る
。「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
の
場
面
と

同
様
に
、
こ
こ
ク
レ
オ
ー
ル
文
化
の
中
心
地
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
で
は
、
美
し
い
絵
画
的
幻
想
と
、
彼
が
不
得
意
と
意
識
し
た
音
楽
が

見
事
に
結
合
し
て
い
る
。
ハ
ー
ン
は
一
つ
の
楽
し
み
と
し
て
西
洋
音
楽
を
心
か
ら
受
容
す
る
の
で
あ
る
。
異
国
趣
味
の
中
に
見
る
伝
統
、

来
日
直
前
ま
で
、
ハ
ー
ン
の
心
に
あ
っ
た
か
な
り
熱
い
想
い
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

㈥

ク
レ
オ
ー
ル
文
化
と
い
う
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
の
異
国
趣
味
は
、
や
は
り
西
洋
的
な
思
想
・
感
覚
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
よ
う
。
こ
の
文

化
に
魅
せ
ら
れ
な
が
ら
過
ご
し
た
ア
メ
リ
カ
、
カ
リ
ブ
海
の
島
に
関
係
す
る
音
楽
家
で
、
彼
が
も
っ
と
も
影
響
を
受
け
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
兼

作
曲
家
は
、
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
ク
（
ゴ
ッ
チ
ョ
ー
ク
、
ガ
チ
ョ
ー
ク
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
方
が
英
語
の
発
音
に
近
い
）L

ou
s

M
oreau

G
ottsh

alk

（
一
八
二
九
│
一
八
六
九
）
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
揺
籃
期
の
作
曲
家
と
さ
れ
る
彼
は
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ

ン
ズ
に
生
ま
れ
た
。
ベ
ル
リ
ン
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
に
留
学
、
パ
リ
に
も
学
ん
だ
が
、
そ
の
音
楽
は
、
当
時
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
西
洋

音
楽
と
は
異
な
っ
て
い
た
。

彼
が
生
地
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
の
雰
囲
気
│
│
ア
メ
リ
カ
的
と
い
う
よ
り
も
「
ク
リ
オ
ー
ル
」
的
で
南
国
風
の
雰
囲
気
│
│
を
取
り

込
ん
で
作
曲
し
た
ピ
ア
ノ
小
曲
は
、
シ
ョ
パ
ン
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
民
族
音
楽
に
想
を
得
て
書
い
た
音
楽
と
同
列
に
受
け
取
ら
れ
、
ア

メ
リ
カ
を
代
表
す
る
作
品
と
み
な
さ
れ
た
。40

奥
田
恵
二
の
こ
の
評
価
は
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
ク
の
特
質
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
。
彼
の
楽
曲
は
「
ト
ロ
ピ
カ
ル
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も

多
く
、「
バ
ナ
ナL

é
ban

an
ier

」
や
「
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
思
い
出S

ou
ven

ir
de

P
orto

R
ico

」
な
ど
巷
間
知
ら
れ
る
ピ
ア
ノ
曲
を
聴
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く
と
、
日
本
人
も
そ
の
異
国
的
な
雰
囲
気
を
充
分
味
わ
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ハ
ー
ン
は
こ
の
作
曲
家
に
つ
い
て
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
の

地
元
紙
『
ア
イ
テ
ムT

h
e

Item

』
一
八
八
〇
年
九
月
二
二
日
付
の
記
事
を
書
い
て
い
る
。

一
人
の
音
楽
家
と
し
て
、
そ
の
力
量
に
お
い
て
は
超
越
し
た
彼
が
、
少
し
の
努
力
も
な
く
聴
く
人
の
涙
を
さ
そ
う
こ
と
は
さ
ほ
ど
む

つ
か
し
く
も
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
、
情
熱
的
な
表
現
の
手
段
を
楽
曲
に
つ
く
り
上
げ
る
近
代
的
な
演
奏
者
の
手
に
よ
っ
て
、
音
楽
史

の
中
で
並
ぶ
べ
き
も
な
い
ほ
ど
の
存
在
と
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。41

ハ
ー
ン
は
、
こ
の
記
事
の
中
で
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
に
生
ま
れ
た
、
風
変
り
で
は
あ
る
が
才
能
豊
か
な
音
楽
家
を
高
く
評
価
し
た
。

芸
術
の
奇
才
、
音
楽
の
魔
術
使
、
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
妖
術
使
い
と
し
て
の
魅
力
の
途
方
も
な
い
力
│
│
彼
の
強
烈
な
意
志
力
は
そ
れ
ら

の
魅
力
あ
る
能
力
を
そ
の
ま
ま
に
さ
せ
て
お
く
こ
と
の
で
き
な
い
場
所
に
生
ま
れ
さ
そ
う
と
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

は
不
思
議
な
の
で
あ
ろ
う
か
。42

今
日
の
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
、
ト
ロ
ピ
カ
ル
な
ど
の
言
葉
で
形
容
さ
れ
る
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
ク
の
音
楽
の
魅
力
に
つ
い
て
的
を
射
た
論
評
で
あ

る
。
感
動
で
す
ら
あ
る
。
愛
す
る
ク
レ
オ
ー
ル
文
化
に
合
致
し
た
音
楽
の
妙
な
る
美
し
さ
を
そ
の
や
や
異
国
的
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
含
め
て

ハ
ー
ン
は
全
身
で
受
け
と
め
て
い
る
。
彼
は
決
し
て
音
楽
を
享
受
で
き
な
い
人
物
で
は
な
か
ろ
う
。

本
来
の
ク
レ
オ
ー
ル
詩
、
す
な
わ
ち
ア
フ
リ
カ
の
詩
法
に
従
っ
て
即
興
的
に
つ
く
ら
れ
た
奴
隷
の
詩
が
そ
の
生
ま
れ
故
郷
を
は
っ
き

り
と
物
語
る
の
は
、
そ
の
詩
節
の
古
風
な
構
造
や
イ
メ
ー
ジ
の
単
純
さ
、
そ
し
て
何
よ
り
も
、
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
ク
の
『
バ
ン
ブ
ー

ラ
』
の
そ
れ
の
よ
う
な
、
主
題
の
繰
り
返
し
に
よ
る
響
き
の
よ
い
規
則
的
な
反
復
句
に
お
い
て
で
あ
る
。43

ク
レ
オ
ー
ル
の
詩
の
律
動
の
鋭
敏
さ
を
、
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
ク
の
ピ
ア
ノ
曲
「
バ
ン
ブ
ー
ラB

am
bou

la

」
に
ハ
ー
ン
は
た
と
え
る
。

一
八
四
八
年
に
初
演
さ
れ
た
こ
の
曲
は
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
魅
力
に
満
ち
、
リ
ズ
ミ
ッ
ク
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
よ
っ
て
明
る
く
華
や
か
に

開
始
さ
れ
る
。
人
々
は
そ
の
リ
ズ
ム
に
身
体
を
揺
る
が
せ
る
。
ハ
ー
ン
も
お
そ
ら
く
、
そ
の
よ
う
な
経
験
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
メ

リ
カ
の
作
曲
家
ケ
イH

ersh
y

K
ey

（
一
九
一
九
│
一
九
六
一
）
は
、
一
九
五
一
年
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
シ
テ
ィ
バ
レ
エ
団
の
た
め
に
、
ゴ
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西
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ッ
ト
シ
ャ
ル
ク
の
楽
曲
数
曲
を
管
弦
楽
に
編
曲
し
て
「
ケ
ー
ク
ウ
ォ
ー
クC

ake
W

alk

」
と
い
う
曲
を
つ
く
り
上
げ
た
。
こ
の
印
象
的

な
作
品
の
第
一
曲
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
、
潑
刺
と
し
た
「
バ
ン
ブ
ー
ラ
」
で
あ
っ
た
。

㈦

ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
ク
の
出
世
作
は
、
一
八
四
八
年
一
一
月
初
演
の
「
バ
ン
ブ
ー
ラ
」、「
サ
ヴ
ァ
ン
ナL

a
savan

e

」
と
さ
れ
、
一
八
五

〇
年
の
「
バ
ナ
ナ
」
と
合
わ
せ
て
「
ル
イ
ジ
ア
ナ
三
部
作
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
、
彼
が
音
楽
修
行
の
場
と
し
て
選
ん
だ
パ
リ
で

作
曲
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
で
彼
の
楽
曲
が
人
気
を
博
し
た
理
由
と
し
て
、
そ
の
異
国
情
緒
に
満
ち
満
ち
た
作
風
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
る
。
ハ
ー
ン
も
ま
た
、
初
演
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
と
同
じ
く
、
そ
の
ク
レ
オ
ー
ル
的
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
鋭
利
に
反
応
し
た

の
で
あ
る
。
彼
の
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
ク
へ
の
傾
倒
は
そ
の
独
創
的
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
、
魅
惑
的
な
リ
ズ
ム
を
持
つ
楽
曲
を
耳
で
の
み
鑑
賞
す
る

こ
と
に
留
ま
っ
て
は
い
な
い
。

ク
リ
ー
オ
ー
ル
人
の
目
│
│
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
リ
ン
ズ
の
作
曲
家
ゴ
ッ
チ
ャ
ル
ク
が“O

jes
C

riollo”

（「
ク
リ
ー
オ
ー
ル
の
目
」）
と

い
う
曲
の
中
で
歌
っ
て
い
る
目
は
、
大
き
く
て
、
輝
き
が
あ
り
、
漆
を
流
し
た
よ
う
に
黒
く
て
、
睫
毛
が
濃
い
。44

ク
レ
オ
ー
ル
の
人
々
の
眼
、
そ
れ
を
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
ク
は
ト
レ
モ
ロ
な
ど
の
装
飾
音
を
多
用
し
な
が
ら
も
、
彼
独
自
の
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ

ク
な
旋
律
の
中
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
彼
の
音
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
ク
レ
オ
ー
ル
の
人
々
の
顔
、
そ
し
て
漆
黒
の
瞳
の
輝
き
と
い
う
容

貌
を
ハ
ー
ン
は
よ
り
具
体
的
に
視
覚
表
現
化
し
て
い
る
。
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
ク
、
ハ
ー
ン
に
共
通
す
る
、
や
や
熱
を
帯
び
た
想
像
力
が
見
事

に
結
び
合
わ
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
西
洋
の
伝
統
的
な
音
楽
に
比
べ
る
と
、
は
る
か
に
高
く
ク
レ
オ
ー
ル
文
化
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
音
楽
に

対
す
る
理
解
度
を
ハ
ー
ン
が
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
披
瀝
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

だ
が
、
そ
の
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
ク
で
さ
え
も
、
ハ
ー
ン
が
盛
期
を
過
ぎ
去
っ
た
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
の
町
に
立
つ
時
に
は
追
憶
の
存
在
と

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
西
洋
の
音
楽
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も
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
町
を
「
南
の
パ
リ
」
と
称
す
る
ハ
ー
ン
は
、
そ
こ
の
歌
劇
場
が
す
で
に
過
去
の
も
の
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
。
彼
は
回
想
を
続
け
る
。

ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
ク
の
町
は
す
で
に
時
代
も
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
次
の
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
心
を
慰
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
す

な
わ
ち
、
わ
が
合
衆
国
に
お
け
る
音
楽
は
、
過
去
に
お
い
て
は
大
部
分
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
音
楽
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
自
然
の

成
り
行
き
に
従
っ
て
、
音
楽
復
興
の
暁
に
は
ア
メ
リ
カ
の
音
楽
が
盛
ん
に
な
る
で
あ
ろ
う
。45

ハ
ー
ン
は
、
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
ク
な
ど
が
築
き
上
げ
た
音
楽
的
基
礎
の
上
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
違
っ
た
、
新
し
い
西
洋
、
ア
メ
リ
カ
の

音
楽
の
独
自
的
展
開
を
予
見
し
て
い
る
。
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
彼
は
西
洋
の
伝
統
音
楽
に
は
遠
慮
が
ち
に
、
無
理
解
、
あ
る
い
は

理
解
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
（
そ
れ
を
装
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
）、
彼
の
異
国
趣
味
に
合
致
し
た
新

た
な
西
洋
の
影
響
下
に
あ
る
音
楽
に
は
強
い
興
味
を
持
ち
、
そ
こ
に
、
彼
の
類
ま
れ
な
る
直
観
力
、
洞
察
力
を
生
き
生
き
と
働
か
せ
た
。

そ
の
音
楽
の
頂
点
に
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
ク
の
姿
を
見
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

本
稿
は
、
ハ
ー
ン
の
西
洋
の
音
楽
に
対
す
る
彼
の
想
い
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
彼
の
思
想
を
充
分
咀
嚼
出
来
ず
、
徒
に
引
用
文
の
羅

列
と
な
り
、
一
本
筋
の
通
っ
た
明
確
な
結
論
が
導
き
出
せ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。
冗
長
な
筆
の
運
び
の
ま
ま
に
、
筆
者
の
音
楽
に
つ
い
て

の
知
識
の
浅
は
か
さ
が
露
呈
し
て
し
ま
っ
た
。
ハ
ー
ン
の
文
化
論
、
芸
術
論
を
論
じ
よ
う
と
す
る
時
、
こ
の
分
野
の
考
究
は
不
可
欠
で
あ

る
と
は
い
え
、
や
は
り
、
一
介
の
日
本
美
術
史
学
徒
に
は
荷
が
重
か
っ
た
と
い
う
べ
き
か
。
彼
の
異
国
趣
味
と
中
国
、
日
本
の
音
楽
の
関

係
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
の
問
題
も
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
浅
学
非
才
の
身
に
研
究
の
継
続
は
叶
う
の
か
。「
そ

れ
は
無
理
だ
」
と
即
座
に
多
く
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
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た
だ
、
冒
頭
に
示
し
た
、
ハ
ー
ン
の
文
章
は
音
楽
的
で
あ
る
と
論
じ
た
、
偉
大
な
坪
内
逍
遙
の
達
眼
の
わ
ず
か
一
端
を
理
解
で
き
る
機

会
を
与
え
て
貰
っ
た
よ
う
な
気
は
し
て
い
る
。
凡
夫
の
心
が
少
し
ば
か
り
和
ら
い
だ
。

本
稿
の
最
後
に
、
ハ
ー
ン
の
友
人
、
ク
レ
ビ
ー
ル
の
言
葉
を
掲
げ
て
お
く
。
筆
者
は
こ
の
言
葉
を
頼
り
に
、
や
っ
と
こ
こ
ま
で
辿
り
着

い
た
。ハ

ー
ン
は
音
楽
的
に
は
無
学
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
鑑
賞
力
は
鋭
く
、
直
感
は
冴
え
て
洞
察
力
に
充
ち
て
い
た
。46

註⑴

坪
内
逍
遙
「
故
小
泉
八
雲
氏
の
著
作
に
つ
き
て
」〔
田
部
隆
次
『
小
泉
八
雲
』（
一
九
七
五
年

北
星
堂
出
版
）
に
所
収
〕

⑵

平
川
祐
弘
『
小
泉
八
雲

西
洋
脱
出
の
夢
』（
一
九
八
一
年

新
潮
社
）

⑶

仙
北
谷
晃
一
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
音
楽
」（『
比
較
文
化
研
究
』
第
四
七
号
）

⑷

同
右

⑸

L
afcadio

H
earn

:
E

xotics
an

d
R

etrospetives,
In

sect
M

u
sician

s,
H

ou
gh

ton
M

ifflin
C

om
pan

y

版
（1922

）（
一
九
八
八
年

臨

川
書
店
よ
り
復
刻
）
を
使
用

⑹

L
afcadio

H
earn

:
S

h
adow

in
g,

S
ém

i,
H

ou
gh

ton
M

ifflin
C

om
pan

y

版
（
前
掲
）

⑺

註
⑶
に
同
じ

⑻

小
泉
節
子
『
思
い
出
の
記
』〔
小
泉
節
子

小
泉
一
雄
『
小
泉
八
雲

思
い
出
の
記

父
「
八
雲
」
を
憶
う
』（
一
九
七
六
年

恒
文
社
）
に
所

収
〕

⑼

小
泉
一
雄
『
父
「
八
雲
」
を
憶
う
』〔
小
泉
節
子

小
泉
一
雄
『
小
泉
八
雲

思
い
出
の
記

父
「
八
雲
」
を
憶
う
』（
前
掲
）
に
所
収
〕

⑽

中
村
洪
介
「
ハ
ー
ン
と
音
楽
│
│
ケ
ー
ベ
ル
、
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
と
の
比
較
に
お
い
て
」（『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
四
三
巻
八
号
）

⑾

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
・
奥
田
裕
子
訳
「
カ
ル
メ
ン
」〔
森
亮
責
任
編
集
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
作
集

第
三
巻

ア
メ
リ
カ
論
説

集
Ⅳ
・
Ⅴ
他
』（
一
九
八
一
年

恒
文
社
）
に
所
収
〕

⑿

註
⑶
に
同
じ

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
西
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音
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⒀

L
afcadio

H
earn

:
L

ife
an

d
L

etters
1.,H

ou
gh

ton
M

ifflin
C

om
pan

y

版
（
前
掲
）

⒁

小
泉
八
雲
著
・
平
井
呈
一
訳
「
チ
タ
│
│
ラ
ス
ト
島
の
お
も
ひ
で

第
一
部
ダ
ー
ニ
エ
ル
ス
島
の
伝
説
」〔
小
泉
八
雲
著
・
平
井
呈
一
訳
『
仏
領

西
イ
ン
ド
の
二
年
間
（
下
）』（
一
九
七
六
年

恒
文
社
）
に
所
収
〕

⒂

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
・
奥
田
裕
子
訳
「
ワ
ー
グ
ナ
ー
崇
拝
者
」〔
森
亮
責
任
編
集
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
作
集

第
三
巻

ア
メ

リ
カ
論
説
集
Ⅳ
・
Ⅴ
他
』（
前
掲
）
に
所
収
〕

⒃

註
⑽
に
同
じ

⒄

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
・
奥
田
裕
子
訳
「
ニ
ー
ベ
ル
ゲ
ン
の
歌
」〔
森
亮
責
任
編
集
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
作
集

第
三
巻

ア
メ

リ
カ
論
説
集
Ⅳ
・
Ⅴ
他
』（
前
掲
）
に
所
収
〕

⒅

同
右

⒆

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
著
・
高
梨
健
吉
訳
『
日
本
事
物
詩
１
・
２
』（
一
九
六
九
年

平
凡
社
）

⒇

拙
稿
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
が
見
た
日
本
美
術
│
│
ハ
ー
ン
と
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
の
語
ら
い
の
中
に
」〔
下
原
美
保
編
『
近
世
や
ま
と
絵
再
考

│
│
日
・
英
・
米
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
』（
二
〇
一
三
年

ブ
リ
ュ
ッ
ケ
）
に
所
収
〕

21

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
・
藤
本
周
一
訳
「
ハ
ー
ン＝

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
往
復
書
簡
」〔
斎
藤
正
一
責
任
編
集
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
作
集

第
一
四
巻

ゴ
ン
ボ
・
ゼ
ー
ブ
ス
／
カ
ル
マ
／
書
簡
Ⅰ
・
Ⅱ
』（
一
九
八
三
年

恒
文
社
）
に
所
収
〕

22

註
⒁
に
同
じ

23

註
⑶
に
同
じ

24

註
⑽
に
同
じ

25

註
⑼
に
同
じ

26

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
・
奥
田
裕
子
訳
「
手
ま
わ
し
風
琴
に
つ
い
て
」〔
森
亮
責
任
編
集
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
作
集

第
三
巻

ア
メ
リ
カ
論
説
集
Ⅳ
・
Ⅴ
他
』（
前
掲
）
に
所
収
〕

27

同
右

28

同
右

29

同
右

30

同
右 ラ

フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
西
洋
の
音
楽

一
八



31

小
泉
八
雲
著
・
河
島
弘
美
訳
「
京
都
旅
行
記
」〔
小
泉
八
雲
著
／
平
川
祐
弘
編
『
明
治
日
本
の
面
影
』（
一
九
九
〇
年

講
談
社
）
に
所
収
〕

32

同
右

33

平
川
祐
弘
「
ハ
ー
ン
に
お
け
る
ク
レ
オ
ー
ル
の
意
味
│
│
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
マ
ル
テ
ィ
ニ
ー
ク
、
日
本
」〔
平
川
祐
弘
・
牧
野
陽
子
編
『
講
座

小

泉
八
雲
Ⅰ

ハ
ー
ン
の
人
と
周
辺
』（
二
〇
〇
九
年

新
曜
社
）
に
所
収
〕

34

同
右

35

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
・
寺
島
悦
恩
訳
「
雨
の
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
」〔
篠
田
一
士
責
任
編
集
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
作
集

第
四

巻

西
洋
落
穂
集
』（
一
九
八
七
年

恒
文
社
）
に
所
収
〕

36

小
泉
八
雲
著
・
平
井
呈
一
訳
「
ク
リ
ー
オ
ー
ル
小
品
集

来
訪
者
」〔
小
泉
八
雲
著
・
平
井
呈
一
訳
『
中
国
怪
談
集
他
』（
一
九
七
六
年

恒
文

社
）
に
所
収
〕

37

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
・
寺
島
悦
恩
訳
「
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
か
ら
の
手
紙
」〔
篠
田
一
士
責
任
編
集
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
作
集

第
四
巻

西
洋
落
穂
集
』（
前
掲
）
に
所
収
〕

38

同
右

39

同
右

40

奥
田
恵
二
『「
ア
メ
リ
カ
音
楽
」
の
誕
生

社
会
・
文
化
の
変
容
の
中
で
』（
二
〇
〇
五
年

河
出
書
房
新
社
）

41

L
afcadio

H
earn

:
L

iterary
E

ssays,
G

ottsh
alk

〔
小
泉
八
雲
著
・
西
崎
一
郎
編
『L

afcadio
H

earn
’s

A
m

erican
A

rticles

』（
一
九
三

九
年

北
星
堂

雄
松
堂
）
に
所
収
〕

42

同
右

43

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
・
牧
野
陽
子
訳
「
ク
レ
オ
ー
ル
方
言
」〔
平
川
祐
弘
責
任
編
集
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
作
集

第
一
巻

ア

メ
リ
カ
雑
録
』（
一
九
八
〇
年

恒
文
社
）
に
所
収
〕

44

小
泉
八
雲
著
、
平
井
呈
一
訳
「
印
象
派
作
家
日
記
抄

ク
リ
ー
オ
ー
ル
雑
記

古
風
な
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
リ
ン
ズ
と
そ
の
住
民
」〔
小
泉
八
雲
著
・

平
井
呈
一
訳
『
中
国
怪
談
集
他
』（
前
掲
）
に
所
収
〕

45

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
・
奥
田
裕
子
訳
「
音
楽
関
係
の
文
献
」〔
森
亮
責
任
編
集
『
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
著
作
集

第
三
巻

ア
メ
リ

カ
論
説
集
Ⅳ
・
Ⅴ
他
』（
前
掲
）
に
所
収
〕

46

平
川
祐
弘
監
修
『
小
泉
八
雲
事
典
』（
二
〇
〇
〇
年

恒
文
社
）「
音
楽
」（
仙
北
谷
晃
一
著
）
の
項

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
西
洋
の
音
楽

一
九



（
付
記
）

日
本
美
術
史
学
徒
で
あ
る
筆
者
に
と
っ
て
、
や
や
研
究
分
野
を
異
に
す
る
本
稿
の
成
る
に
あ
た
っ
て
は
、
実
に
多
く
の
方
々
の
御
指
導
を
い
た
だ
い

た
。
特
に
、
関
西
学
院
大
学
文
学
部
、
加
藤
哲
弘
教
授
と
、
関
西
学
院
職
員
、
宗
教
セ
ン
タ
ー
の
広
瀬
康
夫
氏
か
ら
は
、
重
要
な
御
示
教
を
受
け
る
こ

と
と
な
っ
た
。
最
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
お
二
人
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

│
│
文
学
部
教
授
│
│

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
西
洋
の
音
楽

二
〇


