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ある名演奏家の生涯の素描（IV）（1）

あ
る
名ヴ

ィ

ル

テ

ュ

オ

ー

ズ

演
奏
家
の
生
涯
の
素
描
（
Ⅳ
）*

　
　
　
　
　
　

〔
第
三
十
八
号
よ
り
続
く
〕

　

さ
ら
に
、
苦
境
の
重
荷
が
の
し
か
か
っ
た
の
は
彼（
　
）に
で
は
な
か
っ
た―

―

彼
は
そ
の
重
荷
に
気
づ
い
て
い
る
様
子
が
な
か
っ
た
。

共
同
生
活
の
誤
算
、
窮
境
、
不
安
定
、
苦
悩
が
、
ま
る
で
深
淵
に
達
す
る
よ
う
に
到
達
し
た
の
は
伴
侶
の
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
彼
女
は
、

最
初
、
彼
が
回
復
す
る
だ
ろ
う
と
希
望
を
抱
い
た
が
、
つ
い
に
、
こ
の
哀
れ
な
男
の
様
態
は
不
治
の
病
巣（
　
）が
原
因
で
あ
る
こ
と
を
理

解
し
た
。
彼
女
は
い
つ
の
間
に
か
、
彼
の
た
め
に
考
え
、
予
測
し
、
行
動
し
、
彼
の
早
す
ぎ
る
老
衰
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
後
見
人

の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
自
分
の
役
目
に
し
て
い
た
。
彼
は
と
も
か
く
模
範
的
な
従
順
さ
で
従
っ
た
。
彼
女
が
「
立
ち
な
さ
い
」
と

い
え
ば
立
ち
上
が
り
、「
そ
こ
こ
こ
へ
行
き
な
さ
い
」
と
い
え
ば
そ
こ
へ
行
き
、「
腰
を
か
け
な
さ
い
、
食
べ
な
さ
い
」
と
い
え
ば
腰

を
か
け
て
食
べ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
生
活
が
困
難
に
な
り
そ
れ
以
後
も
は
や
パ
リ
で
の
居
住
が
不
可
能
に
な
る
と
、
彼
女
は
劇
場
紹

介
所
を
教
え
、
彼
は
軽ヴ
ォ
ー
ド
ヴ
ィ
ル

喜
劇
の
オ
ー
ケ
ス
オ
ラ
を
地
方
で
指
揮
す
る
契
約
書
に
眼
を
閉
じ
た
ま
ま
署
名
し
た
。
最
初
の
う
ち
は
と
き

ど
き
人
々
も
彼
を
思
い
出
し
た
。
だ
が
長
い
年
月
を
経
る
に
つ
れ
彼
は
完
璧
に
忘
れ
去
ら
れ
た
。
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（2）

　

人
生
の
こ
の
段
階
に
つ
い
て
集
め
ら
れ
た
詳
細
か
ら
は
、
彼
が
い
つ
も
同
じ
不
幸
と
闘
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
あ
る
と
き

は
此
処
で
、
あ
る
と
き
は
他
処
で
、
此
処
で
は
惨
め
な
職
で
生
活
し
、
彼
処
で
は
い
く
つ
か
の
レ
ッ
ス
ン
で
生
活
し
な
が
ら
、
彼
は

い
か
な
る
空
の
下
で
も
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
都ま

市ち

か
ら
都ま

市ち

へ
と
追
わ
れ
、
安
定
し
た
地
位
を
築
く
力
の
な
い
彼
は

こ
ん
な
風
に
長
い
間
フ
ラ
ン
ス
中
を
さ
ま
よ
い
、
パ
リ
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
な
災
厄
に
よ
っ
て
最
後
に
ま
た
パ
リ
に

引
き
戻
さ
れ
た
。

　

彼
は
自
分
の
楽
器
に
い
よ
い
よ
嫌
悪
を
募
ら
せ
、
止
む
を
得
ぬ
と
き
以
外
に
は
そ
れ
に
さ
わ
ろ
う
と
し
な
く
な
っ
た
。
驚
く
べ
き

自
在
さ
は
非
常
に
不
器
用
で
ぎ
ご
ち
な
い
弾
き
方
に
代
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
は
や
力
強
さ
も
清
澄
さ
も
な
く
、
怪
し
げ
な
不
確
か

さ
そ
の
も
の
の
音
し
か
出
さ
な
か
っ
た
。
四
肢
は
す
で
に
老
人
の
よ
う
に
強こ
わ

ば
っ
て
い
た
。
か
つ
て
は
あ
れ
ほ
ど
敏
捷
で
従
順
だ
っ

た
指
は
今
で
は
全
く
萎
え
て
し
ま
っ
て
い
う
こ
と
を
き
か
な
く
な
っ
て
い
た
。
無
気
力
、
投
げ
や
り
、
懶
惰
の
歳
月
に
等
し
い
幾
歳

月
は
、自
己
完
成
に
十
五
年
を
か
け
た
優
秀
な
生
徒
を
少
し
ず
つ
、い
わ
ば
田
舎
回
り
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
弾
き
に
仕
立
て
上
げ
て
い
っ

た
。

　

と
こ
ろ
が
貧
窮
の
度
合
は
才
能
の
度
合
が
低
下
す
る
に
つ
れ
て
増
し
て
い
っ
た
。
も
し
彼
だ
と
わ
か
れ
ば
人
々
は
心
配
し
た
こ
と

だ
ろ
う
。
彼
は
、
人
間
と
は
い
え
も
は
や
い
か
な
る
関
心
も
抱
か
れ
な
い
あ
の
凋
落
状
態
に
達
し
て
い
た
。
彼
の
名
が
発
音
さ
れ
た

り
、
彼
が
眼
に
入
る
や
す
ぐ
さ
ま
扉
は
、
い
わ
ば
、
ひ
と
り
で
に
閉
じ
る
の
だ
っ
た
。
伴
侶
の
責
任
は
ま
す
ま
す
重
く
な
っ
て
い
っ

た
。
彼
女
は
、
彼
が
深
淵
の
底
に
向
か
っ
て
す
べ
り
落
ち
よ
う
と
す
る
の
を
そ
の
傾
斜
で
留
め
る
た
め
に
余
計
な
努
力
を
し
て
精
根

を
使
い
果
た
し
た
。
非
常
に
辛つ
ら

い
困
惑
と
闘
っ
て
も
彼
を
舞
踏
会
の
音
楽
家
の
中
に
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
自
分
を
ま
だ

幸
せ
だ
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
無
益
に
自
分
を
卑
し
め
る
こ
と
だ
っ
た
。
語
る
に
も
悲
し
い
こ
と
に
、
こ
の
新

た
な
職
に
対
し
て
、―

―

彼
は
こ
こ
で
息
絶
え
て
終
る
べ
き
だ
っ
た
の
だ―

―
彼
は
必
要
な
能
力
も
十
分
な
気
力
も
も
っ
て
は
い
な

か
っ
た
。
遠
慮
会
釈
な
く
弱
み
に
つ
け
こ
む
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
、
ほ
ん
の
些
細
な
失
念
を
口
実
に
し
て
た
ち
ど
こ
ろ
に
全
く
無
能
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ある名演奏家の生涯の素描（IV）（3）

だ
と
言
明
す
る
人
々
と
彼
は
掛
わ
り
合
っ
て
い
た
の
だ
。
か
つ
て
劇
場
か
ら
劇
場
へ
と
渡
り
歩
い
た
よ
う
に
、
彼
は
市
門
か
ら
市
門

へ
と
巡
り
歩
き
、
酒
場
か
ら
酒
場
へ
と
落
ち
ぶ
れ
、
数
年
に
わ
た
る
こ
の
零
落
の
後
、
つ
い
に
最
下
層
の
芸
術
家
の
階
級
か
ら
さ
え

締
め
出
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
貧
窮
に
よ
っ
て
実
体
を
与
え
ら
れ
た
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
亡
霊
、
飢
え
、
寒
さ
、
恐
れ
が
や
っ
て
来
て
扉
を
攻
囲
し
、
彼

ら
の
前
に
う
ず
く
ま
っ
た
。
フ
ェ
レ
は
、
餌
を
や
る
の
を
忘
れ
ら
れ
た
籠
の
中
の
鳥
の
よ
う
に
じ
っ
と
身
動
き
も
せ
ず
眼
を
閉
じ
て

待
っ
た
。
逆
に
、
愛
情
と
献
身
の
奇
跡
で
あ
る
伴
侶
は
健
気
な
ま
で
に
勇
敢
に
立
ち
上
が
っ
た
。
彼
を
苦
し
み
と
侮
辱
と
か
ら
免
れ

さ
せ
、
呑
気
さ
と
夢
と
に
委
ね
て
お
け
る
よ
う
に
と
願
い
つ
つ
、
自
分
と
彼
と
の
た
め
に
、
健
康
と
活
気
と
力
と
を
得
ら
れ
る
と
信

じ
た
が
っ
た
。
だ
が
長
い
夜
な
べ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
へ
と
へ
と
に
疲
れ
る
仕
事（
　
）か
ら
得
た
不
十
分
な
給
料
か
ら
、
間
も
な
く
自

分
の
努
力
と
希
望
の
む
な
し
さ
を
理
解
し
た
。
し
か
し
と
も
か
く
彼
ら
は
生
活
し
た
。
だ
が
、
ど
ん
な
暮
ら
し
だ
っ
た
こ
と
か
！
天

の
摂
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
自
分
の
子
供
を
忘
れ
る
勇
気
は
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
な
な
い
よ
う
に
ち
ょ
う
ど
き
っ
か

り
必
要
な
も
の
を
し
か
与
え
な
い
あ
の
貪
欲
な
父
親
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

予
期
せ
ぬ
偶
然
が
露
天
の
興
行
師
の
行
く
手
に
哀
れ
な
フ
ェ
レ
を
投
げ
出
し
た
。
彼
は
フ
ェ
レ
が
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
で
数
節
を
演
奏

す
る
の
を
聞
い
た
後
、
楽
し
い
夕
べ
の
魅
力
を
増
す
た
め
に
フ
ェ
レ
を
協
力
者
に
す
る
の
が
も
っ
て
こ
い
だ
と
考
え
た
。
こ
う
し
て

哀
れ
な
男
は
、
定
ま
っ
た
住
居
を
も
た
ず
、
家
と
と
も
に
旅
を
し
、
野
天
で
、
市
門
で
、
市い
ち

の
立
つ
広
場
で
仮
の
宿
り
を
し
、
東
か

ら
西
へ
、
西
か
ら
北
へ
、
北
か
ら
南
へ
と
、
絶
え
ず
世
界
を
縦
横
に
旅
す
る
放
浪
芸
人
一
家
の
一
員
と
な
っ
た
。
愛
す
る
女ひ

と性
に
支

え
ら
れ
て
、―
―

長
い
間
に
彼
女
の
存
在
は
彼
に
心
地
好
く
必
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
た―

―

フ
ェ
レ
は
こ
の
新
し
い
生
活
の
風
習

に
す
ぐ
に
慣
れ
た
。
彼
は
親
方
の
稼
業
の
あ
ら
ゆ
る
酔
狂
な
思
い
つ
き
に
無
限
の
親
切
さ
で
応
じ
、
し
か
も
そ
れ
は
こ
の
親
方
の
手

に
か
か
っ
て
た
ち
ま
ち
大
当
た
り
の
題
材
に
な
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
物
質
主
義
者
の
興
行
主（
　
）が

あ
る
と
き
本
物
の
劇
場
の
舞
台
で
上
演

す
る
た
め
に
、
大
胆
に
も
板
と
布
と
で
で
き
た
粗
末
な
自
分
の
小
屋
を
売
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
成
功
が
わ
か
ろ
う
と
い
う
も
の
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で
あ
る
。

　

あ
る
日
、ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
、突
然
、外
壁
と
い
う
外
壁
が
奇
妙
な
模
様
で
縁
ど
ら
れ
た
巨
大
な
ポ
ス
タ
ー
で
蔽
わ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、

多
か
れ
少
な
か
れ
誘
惑
的
な
一
連
の
約
束
に
続
い
て
巨
大
な
大
文
字
で
書
か
れ
た
フ
ェ
レ
と
い
う
名
前
が
輝
い
て
い
た
。
そ
の
形
、

大
き
さ
、
色
か
ら
、
眼
を
惹
か
な
い
は
ず
が
な
い
こ
の
貼
紙
は
、
楽
器
製
造
人
の
息
子
を
比
類
な
い
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
、
五
十
七

0

0

0

の
ポ
ジ
シ
ョ
ン

0

0

0

0

0

0

で
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
演
奏
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
全
宮
廷
の
賞
讃
と
熱
狂
と
を
か
き
立
て
た
世
に
も
驚
く
べ
き
奇
人
と

し
て
紹
介
し
て
い
た
。

　

日
が
暮
れ
る
と
、
扉
が
開
け
ら
れ
る
や
否
や
、
土
間
、
個
別
席
、
桟
敷
席
、
天
井
桟
敷
、
階
段
桟
敷
に
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
起
草

が
惹
き
つ
け
た
数
多
く
の
群
集
が
せ
め
ぎ
合
っ
た
。
劣
悪
な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
、
二
重
底
の
箱
の
陳
腐
な
手
品
、
自
動
人
形
の
ぎ
ご
ち

な
さ
、
間
抜
け
な
下
男
の
駄
じ
ゃ
れ
と
不
手
際
は
、
人
々
が
名
演
奏
家
を
聞
き
た
い
と
待
ち
焦
が
れ
る
気
持
ち
を
倍
加
す
る
こ
と
に

の
み
役
立
っ
た
。
つ
い
に
彼
が
現
れ
た
。
な
ん
と
い
う
見
世
物
！　

全
観
客
の
当
惑
し
た
こ
と
に
、
彼
ら
は
、
疲
れ
た
様
子
の
、
足

を
引
き
ず
る
、
み
す
ぼ
ら
し
い
身
な
り
の
一
人
の
哀
れ
な
老
人
を
認
め
た
。
彼
は
観
客
に
慎
ま
し
く
会
釈
を
し
た
後
、
想
像
で
き
る

限
り
の
あ
ら
ゆ
る
突
飛
さ
に
身
を
委
ね
た
。
先
ず
普
通
の
技
法
に
し
た
が
っ
て
顎
の
下
へ
楽
器
を
挟
ん
だ
。
次
に
チ
ェ
ロ
の
よ
う
に

両
脚
の
間
に
挟
み
、
そ
の
次
に
は
ギ
タ
ー
の
よ
う
に
腕
の
下
に
挟
み
、
つ
い
で
頭
上
に
、
次
に
は
背
中
に
置
き
、
次
は
横
に
な
り
、

次
に
は
袋
の
中
に
縛
り
込
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
あ
ら
ゆ
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン

0

0

0

0

0

で
、
そ
れ
は
五
十
七
の
数
に
達
し
た
、
彼
は
疑
わ

し
い
魅
力
の
楽
曲
を
演
奏
し
た
。
聴
衆
は
あ
っ
け
に
と
ら
れ
て
先
ず
ざ
わ
め
き
出
し
、
じ
き
に
憐
憫
の
情
に
捉
え
ら
れ
た
。
彼
ら
は

見
込
み
違
い
に
腹
を
立
て
な
い
よ
う
決
意
し
寛
大
に
も
皮
肉
な
い
く
つ
か
の
ブ
ラ
ヴ
ォ
ー
を
口
ご
も
っ
て
く
れ
、
拍
手
さ
え
し
て
く

れ
た
。

　

絶
え
間
な
い
巡
業
の
旅
の
最
中
に
フ
ェ
レ
は
何
度
も
生
ま
れ
故
郷
に
滞
在
し
た
。
愛
人
が
と
て
も
驚
い
た
こ
と
に
、
彼
は
そ
こ
で

一
度
だ
け
い
い
表
し
よ
う
の
な
い
深
い
興
奮
に
襲
わ
れ
た
。
六
月
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
祝
祭
日
だ
っ
た
。
素
晴
ら
し
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ある名演奏家の生涯の素描（IV）（5）

い
天
候
が
市い
ち

の
立
つ
大ブ
ー
ル
ヴ
ァ
ー
ル

通
り
の
木
陰
に
散
歩
者
を
引
き
寄
せ
て
い
た
。
大
気
の
芳
香
、
木
々
の
眺
め
、
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
鐘
の
響
き
、

陽
気
な
群
を
な
し
て
や
っ
て
来
る
農
夫
達
の
服
装
、
こ
れ
ら
の
衣
装
、
色
、
音
、
景
観
、
芳
香
、
す
べ
て
が
強
く
フ
ェ
レ
の
魂
に
働

き
か
け
て
過
去
の
漠
然
と
し
た
感
情
を
そ
こ
に
目
覚
め
さ
せ
た（
　
）。
彼
は
自
分
が
働
く
芝
居
小
屋
か
ら
こ
っ
そ
り
と
抜
け
出
し
、
次
第

に
大
き
く
な
っ
て
い
く
人
混
み
を
か
け
分
け
て
市
門
の
一
つ
に
辿
り
着
き
、
外
壁
の
堀
に
沿
っ
て
も
の
憂
げ
に
歩
い
た
。
散
歩
の
目

的
は
長
い
間
い
か
が
わ
し
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
茨
の
生
け
垣
で
縁
取
ら
れ
た
道
が
彼
を
左
側
に
引
き
寄
せ
て
真
直
ぐ
広
大
な
墓

地
へ
と
導
い
た
。
彼
は
一
時
間
ば
か
り
糸
杉
と
墓
標
と
が
点
々
と
立
ち
並
ぶ
小
路
の
迷
宮
で
道
に
迷
っ
て
楽
し
ん
だ
。
い
つ
に
な
く
、

た
え
ず
注
意
深
く
あ
ち
こ
ち
に
視
線
を
巡
ら
せ
、
墓
碑
銘
を
熱
心
に
判
読
し
、
募
る
感
動
に
胸
が
一
杯
に
な
っ
て
い
る
様
子
だ
っ

た
。
彼
の
歩
は
く
ね
く
ね
と
曲
が
っ
て
寂
し
い
人
目
に
つ
か
な
い
片
隅
に
彼
を
運
ん
だ
。
そ
こ
で
は
時
間
と
雨
と
で
碑
文
が
消
え
て

し
ま
っ
た
墓
石
の
破
片
が
、
生
え
放
題
の
草
叢
の
中
で
、
あ
ち
こ
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
た
。

　

突
然
、
彼
が
立
ち
止
ま
っ
た
。
激
し
い
感
動
が
身か
ら
だ体
中
を
震
わ
せ
た
。
彼
の
眼
が
傾
い
た
黒
い
十
字
架
に
出
会
っ
た
と
こ
ろ
だ
っ

た
。
十
字
架
の
腕
に
は
「
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
・
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
フ
ェ
レ（
　
）、
こ
こ
に
休
息
す
」
と
い
う
あ
の
言
葉
の
か
す
か
な
痕

跡
が
ま
だ
読
み
と
れ
た
。
孤
独
は
深
く
、
静
寂
を
乱
す
も
の
と
い
え
ば
地
下
の
都ま

ち市
の
ざ
わ
め
き
に
似
た
遠
く
の
漠
と
し
た
音
の
み

だ
っ
た
。
魂
の
奥
底
ま
で
動
顚
し
た
フ
ェ
レ
は
今
に
も
息
が
詰
ま
り
そ
う
だ
っ
た
。
脚
は
も
は
や
彼
を
支
え
て
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

彼
は
膝
を
つ
い
て
く
ず
お
れ
、
手
を
合
わ
せ
、
頭
を
垂
れ
て
、
瀧
の
涙
を
流
し
た
。

　

伴
侶
は
距
離
を
お
い
て
随
い
て
行
き
、
や
が
て
す
べ
て
を
察
し
た
。
こ
の
墓
参
は
彼
が
母
親（
　
）の
墓
に
し
た
に
違
い
な
い
唯
一
の
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
出
発
の
前
日
、
彼
は
そ
こ
に
立
ち
戻
っ
た
、
そ
し
て
黒
い
十
字
架
が
再
び
ま
っ
す
ぐ
に
さ
れ
強
固
に
な
っ
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
最
近
掘
り
返
さ
れ
て
小
さ
な
土
手
の
形
に
し
つ
ら
え
ら
れ
た
墓
に
は
、
今
に
も
豊
か
に
咲
き
開
こ
う
と
し
て
い
る

つ
ぼ
み
と
花
々
と
を
つ
け
た
二
本
の
素
晴
ら
し
い
ば
ら
の
木
が
、
心
の
広
い
手
に
よ
っ
て
植
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
心
地
好
い
喜
び

を
も
っ
て
気
づ
い
た
の
で
あ
り
、
喜
び
は
眼
に
再
び
涙
を
誘
っ
た
。
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擦
り
切
れ
、
萎
れ
、
憐
れ
み
以
外
の
い
か
な
る
気
持
ち
を
も
起
こ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
彼
は
、
ほ
ど
な
く
、
彼
を
搾
取

す
る
興
行
主
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
。
彼
は
パ
リ
に
戻
り
も
は
や
そ
こ
か
ら
二
度
と
出
る
こ
と
も
な
く
、
胸
に
は
公
道
営
業
鑑
札
を
付

け
て
流
浪
の
芸
術
家
の
中
で
も
最
下
位
の
列
に
転
落
し
た
。
そ
れ
は
も
は
や
影
で
し
か
な
か
っ
た
。
ま
る
で
魂
の
な
い
肉
体
、
眼
に

見
え
な
い
発ば

ね条
が
動
か
し
て
い
る
自
動
人
形
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
経
る
歳
月
、
度
重
な
る
旅
、
疲
労
、
憂
鬱
、
自
己
放
棄
は
、
彼
の

体
質
を
損
な
い
、
視
力
を
奪
い
、
顎
と
こ
め
か
み
と
を
こ
け
さ
せ
、
腰
を
曲
げ
て
し
ま
っ
た
。
人
々
は
通
り
す
が
り
に
よ
ろ
め
く
彼

の
影
シ
ル
エ
ッ
トを
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
無
関
心
な
老
い
さ
ら
ば
え
た
彼
は
、
人
か
ら
話
し
か
け
ら
れ
て
も
聞
え
ず
、
も

は
や
暑
さ
も
寒
さ
も
飢
え
も
感
じ
さ
え
し
な
い
様
子
だ
っ
た
。
び
っ
こ
を
引
き
、
愛
人
に
見
守
ら
れ
て
、
ま
る
で
風
が
吹
く
よ
う
に

行
き
あ
た
り
ば
っ
た
り
に
、
袋
小
路
か
ら
袋
小
路
へ
、
喫
茶
店
か
ら
喫
茶
店
へ
、
居
酒
屋
か
ら
居
酒
屋
へ
と
歩
き
続
け
た
。
い
く
ば

く
か
の
施
し
を
得
る
た
め
に
、
雑
然
と
ひ
と
り
で
に
指
に
出
て
く
る
協
奏
曲
の
断
片
と
様
々
な
歌
の
断
片
と
を
演
奏
し
な
が
ら（
　
）。
し

か
し
あ
ろ
う
こ
と
か
、
彼
は
、
決
定
的
に
身
を
落
ち
着
け
た
最
下
層
の
世
界
で
、
あ
る
日
、
そ
れ
を
求
め
も
せ
ず
に
、
多
年
非
常
に

厳
し
い
試
練
を
な
め
な
が
ら
空
し
く
他よ

そ所
に
追
い
求
め
て
い
た
あ
の
う
っ
と
り
と
す
る
栄
誉
に
巡
り
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

先
ず
第
一
に
、
音
楽
家

0

0

0

と
い
う
言
葉
の
巾
の
広
さ
と
柔
軟
性
と
を
お
考
え
頂
き
た
い
。
作
曲
家
か
ら
芦
笛
に
唇
を
遊
ば
せ
る
不
具

者
に
い
た
る
ま
で
、人
々
が
気
前
よ
く
こ
の
肩
書
き
を
与
え
る
人
の
数
は
数
え
き
れ
な
い
。
天
才
的
な
交
響
曲
の
作
曲
家
、コ
ン
サ
ー

ト
の
歌
手
、
手
に
負
え
な
い
聖
歌
隊
員
、
村
の
蛇
使
い
、
田
舎
回
り
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
弾
き
、
盲め
く
ら人
、
彼
ら
は
皆
一
様
に
音
楽
家
と

呼
ば
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
も
っ
と
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
う
し
た
芸
術
家
達
の
う
ち
、
彼
が
ど
ん
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

属
し
て
い
よ
う
と
、
そ
の
真
価
を
認
め
、
理
解
し
、
賞
讃
し
、
報
酬
を
く
れ
る
自
分
の
聴
衆
を
も
た
な
い
芸
術
家
は
一
人
と
し
て
い

な
い
、
と
い
う
こ
と
を
つ
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
一
つ
の
事
実
で
あ
る
。
聴
衆
と
は
、
我
々
が
足
で
踏
ん
で
い
る
土

と
同
じ
よ
う
に
、
一
連
の
積
み
重
な
る
層
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
各
層
は
そ
れ
ぞ
れ
相
対
的
な
知
性
の
程
度
、
知
識
の
総
和
、

好
み
、
情
熱
、
芸
術
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
議
論
し
よ
う
と
企
て
る
の
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
人
が
経
験
す
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る
喜
び
、
感
じ
る
感
動
は
芸
術
の
至
高
の
存
在
理
由
で
あ
り
、
実
際
に
体
験
さ
れ
た
感
情
に
基
い
た
評
価
以
上
に
尊
い
も
の
は
何
ひ

と
つ
な
い（
　
）。
あ
る
人グ

ル

ー

プ

々
の
群
れ
が
ア
コ
ー
デ
オ
ン
奏
者
を
取
り
巻
い
て
喜
び
に
う
っ
と
り
と
し
、
滑
稽
な
歌
唱
い
や
つ
ま
ら
な
い
ロ

マ
ン
ス
に
耳
を
傾
け
、
無
味
乾
燥
な
オ
ペ
ラ
・
コ
ミ
ッ
ク
を
賞
め
ち
ぎ
り
、
月
並
み
な
コ
ン
ト
ル
ダ
ン
ス（
　
）を
楽
し
み
、
思
想
に
富
ん

だ
優
れ
た
作
品
に
あ
く
び
を
す
る
と
し
て
も
、
知
ら
な
い
こ
と
か
ら
来
る
こ
う
し
た
す
べ
て
の
純
朴
な
熱
中
は
、
贋つ
く

り
も
の
の
賞
讃
、

理
解
で
き
な
い
立
派
な
も
の
に
対
す
る
型
通
り
の
心
酔
よ
り
は
千
倍
も
好
ま
し
い
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

橋
の
た
も
と
で
物
乞
い
を
す
る
盲め
く
ら人
が
娘
を
結
婚
さ
せ
、
こ
の
結
婚
を
機
に
あ
る
催
し
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
サ
ン
・

マ
ル
セ
ル
界
隈
の
中
心
で
、
ベ
ン
チ
と
椅
子
と
吊
り
照
明
と
で
ふ
ん
だ
ん
に
飾
ら
れ
た
大
き
な
室
で
催
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
客
の

四
分
の
一
に
と
っ
て
は
非
常
に
ほ
の
か
な
照
明
装
置
も
確
実
に
無
用
の
贅
沢
だ
っ
た
。
パ
リ
を
駆
け
回
っ
て
い
る
す
べ
て
の
盲
人
が

会
合
の
約
束
を
し
た
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
こ
の
集
り
、
余
談
で
は
あ
る
が
、
自
ら
の
言
語
、
風
習
、
偏
見
を
も
つ
一
つ
の
階
級
の
選

り
ぬ
き
達
の
真
中
に
視
点
を
据
え
る
の
は
、
人
間
が
い
か
に―

―

た
と
え
最
も
し
が
な
い
人
々
と
は
い
え―

―

平
等
を
憎
む
も
の
で

あ
る
か
を
研
究
す
る
に
は
も
っ
て
こ
い
の
場
所
だ
っ
た
ろ
う
。
人
々
は
、
こ
う
し
た
素
朴
な
人
達
が
自
分
達
の
下
に
、
見
下
す
こ
と

が
で
き
る
芸
術
家
達
を
見
る
慰
め
を
得
て
い
る
こ
と
、
例
え
ば
、
彼
ら
が
手
回
し
オ
ル
ガ
ン
弾
き
達
を
い
ん
ち
き
音
楽
家
と
軽
蔑
的

に
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
必
ず
や
驚
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
風
習
に
関
し
て
い
え
ば
、
主
人
役
が
こ
う
し
た
同
業
者
達
の
一
人

に
つ
い
て
、「
多
分
、
い
く
ら
か
才
能
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
だ
が
あ
れ
は
素
行
が
悪
い
、
あ
れ
は
結
婚
し
て
い
な
い
、
あ
れ
を

招
ぶ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。」
と
い
っ
て
い
る
の
を
聞
く
驚
き
は
小
さ
く
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

　

フ
ェ
レ
が
い
く
ら
落
ち
ぶ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
の
美
質
は
ま
だ
こ
の
集
り
の
メ
ン
バ
ー
を
は
る
か
に
凌
い
で
い
た
。
彼
は
こ
の
社

会
に
対
し
て
は
、
オ
ペ
ラ
座
の
聴
衆
に
対
す
る
パ
ガ
ニ
ー
ニ
と
同
じ
く
ら
い
奇
怪
で
ま
た
実
に
驚
嘆
す
べ
き
芸
術
家
だ
っ
た
。
彼
が

出
席
し
て
晩
餐
会
を
讃
え
る
と
い
う
知
ら
せ
に
、
四
方
八
方
か
ら
喜
び
の
ざ
わ
め
き
が
起
こ
っ
た
。「
フ
ェ
レ
が
来
る
！　

フ
ェ
レ
が

来
る
！
」
と
人
々
は
声
を
合
わ
せ
て
繰
り
返
し
た
。「
お
前
、」
と
お
偉
方
の
老
人
が
隣
り
の
若
衆
に
い
っ
た
、「
耳
を
よ
く
開
け
な
。
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今
夜
は
パ
リ
切
っ
て
の
有
名
な
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
弾
き
を
聞
く
ん
だ
か
ら
な
。」
彼
の
到
着
は
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
捲
き
起
し
た
。
人
々

は
彼
に
敬
意
を
払
っ
て
立
ち
上
が
っ
た
。
大
人
も
子
供
も
、
盲め
く
ら人
も
目め

開あ

き
も
、
皆
彼
の
ま
わ
り
に
い
そ
い
そ
と
集
ま
り
、
彼
の
手

を
握
る
こ
と
に
恋
々
と
し
て
い
る
様
子
を
示
し
た
。
頭
の
こ
わ
れ
た
フ
ェ
レ
は
こ
の
熱
意
の
程
を
は
っ
き
り
と
は
理
解
で
き
な
か
っ

た
が
熱
烈
な
歓
迎
に
心
を
打
た
れ
て
は
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
伴
侶
が
彼
を
椅
子
に
連
れ
て
い
っ
て
傍
に
腰
を
か
け
た
。
音
楽
会
が
始

ま
っ
た
。

　

ほ
と
ん
ど
の
コ
ン
サ
ー
ト
ホ
ー
ル
と
同
じ
よ
う
に
、
室
の
突
当
り
に
は
板
で
で
き
た
壇
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
上
を
順
に
歌
手
、
ギ

タ
ー
奏
者
、
ハ
ー
プ
奏
者
、
ヴ
ィ
エ
ー
ル
奏
者
、
マ
ン
ド
リ
ン
奏
者
が
続
い
た
。
ハ
ー
プ
と
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
た
め
の
二
重
奏
の
後

に
は
チ
ェ
ロ
伴
奏
の
ロ
マ
ン
ス
が
続
い
た
。
感
傷
的
な
ロ
マ
ン
ス
の
後
は
滑
シ
ャ
ン
ソ
ネ
ッ
ト
・
コ
ミ
ッ
ク

稽
な
小
唄
だ
っ
た
。
そ
の
後
は
フ
ル
ー
ト
独
奏
で
、
以

下
同
様
に
前
以
て
起
草
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
従
っ
て
演
奏
さ
れ
た
。
幕
間
に
は
、
山
盛
り
の
盆
が―

―

あ
る
盆
は
菓
子
を
、
他
の

盆
は
様
々
な
飲
み
物
を
載
せ
て―

―
回
っ
て
い
た
。
装
飾
の
貧
弱
さ
、
婦
人
の
装
い
と
照
明
と
の
華
麗
さ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に

眼
を
つ
ぶ
れ
ば
、
も
っ
と
上
流
階
級
の
音
楽
の
夕
べ
に
い
る
の
だ
と
思
う
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。
大
変
違
う
と
思
わ
れ
て
い
る
世

界
の
間
に
も
、
し
ば
し
ば
外
形
の
相
違
し
か
な
い
の
だ
。
実
際
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
同
じ
習
慣
、
同
じ
楽
し
み
方
な
の
で
あ

り
、
同
じ
見
方
、
感
じ
方
な
の
だ
。
こ
れ
ら
の
善
良
な
人
々
は
、
他
の
世
界
で
行
わ
れ
て
い
る
の
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
目
立
つ
の

が
怖
さ
に
す
べ
て
に
拍
手
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
は
勿
論
、
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
さ
え
も
、
無
価
値
な
も
の
に
さ
え
も
、
拍
手
を
惜
し

ま
な
か
っ
た
。

　

コ
ン
サ
ー
ト
を
終
わ
ら
せ
て
朝
ま
で
続
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
大
舞
踏
会
に
先
立
っ
て
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
上
で
最
後
の
打
上
げ
の
大

花
火
の
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
た
フ
ェ
レ
は
、
自
分
の
演
奏
を
聞
き
た
い
と
願
う
人
々
の
気
持
に
と
て
も
喜
ん
で
従
っ
た
。
彼
は
舞

台
に
現
れ
る
と
満
場
の
拍
手
で
迎
え
ら
れ
た
。
経
る
歳
月
の
錆
と
長
年
の
無
頓
着
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
小
学
校
時
代
か
ら
も
っ

て
い
た
表
現
の
明
晰
さ
を
こ
れ
ま
で
一
度
と
し
て
す
っ
か
り
失
う
こ
と
が
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
聴
衆
を
深
く
感
動
さ
せ
ず
に
は
お
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か
な
い
あ
る
種
の
優
し
み
の
感
情
を
保
持
し
て
い
た
。
そ
れ
に
、
非
常
に
凡
庸
な
人
間
に
、
好
意
的
な
先
入
観
が
ど
れ
ほ
ど
の
魅

力
と
魔
力
と
を
貸
し
与
え
得
る
も
の
か
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
彼
が
最
初
の
曲
の
リ
ト
ル
ネ
ル
ロ（
　
）を
演
奏
し
終
わ
ら
な
い
う
ち
に

人
々
は
熱
烈
に
拍
手
を
し
、「
ア
ン
コ
ー
ル
！　

ア
ン
コ
ー
ル
！
」
と
叫
ん
だ
。
哀
れ
な
男
は
瞼
を
上
げ
て
う
る
ん
だ
眼
を
の
ぞ
か

せ
た
。
微
笑
が
唇
を
さ
ま
よ
っ
た
。
彼
は
涙
を
止
め
ど
な
く
流
し
な
が
ら
イ
タ
リ
ア
の
大
歌
曲
に
よ
っ
て
演
奏
を
続
け
た
。
彼
の
歌

い
方
は
語
ら
れ
る
に
値
す
る
、
し
か
も
、
現
代
の
歌
の
巨
匠
の
多
く
が
い
つ
も
同
じ
こ
と
ば
か
り
い
っ
て
い
る
だ
け
に
い
よ
い
よ
語

ら
れ
る
に
値
す
る
の
だ
。
各
音
符
は
、
ま
る
で
電
気
を
帯
び
た
時
計
の
ぜ
ん
ま
い
に
よ
っ
て
音
の
波
が
振
動
し
始
め
た
か
の
よ
う
に

震
え
て
い
た
。
装ト

飾リ

音ル

は
山
羊
の
嘆
き
と
間
違
え
そ
う
に
そ
っ
く
り
だ
っ
た
。
最
後
に
彼
は
指
を
絃
の
上
に
す
べ
ら
せ
て
え
も
い
わ

れ
ぬ
甘
さ
そ
の
も
の
の
猫
の
鳴
き
声
を
出
し
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
非
常
に
力
強
い
フ
ォ
ル
テ

0

0

0

0

か
ら
非
常
に
曖
昧
な
ピ
ア
ノ

0

0

0

へ
と

途
切
れ
ず
に
続
く
節
パ
ッ
セ
ー
ジに
よ
っ
て
常
に
陰
影
を
つ
け
ら
れ
、
様
々
な
装
フ
ィ
オ
リ
ト
ゥ
ー
ラ
（
　
）

飾
音
の
真
の
開
花
に
よ
っ
て
複
雑
に
変
化
を
つ
け
ら
れ
、

無
限
の
感
動
を
惹
き
起
し
た
。

　

人
々
は
割
れ
ん
ば
か
り
の
拍
手
を
し
、
再
び
「
ア
ン
コ
ー
ル
！　

ア
ン
コ
ー
ル
！
」
と
叫
ん
だ
。
こ
の
拍
手
喝
采
で
芸
術
家
は
決

定
的
に
麻
痺
状
態
か
ら
覚
め
た（
　
）。
続
い
て
彼
が
行
っ
た
指
の
体
操
は
突
然
爆
笑
を
呼
ん
だ
。
会
食
者
の
一
人
は
う
っ
と
り
と
し
て
隣

席
の
客
の
耳
に
身
を
か
が
め
て
囁
い
た
。「
誓
っ
て
い
う
が
、
わ
し
ら
の
主
人
は
催
し
に
鳥
達
も
招
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
！
」
実
際
、

フ
ェ
レ
は
完
璧
な
正
確
さ
で
様
々
な
小
鳥
の
さ
え
ず
り
、
と
り
わ
け
鳩
と
鶉
の
鳴
き
声
を
真
似
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
彼
は
同
じ
よ
う

に
見
事
に
フ
ル
ー
ト
の
音
色
、
ヴ
ィ
エ
ー
ル
の
音
色
、
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
の
音
色
を
真
似
た
。
大
成
功
に
力
を
得
て
、
彼
は
少
し
ず
つ

熱
を
帯
び
、
思
い
が
け
ず
も
活
気
を
、
ほ
と
ん
ど
激
し
さ
と
い
っ
て
も
い
い
も
の
を
身
に
ま
と
っ
た
。
人
々
は
彼
の
様
々
な
能
力

が
蘇
っ
た
の
だ
と
一
瞬
信
じ
得
た
。
彼
の
記
憶
の
底
か
ら
は
、
戦
争
の
あ
ら
ゆ
る
波
瀾
を
表
し
て
い
る
に
相
違
な
い
あ
る
戦
争
交
響

曲（
　
）の

い
く
つ
か
の
断
片
が
自
然
に
浮
か
び
出
て
き
た
。
聴
衆
は
ラ
ッ
パ
の
響
き
、
太
鼓
の
轟
き
、
狙
撃
兵
の
発
砲
の
音
、
大
砲
の
断

続
的
な
雷
鳴
、
馬
の
嘶い
な
なき
、
騎
兵
隊
の
突
撃
、
負
傷
兵
と
瀕
死
の
兵
隊
の
叫
び
、
次
に
は
戦
勝
者
の
勝
利
の
歌
、
次
に
は
敗
戦
者
達

11
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の
葬
送
行
進
曲
を
次
々
と
認
め
て
た
だ
喜
び
と
熱
狂
の
あ
ま
り
跳
躍
し
た
。

　

途
中
で
彼
は
手
品
師
に
教
わ
っ
た
一
風
変
わ
っ
た
演
技
も
忘
れ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
た
。
唯
一
つ
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
彼

は
比
類
な
い
勝
利
に
ふ
さ
わ
し
い
芸
当
で
終
わ
っ
た
。
フ
ィ
ナ
ー
レ
の
表
現
の
最
後
の
音
符
を
演
奏
す
る
代
わ
り
に
稲
妻
の
速
さ

で
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
裏
返
し
、
タ
ン
バ
リ
ン
の
よ
う
に
そ
の
底
に
濡
れ
た
親
指
を
さ
ま
よ
わ
せ
な
が
ら
、 

拍
子
を
変
え
ず
に
非
常
に

は
っ
き
り
と
正
確
に
必
要
な
音
を
聞
か
せ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
お
ど
け
た
演
奏
が
か
き
立
て
た
熱
狂
の
激
し
さ
を
書
き
表
わ
す
な
ど

到
底
絶
望
的
で
あ
る
。
お
よ
そ
十
五
分
ば
か
り
、
室
は
耳
を
聾
す
る
ば
か
り
の
拍
手
と
足
踏
み
と
の
騒
音
を
伴
っ
た
激
し
い
、
熱
狂

的
な
、
調
子
の
狂
っ
た
叫
び
声
で
鳴
り
響
い
た
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
猛
り
狂
う
乱
酔
女
達
の
群
の
只
中
に
迷
い
込
ん
だ
の
だ
と
思
わ

ん
ば
か
り
だ
っ
た
。

　

こ
の
も
の
す
ご
い
喧
騒
は
フ
ェ
レ
の
心
に
ま
で
浸
透
し
て
途
轍
も
な
い
衝
撃
を
惹
き
起
し
た（
　
）。
顔
か
ら
は
少
し
ず
つ
精
神
朦
朧
の

表
情
が
消
え
失
せ
、
関
心
と
不
安
の
表
情
が
現
れ
始
め
た
。
彼
は
何
か
を
聴
く
人
の
よ
う
に
耳
を
傾
け
た
。
極
度
に
見
開
か
れ
た
眼

窩
の
底
で
は
、
明
る
い
浮
動
す
る
光
に
似
た
瞳
が
自
ら
の
内
側
を
見
つ
め
、
そ
こ
に
記
憶
を
探
し
求
め
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
ま
る

で
、
時
の
流
れ
を
遡
り
、
幼
少
期
の
日
々
に
立
ち
戻
っ
て
自
ら
の
歴
史
を
思
い
出
し
、
父
を
、
母
を
、
夢
を
、
誤
算
を
、
苦
痛
を
思

い
出
し
、自
ら
の
狂
気
と
退
化
と
に
気
づ
い
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
愛
人
は
こ
の
不
思
議
な
徴
候
を
見
て
突
然
立
ち
上
が
っ
た
。

恐
怖
に
怯
え
か
た
ず
を
呑
ん
だ
彼
女
は
、
こ
の
哀
れ
な
男
の
魂
が
、
深
い
悲
し
み
と
幾
歳
月
と
に
よ
っ
て
埋
づ
も
れ
た
厚
い
鱗
の
下

か
ら
抜
け
出
す
の
で
は
な
い
か
と
、
恐
ら
く
は
心
配
し
な
が
ら
、
熱
っ
ぽ
い
注
意
を
も
っ
て
彼
を
観
察
し
て
い
た
。
彼
の
お
の
の
き
、

痛
ま
し
く
驚
く
様
子
、
ま
す
ま
す
人
の
心
を
揺
り
動
か
す
身
振
り
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
か
ら
、
確
か
に
、
彼
は
記
憶
を
と
り
戻
し
た
の

だ
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
顔
の
筋
肉
が
弛
緩
し
、
胸
か
ら
押
し
寄
せ
る
涙
の
波
が
眼
に
溢
れ
出
し
た
。
彼
は
話
し
た
か
っ
た

が
嗚
咽
の
た
め
に
話
せ
な
か
っ
た
。
頭
を
傾
げ
て
、
何
か
支
え
を
得
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
手
を
伸
ば
し
、
舞
台
上
に
ば
っ
た
り

と
倒
れ
た
。
伴
侶
は
す
で
に
傍
に
い
た
、そ
し
て
ま
る
で
母
親
が
子
供
に
す
る
か
の
よ
う
に
優
し
さ
と
配
慮
と
で
彼
を
包
ん
で
い
た
。
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ある名演奏家の生涯の素描（IV）（11）

あ
る
人
々
の
心
づ
か
い
と
懸
命
の
親
切
、
他
の
人
々
の
茫
然
自
失
、
全
観
衆
の
衝シ
ョ
ッ
ク撃
は
こ
の
老
人
が
抱
か
せ
た
共
感
の
大
き
さ
を
証

明
し
た
。
人
々
は
彼
が
再
び
目
を
開
く
の
を
見
て
い
い
よ
う
の
な
い
歓
喜
の
興
奮
に
渦
巻
い
た
。
彼
が
与
え
た
不
安
の
後
に
は
大
声

の
喜
び
、
新
た
な
喝
采
、
新
た
な
足
踏
み
、
ほ
と
ん
ど
野
蛮
な
歓
呼
の
声
が
続
い
た
。
も
し
彼
が
幾
瞬
間
で
も
本
当
に
正
気
に
戻
っ

た
な
ら
、
少
な
く
と
も
そ
の
と
き
に
は
、
幸
せ
に
も
再
び
仮
死
状
態
に
陥
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
は
ま
た
よ
よ
と
泣
い
た
、
が
そ
れ

は
嬉
し
泣
き
だ
っ
た
。
同
業
者
の
賞
讃
と
熱
狂
と
愛
情
と
が
、
思
い
が
け
ず
も
魂
の
裡う
ち

に
反こ
だ
ま響
を
呼
び
覚
ま
し
、
疑
い
な
く
一
度
も

経
験
し
た
こ
と
の
な
い
最
も
大
き
な
幸
せ
を
得
さ
せ
た
の
だ
っ
た（
　
）。
実
際
、
今
日
の
彼
を
考
え
れ
ば
、
彼
が
手
に
し
た
ほ
ど
ほ
ど
の

栄
誉
は
、
最
も
能
力
の
充
実
し
た
頃
か
つ
て
夢
見
た
栄
誉
に
十
分
に
値
し
た
。

　

最
後
に
、こ
の
情
景
を
前
に
し
て
、我
々
は
哀
れ
な
男
の
生
涯
を
書
き
記
し
、彼
の
労
苦
の
長
さ
を
測
り
、彼
が
父
、母
、愛
、休
息
、

生
活
の
す
べ
て
を
犠
牲
に
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
何
層
倍
も
の
犠
牲
を
払
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
思
い
出

し
た
い
、
そ
う
す
る
と
こ
れ
と
の
比
較
対
照
か
ら
は
い
く
ら
か
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
他
の
多
く
の
人
々
の
お
お
よ
そ

の
人
生
の
歴
史
が
見
え
て
こ
よ
う
と
い
う
も
の
だ
。
た
だ
、う
か
つ
者
の
み
が
そ
れ
に
反
駁
で
き
る
だ
ろ
う
。
我
々
の
夢
と
希
望
、

―
―

こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
し
ば
し
ば
、何
ら
も
っ
と
も
な
根
拠
を
も
た
な
い
、――

こ
の
夢
と
希
望
の
中
に
あ
っ
て
、人
が
使
う
能
力
、

勇
気
、
消
耗
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
、
そ
し
て
人
が
到
達
す
る
結
果
と
の
間
に
は
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
全
く
も
っ
て
ひ
ど
い
不
釣
合
が

存
在
す
る
。
も
し
万
一
、
我
が
主
人
公
が
そ
の
夢
を
実
現
し
た
と
し
て
も
、
か
く
も
長
い
労
苦
と
か
く
も
多
大
の
犠
牲
と
苦
し
み
と

を
代
価
に
彼
が
束
の
間
の
栄
光
を
手
に
入
れ
た
こ
と
は
、
と
も
か
く
同
情
に
値
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
な
お
そ
の
上
惨
め
な
こ

と
に
は
、
こ
れ
は
ま
た
余
り
に
も
万
人
共
通
の
こ
と
な
の
だ
が
、
彼
は
野
望
を
も
つ
能
力
さ
え
も
っ
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
だ
。

　

し
か
し
、
い
く
ら
惨
め
だ
っ
た
と
し
て
も
、
愛
人
の
比
類
な
い
優
し
さ
の
お
か
げ
で
、
少
な
く
と
も
彼
は
悪
徳
の
汚
辱
か
ら
は
免

れ
た
。
こ
の
天
使
の
よ
う
な
人
間
の
自
己
犠
牲
と
献
身
と
は
、―

―

も
し
こ
れ
が
な
け
れ
ば
彼
は
疑
い
な
く
も
っ
と
不
幸
に
な
っ
て

い
た
だ
ろ
う
、―

―

一
日
も
衰
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
慈
愛
が
、―

―

彼
女
は
慈
愛
の
形イ
マ
ー
ジ
ュ象で
あ
っ
た―

―

自
ら
を
知
る
こ
と
が

152
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な
い
の
と
同
様
、
彼
女
は
自
ら
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
同
情
さ
れ
る
の
と
同
じ
ほ
ど
誉
め
ら
れ
る
こ
と
に
と
て
も
驚
い
て
い
た
。

彼
女
は
ど
こ
ま
で
も
控
え
目
に
身
元
を
確
証
で
き
る
断
言
を
絶
え
ず
巧
み
に
避
け
て
は
い
た
が
、
フ
ェ
レ
が
か
つ
て
漠
と
し
た
懸
念

の
た
め
に
犠
牲
に
し
た
あ
の
若
い
女
性
と
彼
女
と
が
、全
く
の
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
に
疑
念
を
さ
し
挟
む
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

彼
女
は
こ
ん
な
些
事
を
そ
っ
と
闇
に
追
い
や
っ
て
、
異
な
る
二
つ
の
個
性
の
実
在
を
信
じ
さ
せ
さ
え
し
た
い
よ
う
だ
っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
前
者
も
後
者
も
、
も
し
彼
女
達
が
名
前
を
も
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
二
人
と
も
に
キ
リ
ス
ト
の
受パ
ッ
シ
ヨ
ン難へ
の
愛
の
昂

揚
と
熱
狂
と
の
中
で
「
苦
難
か
死
か
！
」
と
叫
ん
だ
あ
の
聖
女（
　
）の
優
し
い
名
前
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
女
の
変
わ
ら
ぬ
愛
の
秘
密
は
さ

し
て
難
解
な
問
題
で
は
な
い
。
ど
こ
か
に
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。「
仕
事
に
お
い
て
も
、
ひ
ど
い
苦
し
み
に
お
い
て
も
、
犯
罪
に
お

い
て
も
、
徳
行
に
お
い
て
も
、
運
命
が
こ
の
よ
う
に
伴
侶
を
結
び
つ
け
な
い
ほ
ど
不
幸
で
あ
っ
た
り
お
ぞ
ま
し
か
っ
た
り
す
る
人
間

は
こ
の
世
に
存
在
し
な
い
。」
こ
の
指
摘
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
真
実
で
あ
る
。
そ
の
確
信
を
得
る
に
は
眼
を
開
く
か
思
い
出
す
だ

け
で
十
分
で
あ
る
。
惜
し
み
な
く
慰
め
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、勇
気
が
支
援
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、

犠
牲
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、つ
ま
り
何
ら
か
の
果
敢
な
行
為
が
成
し
遂
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
は
、

必
ず
女
性
に
出
遇
う
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
完
）

作
品
註

＊
本
誌
、 

三
六
号
（
平
成
十
五
年
三
月
）、一―

二
五
（
一
三
四―

一
一
〇
）
ペ
ー
ジ
、三
七
号
（
平
成
十
五
年
九
月
）、一―

十
七
（
一
五
二―

一
三
六
）
ペ
ー

ジ
及
び
三
八
号
（
平
成
十
六
年
三
月
）、
二
九―

四
五
（
一
三
六―

一
二
〇
）
ペ
ー
ジ
を
参
照
。
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ある名演奏家の生涯の素描（IV）（13）

（
1
）「
彼
」
は
作
品
の
主
人
公
で
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
フ
ェ
レ
。
か
つ
て
の
王
立
音
楽
院
の
優
等
生
フ
ェ
レ
の
理
性
は
失
意
の
下
に
埋
も

れ
、
今
や
精
神
の
廃
墟
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
誌
、
三
六
、三
七
、三
八
号
を
参
照
。

（
2
） 
自
然
科
学
に
強
い
関
心
を
も
ち
、
ま
た
自
ら
が
狂
気
の
種
を
宿
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
た
バ
ル
バ
ラ
は
、
当
時

名
を
は
せ
た
精
神
科
医
バ
イ
ヤ
ル
ジ
ェ
（
三
六
号
の
解
説
註
39
、
40
を
参
照
）
の
講
義
を
受
け
て
い
た
。
本
作
品
に
は
精
神
分
析
的

色
彩
が
強
く
現
わ
れlésion

（
病
巣
）
の
他
、
後
出
のtorpeur

（
麻
痺
状
態
、
鈍
麻
、
遅
鈍
）、hébétem

ent

（
精
神
朦
朧
、
遅
鈍
）、

sym
ptôm

e

（
徴
候
）
と
い
っ
た
医
学
、
特
に
精
神
医
学
に
特
徴
的
な
語
彙
に
出
く
わ
す
。

（
3
）
夜
な
べ
の
仕
事
で
空
し
く
体
力
を
消
耗
し
て
い
く
若
い
女
性
は
、
本
作
品
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
角
度
か
ら
扱
わ
れ
て
い
る
も
の

の
、
短
篇
「
カ
ー
テ
ン
」（《L

e R
ideau

》, L

’A
rtiste, 24 oct. 1846; L

e D
ém

ocrate, le 24 m
ai 1848; H

istoires ém
ouvantes, P., 

M
ichel Lévy, 1856

（sigle: H
é

））
に
も
「
エ
ロ
イ
ー
ズ
」（《H

éloïse

》, B
ulletin des gens de lettres, 15 février 1852; H

é

）
に

も
現
わ
れ
る
。

（
4
）既
に
本
作
品（
Ⅱ
） ﹇
三
七
号
、四（
一
四
九
）ペ
ー
ジ
六
行
目
と
そ
の
註
5
並
び
に
十
一（
一
四
二
）ペ
ー
ジ
の
最
後
の
部
分
﹈の
パ
ガ
ニ
ー

ニ
を
モ
デ
ル
と
し
た
イ
タ
リ
ア
人
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
に
ま
つ
わ
る
叙
述
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
当
時
抬
頭
し
て
き
た
物
質
主
義
的

商
業
主
義
は
拝
金
主
義
を
生
み
音
楽
・
芸
術
の
世
界
に
も
力
を
奮
い
始
め
、
音
楽
家
・
芸
術
家
も
商
品
化
を
免
れ
な
か
っ
た
。
註
4
の
数

字
を
つ
け
た
前
後
の
叙
述
に
は
おブ
フ
ォ
ヌ
リ

ど
け
の
要
素
が
強
い
の
は
無
論
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
中
に
は
こ
う
し
た
社
会
状
況
に
対
す
る
バ
ル

バ
ラ
の
側
の
揶
揄
の
形
を
と
っ
た
鋭
い
社
会
批
判
が
透
け
て
見
ら
れ
る
。

（
5
）
段
落
の
初
め
か
ら
こ
こ
ま
で
の
条
り
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
主
人
公
の
語
り
手
が
マ
ド
レ
ー
ヌ
を
紅
茶
に
浸
し
て
食
べ
た
瞬
間
に
か
つ

て
の
思
い
出
が
蘇
る
条
り
﹇『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』、「
ス
ワ
ン
家
の
方
へ
」（
一
九
一
三
）﹈
を
想
起
さ
せ
る
。
幼
い
頃
に
（
あ
る
い

は
過
去
に
）
経
験
し
た
同
じ
感
覚
を
後
に
追
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
周
辺
又
は
関
連
す
る
世
界
が
記
憶
に
蘇
る
点
で
、
心
理
学

的
、
精
神
分
析
学
的
に
は
同
じ
範
疇
の
事
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
無
論
こ
こ
で
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
一
人
称
小
説
の
膨
大
な
眩
く
世
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（14）

界
に
発
展
す
る
た
め
の
入
口
で
は
な
く
、
う
つ
病
の
無
気
力
、
麻
痺
状
態
の
改
善
の
第
一
歩
で
あ
り
、
一
人
の
芸
術
家
の
幸
せ
へ
の
入
口

な
の
で
あ
る
が
。
五
感
の
刺
激
に
よ
る
記
憶
の
覚
醒
は
バ
ル
バ
ラ
の
時
代
に
も
恐
ら
く
経
験
的
に
わ
か
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
治

療
法
と
し
て
は
無
論
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
バ
ル
バ
ラ
が
受
講
し
て
い
た
精
神
科
医
、
バ
イ
ヤ
ル
ジ
ェ
の
専
門
領
域
が
〈
無

気
力
、
麻
痺
状
態
〉  

で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
が
治
療
に
つ
い
て
は
殆
ど
何
も
書
き
残
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
講

義
の
中
で
何
ら
か
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
た
可
能
性
は
推
測
さ
れ
る
し
、（cf. G

E
R

A
U

D
, M

. &
 B

O
U

R
G

E
O

IS, M
, 

《Jules 

B
A

IL
L

A
R

G
E

R
 (1809–1891) , fondateur des A

nnales M
édico-P

sychologiques

》）, A
nnales M

édico-Psychologiques, P., m
ars 

1993, pp. 230–231 et des textes de Jules B
A

IL
L

A
R

G
E

R
 parus dans les A

nnales.

）
こ
こ
に
は
バ
ル
バ
ラ
自
身
の
体
験
も
か
な

り
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　

そ
れ
に
つ
け
て
も
、
五
感
の
刺
激
が
（
味
覚
だ
け
が
欠
け
て
い
る
）
過
去
の
漠
然
と
し
た
感
情
を
目
覚
め
さ
せ
る
条
り
が
先
ず
自
然
に

想
起
さ
せ
る
も
の
は
、
親
友
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
詩
、「
照
応
」《C

orrespondances

》（
一
八
五
七
？
）
で
あ
る
。
ま
た
バ
ル
バ
ラ
自
身

の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
演
奏
体
験
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
問
題
は
多
く
の
紙
面
を
要
す
る

の
で
別
の
機
会
に
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

（
6
）
フ
ェ
レ
の
母
の
名
前
は
一
部
バ
ル
バ
ラ
の
母
の
名
前M

arie M
agdleine H

enriette L
ouise A

ntoinette

か
ら
取
っ
て
い
る
。

（
7
） 

母
の
死
に
つ
い
て
は
本
作
品
（
Ⅰ
）、
本
誌
、
三
六
号
二
五
（
一
一
〇
）
ペ
ー
ジ
、 

作
品
註
7
を
参
照
。
バ
ル
バ
ラ
の
母
に
対
す
る
愛

情
は
非
常
に
深
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
作
品
か
ら
事
実
を
推
測
す
る
こ
と
は
非
常
に
危
険
な
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
作
品
（
Ⅰ
）

二
一―

二（
一
一
四―

三
）ペ
ー
ジ
及
び「
双
生
児
」（《L

es Jum
eaux

》, Revue de Paris, 15 janvier 1854; H
é, pp.3 et 10

）等
の
端
々

に
感
じ
ら
れ
る
。「
双
生
児
」
で
は
、
専
制
君
主
で
あ
る
父
の
傷
つ
い
た
傲
慢
な
心
の
苦
悩
を
引
き
受
け
る
母
、
父
の
怒
り
っ
ぽ
さ
に
圧

し
潰
さ
れ
て
死
ぬ
母
へ
の
言
及
が
あ
り
、
こ
ん
な
母
の
死
が
父
の
破
産
と
直
結
す
る
と
い
っ
た
条
り
が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
苦
難
を
引
き
受

け
る
フ
ェ
レ
の
愛
人
さ
ら
に
は
後
出
の
聖
女
テ
レ―

ズ
の
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
ね
合
わ
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
出
註
17
を
参
照
。
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ある名演奏家の生涯の素描（IV）（15）

（
8
）
街
を
巡
り
歩
く
惨
め
な
音
楽
家
は
「
街
の
女
歌
手
」（《U

ne C
hanteuse des rues

》, Journal pour tous, 29 sept. et 6 oct., 1855; 

H
é

）
の
ル
イ
ー
ズ
に
も
体
現
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）「
人
が
体
験
す
る
感
動
、感
情
は
芸
術
の
至
高
の
存
在
理
由
で
あ
る
」
と
す
る
考
え
方
は
無
論
バ
ル
バ
ラ
自
身
の
強
い
信
念
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
以
下
に
続
く
芸
術
家
と
聴
衆
と
の
間
の
交
感
と
も
い
う
べ
き
〈
共サ
ン
パ
テ
ィ感〉

を
芸
術
家
の
最
高
の
栄
光
と
す
る
思
考
（
後
出
註
16
の
辺

り
ま
で
）
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
こ
の
段
落
の
終
わ
り
で
は
、
芸
術
家
に
砂
を
噛
む
よ
う
な
思
い
を
さ
せ
る
贋
物
の
賞
讃
や
熱

狂
に
対
す
る
バ
ル
バ
ラ
固
有
の
鋭
い
批
判
も
忘
れ
て
は
い
な
い
。
参
考
の
た
め
演
奏
家
と
聴
く
者
と
の
間
の
〈
共サ
ン
パ
テ
ィ感〉

を
バ
ル
バ
ラ
自
身

が
最
も
率
直
に
表
現
し
た
と
思
わ
れ
る
条
り
を
引
用
す
る
。

　
「
無
関
心
だ
っ
た
り
退
屈
し
た
り
す
る
聴
衆
は
シ
ェ
ン
ク
に
は
迷
惑
で
彼
を
麻
痺
さ
せ
て
し
ま
う
の
を
僕
は
知
っ
て
い
た
。
感
動
を
頒
ち

あ
え
る
場
で
な
け
れ
ば
演
奏
家
は
完
全
に
自
分
自
身
に
な
れ
な
い
。
そ
れ
は
催
眠
術
者
に
も
共
通
し
た
こ
と
で
、
敵
意
を
も
つ
人
間
が
い

る
と
催
眠
術
は
う
ま
く
い
か
な
い
。
僕
は
自
分
の
裡
に
、
も
は
や
生
命
の
あ
る
も
の
と
い
え
ば
芸
術
作
品
の
力
の
も
と
で
う
ち
顫
え
る
数

本
の
弦
し
か
も
た
ず
、
ま
る
で
自
動
力
の
な
い
物
体
の
よ
う
に
、
薄
暗
い
室
の
片
隅
に
腰
を
掛
け
た
の
だ
っ
た
。」（「
音
楽
の
レ
ッ
ス
ン
」

﹇
拙
訳
﹈《L

a L
eçon de M

usique

》,  R
evue de Paris, 15 m

ars 1854;  H
é,  pp.14-15.

）

（
10
） 

数
組
の
男
女
が
向
か
い
合
っ
て
踊
る
ダ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
の
民
族
舞
踊
を
起
源
と
し
十
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
で
大
流
行
し
た
。
ま

た
コ
ン
ト
ル
ダ
ン
ス
の
曲
の
こ
と
も
い
う
（『
小
学
館
ロ
ベ
ー
ル
仏
和
大
事
典
』、
一
九
八
八
）。

（
11
）
リ
ト
ル
ネ
ル
ロ
、
声
楽
曲
の
導
入
的
部
分
、
又
中
間
の
つ
な
ぎ
の
部
分
、
又
は
後
奏
部
を
な
す
純
器
楽
曲
を
い
う
（『
音
楽
辞
典
』（
楽

器
篇
）、
音
楽
の
友
社
、
昭
和
三
九
年
）。
こ
こ
で
は
、
声
楽
曲
の
導
入
的
部
分
で
あ
ろ
う
。

（
12
）
フ
ィ
オ
リ
ト
ゥ
ー
ラ
「
花
を
ま
き
散
ら
す
」
の
意
で
、
小
さ
い
軽
い
装
飾
的
な
歌
唱
法
の
こ
と
を
い
う
。
十
八
世
紀
の
オ
ペ
ラ
の
詠

唱
に
即
興
的
に
ベ
ル
カ
ン
ト
歌
手
の
つ
け
た
も
の
で
、一
時
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
や
ピ
ア
ニ
ス
ト
も
こ
れ
に
心
酔
し
た（『
音
楽
辞
典
』）。

（
13
）
こ
の
部
分
か
ら
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
（
註
16
）
に
向
っ
て
、
拍
手
喝
采
の
段
階
的
な
高
ま
り
と
フ
ェ
レ
の
認
知
障
害
の
段
階
的
改
善
と
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（16）

が
一
体
を
な
し
て
進
行
す
る
。
こ
こ
に
は
バ
ル
バ
ラ
に
特
徴
的
な
周
到
に
計
算
さ
れ
た
作
品
の
構
成
法
が
窺
わ
れ
る
。
ま
ず
、「
割
れ
ん

ば
か
り
の
﹇
…
﹈
拍
手
喝
采
﹇
に
よ
っ
て
フ
ェ
レ
は
﹈
決
定
的
に
麻
痺
状
態
か
ら
覚
め
」（
註
13
）
次
に
は
「
耳
を
聾
す
る
ば
か
り
の
拍

手
と
足
踏
み
と
を
伴
な
っ
た
熱
狂
的
な
﹇
…
﹈
叫
び
声
﹇
が
あ
り
、
こ
の
﹈
も
の
す
ご
い
喧
騒
は
フ
ェ
レ
の
心
に
ま
で
浸
透
し
て
途
轍

も
な
い
衝
撃
を
惹
き
起
し
た
﹇
結
果
﹈、
精
神
朦
朧
の
表
情
が
消
え
﹇
…
﹈
関
心
と
不
安
の
表
情
が
現
れ
始
め
﹇
…
﹈
記
憶
を
取
り
戻
し

た
と
推
測
さ
れ
る
」（
註
15
）
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
以
下
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
ま
で
は
作
品
を
参
照
。

（
14
）『
戦
争
交
響
曲
』sym

phonie m
ilitaire

と
呼
ば
れ
る
も
の
は
ハ
イ
ド
ン
作
曲
の
も
の
や
ベ
ー
ヴ
ェ
ン
作
曲
の
も
の
が
あ
る
が
、
こ

の
文
中
の
「
ラ
ッ
パ
の
響
き
、
太
鼓
の
響
き
、
狙
撃
兵
の
発
砲
の
音
、
大
砲
の
断
続
的
な
雷
鳴
、
騎
兵
隊
の
突
撃
、
戦
勝
者
の
勝
利
の

歌
、
敗
戦
者
達
の
葬
送
行
進
曲
」
等
か
ら
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
『
ウ
ェ
リ
ン
ト
ン
の
勝
利
』、
通
称
『
戦
争
交
響
曲
』
が
ソ
ー
ス
で
あ
る

こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
の
曲
に
は
、「
ル
ー
ル
・
ブ
リ
タ
ニ
ア
」
や
、
多
分
、
少
し
ば
か
り
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
し
て
意
地
悪
さ
を
以
て

で
は
あ
る
が
良
く
知
ら
れ
た
《M

arbrouck s

’en va-t-en guerre...

》
を
テ
ー
マ
に
管
弦
楽
曲
に
編
曲
さ
れ
、
二
部
の
「
勝
利
の
交
響

曲
」
で
は
そ
れ
と
な
く
『
第
九
交
響
曲
』
の
「
歓
喜
の
歌
」
を
ほ
の
め
か
す
よ
う
な
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
が
あ
り
、
次
に
は
イ
ギ
リ
ス
国

家
のG

od save the king

を
テ
ー
マ
と
し
た
フ
ー
ガ
が
現
わ
れ
る
。
こ
の
交
響
曲
は
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
の
発
明
者
メ
ー
ル
ゼ
ル
が
発
明
し

た
自
動
人
形
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
〈
パ
ン
ハ
ル
モ
ニ
コ
ン
〉
の
た
め
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
作
曲
し
た
（
一
八
一
三
）
も
の
に
す
ぐ
後
で

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
自
身
が
オ
ー
ケ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
交
響
曲
は
自
動
人
形
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
、「
ウ
ィ

テ
ィ
ン
ト
ン
少
佐
」﹇
拙
訳
﹈（『
幻
想
文
学
』
三
十
二
号
、
幻
想
文
学
出
版
局
、
一
九
九
二
年
、
一
一
二―

一
三
七
ペ
ー
ジ
、《L

e M
ajor 

W
hittington

》, R
evue française 1

er février 1858

）
の
中
に
現
わ
れ
る
自
動
音
楽
の
ソ
ー
ス
と
し
て
も
使
わ
れ
て
い
る
（V

. L
ouis-

C
harles B

A
R

B
A

R
A
, L

e M
ajor W

hittington, présenté par N
ori K

A
M

E
Y

A
, L

ettres M
odernes, M

inard, 1985, p.110 et la 

note, p.L
X

V
I

）。
ち
な
み
に
、
バ
ル
バ
ラ
が
シ
ャ
ン
フ
ル
リ
、
シ
ャ
ン
ヌ
等
と
演
奏
し
た
四
重
奏
団
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
を
導
入
し
、
こ
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
維
持
し
続
け
た
の
は
他
な
ら
ぬ
バ
ル
バ
ラ
で
あ
っ
た
（V

. A
lexandre Schanne, Souvenirs de 
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ある名演奏家の生涯の素描（IV）（17）
Schaunard, P., G

. C
harpentier, 1887, p.248

）。

（
15
）
註
13
を
参
照
。

（
16
）
註
9
を
参
照
。

（
17
）
聖
女
テ
レ
ー
ズ
。
イ
エ
ズ
ス
の
テ
レ
ー
ズ
ま
た
の
名
、 

ア
ヴ
ィ
ラ
の
テ
レ
ー
ズ
（T

hérèse de Jésus, dite d

’A
vila ﹇sainte

﹈（A
vila 

1515–A
lbe de Torm

es 1588

）（Petit R
obert 2

）。
ス
ペ
イ
ン
の
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
、女
子
カ
ル
メ
ル
会
改
革
者
（『
大
百
科
事
典
』、

平
凡
社
、1986
）。

 　
　

ア
ヴ
ィ
ラ
の
テ
レ
ー
ズ
の
名
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
の
中
で
、
キ
リ
ス
ト
の
受
難
へ
の
愛
に
関
わ
る
部
分
で
、「
苦
難
」「
死
」
を

耐
え
る
こ
と
に
幸
せ
を
感
ず
る
代
表
的
人
物
と
し
て
頻
繁
に
現
わ
れ
る
。
例
え
ばIm

itation de Jésus-C
hrist, 《2

e L
ivre, ch.12  D

e la 

sainte voie de la C
roix

》, T
hom

as A
 K

em
pis 

（『
キ
リ
ス
ト
の
ま
ね
び
』（
ト
マ
ス
・
ア
・
ケ
ン
ピ
ス
）
の
「
第
二
の
書
、
十
二
章
、

十
字
架
の
聖
な
る
道
に
つ
い
て
」）
に
関
す
る
《réflexion

》
に
は
次
の
条
り
が
見
ら
れ
る
。《P

resson-nous donc contre la C
roix; 

qu

’elle soit ici-bas notre consolation, com
m

e elle est notre force

﹇...

﹈Tous les saints ont senti ce désir, tous ont tenu ce 

langage. Souffrir ou m
ourir,  répétait souvent sainte T

hérèse, et dans la souffrance, elle trouvait plus de paix et de bonheur 

que n

’en goûteront jam
ais ceux que le m

onde appelle heureux.

》（E
dition M

agnificat, Saint-Jovite, Q
uévec.http://

m
agnificat.ca/textes/index.htm

l

）。ま
た
、l

’abbé A
. C

om
be

はN
otre-D

am
e du C

arm
el

の
中
で
聖
テ
レ
ー
ズ
の『
自
叙
伝
』（L

ivre 

de la V
ie

）
よ
り
彼
女
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。《Je L

ui dis quelquefois du fond du cœ
ur: Seigneur, ou m

ourir ou souffrir! 

Je ne V
ous dem

ande pas autre chose

》（V
ie, ch.X

L

）, http://w
w

w
.ourlady.ca/translations/French/notreD

am
eFr.htm

。
コ

ン
テ
ク
ス
ト
の
把
握
の
た
め
引
用
の
前
後
を
掲
げ
る
と
、《N

otre-Seigneur m

’aparut; il m
e consola avec beaucoup de bonté, et 

m
e dit de prendre ces soins et d

’endurer cette souffrance pour l

’am
our de lui; que m

a vie était encore nécessaire.

﹇...

﹈ 

Il m
e sem

ble que souffrir est la seule raison de l

’exsistence, et c

’est ce que je dem
ande à D

ieu avec le plus d

’ardeur. 
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（18）
Je lui dis quelquesfois du fond de m

on âm
e: Seigneur, ou m

ourir ou souffrir ! je ne vous dem
ande pas autre chose. 

L
orsque j

’entends sonner l

’horloge, c

’est pour m
oi un sujet de consolation, à la pensée que je touche d

’un peu plus près 

au bonheur de voir D
ieu, et que c

’est une heure de m
oins à passer dans cette vie.

》 , T
hérèse d

’A
vila: livre de la vie: 

C
hapitre 37 à 40, 25/28

ペ
ー
ジ, http://w

w
w
.carm

el-france.org/visages/teresa/V
37-40.shtm

l　

書
物
と
し
て
は
、
翻
訳
は

異
な
る
が
、
例
え
ば
、L

ivre de la vie, 《C
hapitre 40

》, E
ditions du C

erf, P., 2002, P. 337.
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