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は
じ
め
に

　

童
話
作
家
、
新
美
南
吉（
一
九
一
三
―
一
九
四
三
）が
西
洋
音
楽

を
愛
好
し
て
い
た
こ
と
は
、
近
年
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
〇
一
三
年
、
南
吉
生
誕
百
年
記
念
の
年
に
は
「
南
吉
が
愛
し
た
ク

ラ
シ
ッ
ク
音
楽
―
詩
の
朗
読
と
共
に
」ⅰ
等
、
南
吉
の
名
を
冠
し
た

演
奏
会
が
全
国
で
開
催
さ
れ
た
他
、二
〇
一
六
年
三
月
に
は
南
吉
の

命
日
で
あ
る
貝
殻
忌
の
催
し
と
し
て
、
南
吉
の
故
郷
半
田
市
に
あ
る

新
美
南
吉
記
念
館
の
主
催
に
よ
り
、
様
々
な
音
楽
イ
ベ
ン
ト
が
開
催

さ
れ
た
ⅱ
。

　

南
吉
の
日
記
に
は
、
彼
が
少
年
の
頃
か
ら
、
文
学
と
共
に
音
楽
に

も
関
心
を
寄
せ
て
い
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
現
代
に

お
い
て
、
南
吉
と
音
楽
と
を
結
び
つ
け
た
催
し
が
行
な
わ
れ
る
要
因

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
日
記
記
述
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
、
南

吉
の
生
涯
に
お
け
る
西
洋
音
楽
愛
好
の
度
合
い
は
、
決
し
て
熱
烈
な

も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
南
吉
が
生
き
た
時
代
は
、
蓄
音
器
や

レ
コ
ー
ド
、
ラ
ジ
オ
と
い
っ
た
音
楽
メ
デ
ィ
ア
が
一
般
に
も
普
及
し

始
め
て
お
り
、
彼
の
友
人
の
う
ち
に
は
個
人
で
そ
れ
を
所
有
す
る
音

楽
好
き
も
い
た
。
し
か
し
、
南
吉
は
女
学
校
の
教
員
と
な
り
そ
れ
な

り
の
給
料
を
得
る
よ
う
な
っ
て
か
ら
も
、
自
分
で
蓄
音
器
を
持
つ
こ

と
は
な
か
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
南
吉
が
音
楽
を
好
ん
だ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
大
正

か
ら
昭
和
初
期
を
生
き
た
、ひ
と
り
の
若
者
と
音
楽
と
の
繋
が
り
を
、

南
吉
の
日
記
は
確
か
に
伝
え
て
い
る
。
個
人
的
な
音
楽
聴
取
の
記
録

は
、
対
象
と
な
る
人
物
の
人
と
な
り
や
生
き
方
、
そ
の
人
を
取
り
巻

く
社
会
に
つ
い
て
の
、
貴
重
な
情
報
を
含
ん
で
い
る
。
南
吉
の
音
楽

体
験
を
辿
る
こ
と
は
、
今
も
愛
読
さ
れ
る
多
く
の
物
語
を
残
し
た
作

家
、
新
美
南
吉
の
実
像
に
近
づ
く
道
の
ひ
と
つ
と
な
り
、
そ
の
作
品

加

藤

希

央

新
美
南
吉
の
青
春
と
西
洋
音
楽

―
― 

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
交
響
曲
第
六
番
《
田
園
》
聴
取
を
め
ぐ
っ
て 

―
―
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解
釈
に
も
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

　
　
　
一

　

新
美
南
吉
（
本
名
、
新
美
正
八
）
は
大
正
二
年
、
愛
知
県
知
多
郡

半
田
町
（
現
在
の
半
田
市
）
岩
滑
に
生
ま
れ
た
。
幼
少
よ
り
文
才
を

示
し
、
旧
制
中
学
二
年
生
の
頃
よ
り
盛
ん
に
童
謡
や
童
話
を
書
き
始

め
た
。
昭
和
六
年
に
中
学
を
卒
業
後
、
師
範
学
校
を
受
験
す
る
も
体

格
検
査
で
不
合
格
と
な
り
、
南
吉
は
小
学
校
の
代
用
教
員
を
勤
め
な

が
ら
、
児
童
雑
誌
へ
の
投
稿
を
続
け
た
。
そ
し
て
同
年
九
月
、
北
原

白
秋
門
下
に
よ
る
童
謡
雑
誌
『
チ
チ
ノ
キ
』
に
参
加
し
、
詩
人
で
編

集
者
の
巽
聖
歌
と
知
り
合
う
。
そ
の
年
の
十
二
月
、
南
吉
は
巽
を
頼

り
上
京
し
、
北
原
白
秋
と
面
会
す
る
機
を
得
た
。
こ
れ
に
よ
り
上
京

の
意
志
を
固
め
た
南
吉
は
、巽
の
薦
め
る
東
京
外
国
語
学
校
（
以
下
、

東
京
外
語
）
を
受
験
し
合
格
。
昭
和
七
年
四
月
よ
り
、
東
京
で
の
学

生
生
活
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

　

上
京
す
る
前
の
南
吉
は
、
い
わ
ゆ
る
西
洋
音
楽
と
は
ほ
ぼ
無
縁
の

環
境
に
暮
ら
し
て
い
た
。
小
学
校
で
唱
歌
を
習
い
、
中
学
校
で
友
人

と
ハ
ー
モ
ニ
カ
を
楽
し
み
、
代
用
教
員
と
し
て
学
芸
会
で
唱
歌
の
ピ

ア
ノ
伴
奏
に
挑
戦
し
た
こ
と
。
こ
れ
が
、
故
郷
に
お
け
る
南
吉
の
近

代
的
な
音
楽
体
験
の
、
ほ
と
ん
ど
全
て
で
あ
っ
た
。

　

南
吉
が
本
格
的
な
西
洋
音
楽
を
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
東
京

外
語
の
学
生
と
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
南
吉
が
旧
制
中
学
に

進
学
し
た
大
正
十
五
年
、
小
学
校
か
ら
中
学
校
へ
の
進
学
率
は
全
国

平
均
で
約
二
割
で
あ
る
。
中
学
か
ら
さ
ら
に
上
の
学
校
へ
の
進
学
者

は
、
地
域
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
と
目
さ
れ
た
。
西
洋
音
楽
は
、
そ
う

し
た
高
等
教
育
機
関
在
学
者
の
多
く
が
挙
げ
る
趣
味
で
あ
っ
た
ⅲ
。

東
京
外
語
時
代
に
書
か
れ
た
南
吉
の
日
記
に
は
、
彼
の
学
生
生
活
に

お
い
て
最
も
重
要
で
あ
っ
た
文
学
に
つ
い
て
の
記
述
と
共
に
、
西
洋

音
楽
に
関
す
る
記
述
も
散
見
さ
れ
る
。
南
吉
は
、
東
京
で
は
蓄
音
器

を
備
え
た
名
曲
喫
茶
と
呼
ば
れ
る
喫
茶
店
に
友
人
た
ち
と
足
繁
く
通

い
、
学
校
の
長
期
休
暇
で
帰
郷
し
た
折
に
は
、
蓄
音
器
を
持
つ
友
人

を
訪
ね
て
レ
コ
ー
ド
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
南
吉
の
日
記
に

具
体
的
な
作
曲
家
の
名
前
が
現
わ
れ
る
の
は
、昭
和
八
年
一
月
七
日
、

冬
期
休
暇
で
帰
省
し
た
折
、中
学
時
代
の
友
人
の
家
で
聞
い
た「
ベ
ー

ト
ー
ベ
ン
」
で
あ
る
。
こ
の
時
は
「
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
に
感
激
し
て
か

へ
つ
て
、
童
謡
を
一
つ
ひ
ね
り
出
し
た
ⅳ
」
南
吉
で
あ
っ
た
が
、
翌

年
度
の
夏
期
休
暇
で
帰
省
し
た
時
の
日
記
に
は
、
レ
コ
ー
ド
を
聞
か

せ
て
も
ら
っ
て
も
集
中
で
き
な
い
と
悩
み
、「
私
に
は
大
し
て
音
楽

は
面
白
く
な
い
ⅴ

」
と
、
つ
い
本
音
も
こ
ぼ
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、

南
吉
は
友
人
と
連
れ
立
ち
レ
コ
ー
ド
コ
ン
サ
ー
ト
に
出
か
け
、
学
校

が
始
ま
れ
ば
ま
た
東
京
の
友
人
と
共
に
名
曲
喫
茶
に
通
っ
た
。
南
吉

の
学
生
時
代
に
お
け
る
西
洋
音
楽
聴
取
の
場
に
は
、
常
に
友
の
姿
が

あ
る
。昭
和
八
年
十
二
月
に
書
か
れ
た
南
吉
の
日
記
に
は
、ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
第
六
番
《
田
園
》
を
四
日
間
集
中
的
に
聞
き
、
楽

曲
を
理
解
し
よ
う
と
勤
め
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
聴
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取
が
、
以
後
南
吉
が
生
涯
に
わ
た
り
西
洋
音
楽
を
愛
好
し
て
い
く
契

機
に
な
っ
た
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
南
吉
は
、
西
洋
音
楽
に
対

し
ど
の
よ
う
に
近
づ
い
て
い
っ
た
の
か
。
ま
た
、
南
吉
に
と
り
西
洋

音
楽
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
を
南
吉
の
日

記
を
軸
に
読
み
解
く
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
　
　
二

　

本
節
で
は
、
昭
和
八
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
二
十
二
日
ま
で
の
南

吉
の
日
記
ⅵ
か
ら
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
第
六
番
《
田
園
》

聴
取
に
関
す
る
部
分
の
抜
粋
を
提
示
し
、
考
察
を
試
み
る
。

十
二
月
十
六
日　

土
曜
日

（
前
略
）
又
澄
川
の
と
こ
へ
来
て
、
一
緒
に
田
沢
と
云
ふ
音
楽

趣
味
の
勝
つ
た
い
や
に
骨
董
品
を
あ
つ
め
た
喫
茶
で
ベ
ー
ト
ー

ベ
ン
の
田
園
交
響
楽
を
き
い
た
。
小
便
を
し
た
く
て
た
ま
ら
な

い
の
を
こ
ら
へ
て
ゐ
た
為
、
ゆ
つ
く
り
き
く
余
裕
が
な
か
つ
た

の
が
く
や
し
い
。（
後
略
）

　

こ
の
日
南
吉
は
、
友
人
の
澄
川
と
一
緒
に
喫
茶
田
沢
で
《
田
園
》

を
聞
い
た
。
澄
川
稔
は
明
治
大
学
の
学
生
で
、
南
吉
と
は
児
童
雑
誌

『
赤
い
鳥
』
の
投
書
仲
間
と
し
て
知
り
合
っ
た
。
澄
川
は
大
学
卒
業

後
、
河
出
書
房
に
入
社
し
、
南
吉
初
の
単
行
本
『
良
寛
物
語　

手
毬

と
鉢
の
子
』出
版
の
契
機
を
つ
く
っ
た
人
物
で
あ
る
。
昭
和
十
二
年
、

南
吉
か
ら
澄
川
に
宛
て
書
か
れ
た
書
簡
に
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
に
関
す
る

記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
二
人
が
西
洋
音
楽
に
つ
い
て
語
り

合
う
仲
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
こ
の
日
の
南
吉
は
、
生

理
現
象
の
た
め
音
楽
に
集
中
で
き
な
か
っ
た
と
あ
る
の
が
微
笑
ま
し

い
。

十
二
月
十
八
日　

月
曜
日

青
木
の
借マ
マ

し
て
く
れ
た
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ツ
ド
の
〝
田
園
交
響
楽
〟

を
読
ん
で
し
ま
つ
た
。学
校
の
休
み
時
間
に
読
ん
で
し
ま
つ
た
。

読
み
了
つ
た
後
の
瞑
想
―
美
し
く
焼
か
れ
た
肉
の
う
す
い
丸
い

壷
。
そ
の
壷
を
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
奴
に
話
し
か
け
ら
れ
る
為
に

ぶ
ち
こ
は
さ
れ
る
や
う
な
気
が
し
た
。
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ツ
ド
は

も
つ
と
理
解
し
がマ
マ

い
深
遠
な
も
の
だ
と
恐
れ
て
ゐ
た
が
、
割
合

に
や
さ
し
く
解
る
こ
と
が
出
来
た
の
が
う
れ
し
か
つ
た
。

藤
掛
が
土
曜
以
来
休
ん
で
ゐ
る
の
で
、
辻
と
村
松
と
二
人
で
見

舞
つ
て
や
つ
た
。
別
に
病
気
し
て
る
わ
け
で
は
な
か
つ
た
。
ナ

ナ
と
云
ふ
喫
茶
に
レ
コ
ー
ド
が
あ
る
と
言
ふ
の
で
お
ご
ら
せ

た
。
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
田
園
交
響
楽
を
か
け
て
貰
つ
た
が
悲
し

く
理
解
出
来
な
か
つ
た
。（
後
略
）

　

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音
楽
を
理
解
す
る
た
め
に
、
南
吉
は
楽
曲
と

同
名
の
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
文
学
作
品
に
手
が
か
り
を
求
め
た
と
思
わ



− 48 −

れ
る
。
は
た
し
て
、
ジ
ッ
ド
の
『
田
園
交
響
楽
』
は
「
割
合
や
さ
し

く
解
る
こ
と
が
出
来
た
」と
喜
ん
だ
南
吉
で
あ
っ
た
が
、読
み
終
わ
っ

た
そ
の
日
の
内
に
聞
い
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
《
田
園
》
は
、
二
度

目
の
聴
取
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
「
悲
し
く
理
解
出
来
な
か
つ
た
」。

西
洋
音
楽
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
、
南
吉
は
模
索
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
一
緒
に
聞
い
て
い
る
の
は
、
東
京
外
語
の
友
人
た
ち
で
あ

る
。

十
二
月
二
十
一
日　

木
曜
日

国
語
の
試
験
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
れ
か
ら
澄
川
に
あ
つ
た
。

ト
レ
ビ
ア
ン
と
云
ふ
所
で
田
園
交
響
楽
を
き
い
た
。
四
枚
目
を

き
い
た
頃
、
一
群
の
愉
快
な
つ
と
め
人
達
が
来
て
、
ス
カ
ー
ト

の
下
が
見
た
い
と
か
、
ス
カ
ー
ト
は
ど
ん
な
に
し
て
ぬ
ぐ
の
か

な
ど
と
云
ひ
出
し
た
の
で
、
五
枚
目
を
き
か
ず
に
田
沢
へ
う
つ

つ
て
、
そ
こ
で
始
め
か
ら
き
き
な
ほ
し
た
。
娘
が
ゐ
た
。
均
整

の
と
れ
た
姿
態
と
、
魅
力
は
な
い
が
ぬ
け
穴
の
な
い
顔
、
白
い

手
。
こ
の
娘
が
舞
踏
を
す
る
千
代
な
ん
だ
な
と
思
つ
た
。
中
頃

に
若
い
外
人
（
多
分
英
人
）
が
や
つ
て
来
た
。
こ
ん
意
に
し
て

ゐ
る
ら
し
く
、
娘
と
二
人
で
む
つ
ま
じ
く
話
し
て
ゐ
た
。
一
方

は
英
語
で
一
方
は
日
本
語
で
。
そ
の
英
人
の
唇
が
テ
ー
ブ
ル
の

上
の
赤
い
け
し
の
花
と
類
似
し
て
ゐ
る
と
思
つ
て
き
い
て
ゐ

た
。（
後
略
）

　

こ
の
日
、
南
吉
は
喫
茶
店
を
二
軒
は
し
ご
し
て
《
田
園
》
を
聞
き

込
む
こ
と
に
な
っ
た
。
連
続
聴
取
初
日
に
一
緒
だ
っ
た
澄
川
と
、
ま

ず
喫
茶
ト
レ
ビ
ア
ン
で
聞
き
始
め
た
。
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
で
は
、
交
響

曲
《
田
園
》
は
全
楽
章
が
五
枚
で
一
組
で
あ
る
。
南
吉
は
そ
の
四
枚

目
ま
で
聞
い
た
所
で
喫
茶
田
沢
に
移
動
し
、
そ
こ
で
ま
た
一
枚
目
か

ら
聞
い
た
と
あ
る
の
で
、
ほ
と
ん
ど
二
回
、
続
け
て
こ
の
曲
を
聞
い

た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
移
動
し
た
後
の
店
で
の
記
述
に
も
、
音
楽

に
関
す
る
言
及
は
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
の
描
写
に
、
南
吉
の
聴
感
覚

の
冴
え
が
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
南
吉
は
集

中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
四
節
で
述
べ
る
こ

と
と
す
る
。

十
二
月
二
十
二
日　

金
曜
日

修
身
の
試
験
。
試
験
が
終
つ
て
か
ら
藤
掛
に
マ
イ
ネ
ク
ラ
イ
ネ

を
をマ
マ

ご
ら
せ
て
こ
こ
で
も
又
田
園
交
響
楽
。
き
く
た
び
に
解
つ

て
来
る
や
う
な
気
が
す
る
。
ま
る
で
模
糊
と
し
た
ニ
ュ
ア
ン

ス
の
み
と
め
ら
れ
な
い
一
枚
の
無
感
覚
な
板
で
あ
つ
た
の
が
、

段
々
と
霧
を
払
ひ
、
ピ
ン
ト
を
あ
は
せ
て
明
瞭
に
浮
び
あ
が
つ

て
来
る
の
だ
つ
た
。
帰
り
の
電
車
の
中
だ
つ
た
か
、
或
は
道
を

歩
い
て
ゐ
た
時
だ
つ
た
か
、
と
も
角
今
日
一
日
の
う
ち
の
或
時

に
芸
術
を
解
す
る
の
に
は
或
程
度
ま
で
智
識
を
要
求
す
る
と
思

つ
た
。（
後
略
）
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こ
の
日
は
十
八
日
に
一
緒
だ
っ
た
藤
掛
と
共
に
喫
茶
マ
イ
ネ
ク
ラ

イ
ネ
に
て
「
こ
こ
で
も
又
田
園
交
響
楽
」。
そ
し
て
、「
き
く
た
び
に

解
つ
て
来
る
や
う
な
気
が
す
る
」。
四
日
間
意
識
的
に
聴
取
を
繰
返

し
た
こ
と
で
楽
曲
に
慣
れ
、
落
着
い
て
聞
き
通
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
見
た
り
触
れ
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

音
楽
は
、
何
か
し
ら
実
感
を
伴
う
よ
う
な
手
が
か
り
を
得
ら
れ
な
い

と
、
非
音
楽
専
門
家
の
場
合
は
特
に
、
な
か
な
か
安
心
し
て
聞
け
る

よ
う
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
繰
返
し
て
の
聴
取
は
、
そ
の
一
番

の
近
道
で
あ
る
。
何
度
か
聞
け
ば
、
楽
曲
の
展
開
を
予
測
出
来
る
よ

う
に
な
り
、音
楽
の
流
れ
を
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。「
ま

る
で
模
糊
と
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
み
と
め
ら
れ
な
い
一
枚
の
無
感
覚

な
板
で
あ
つ
た
の
が
、
段
々
と
霧
を
払
ひ
、
ピ
ン
ト
を
あ
は
せ
て
明

瞭
に
浮
か
び
あ
が
つ
て
来
る
」
と
の
比
喩
に
は
、
南
吉
が
西
洋
音
楽

に
馴
染
ん
で
い
く
過
程
に
お
け
る
実
感
が
表
現
さ
れ
て
お
り
興
味
深

い
。
さ
ら
に
、
こ
の
日
の
記
述
の
終
り
に
あ
る
「
芸
術
を
解
す
る
の

に
は
或
程
度
ま
で
智
識
を
要
求
す
る
と
思
つ
た
」
の
言
葉
に
注
目
し

た
い
。
こ
こ
に
は
「
教
養
主
義
」
の
思
想
が
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
思
想
こ
そ
、
南
吉
が
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
聞
き
理
解
し
た
い

と
願
う
動
機
を
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
三

　
「
教
養
主
義
」
と
は
、
読
書
な
ど
を
通
じ
智
識
を
得
る
こ
と
に
よ

り
、
人
格
の
完
成
を
望
み
社
会
の
改
善
を
求
め
る
思
想
で
あ
る
。
大

正
時
代
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
、
主
に
旧
制
高
等
学
校
や
大
学

と
い
っ
た
高
等
教
育
機
関
に
在
籍
す
る
学
生
た
ち
の
多
く
が
、
こ
の

思
想
を
規
範
と
し
て
い
た
。
ド
イ
ツ
の
教
養
（
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
）
概

念
の
影
響
の
下
、
学
生
た
ち
は
人
類
の
文
化
、
こ
と
に
西
洋
の
哲
学
、

芸
術
、
科
学
な
ど
を
継
承
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
人
格
者
と
な
る
こ

と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
教
養
主
義
に
は
、
そ
の
理
想
と

は
異
な
る
側
面
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
擬
似
的
な
階
級
意
識
で
あ
る
。

高
等
教
育
機
関
に
在
籍
す
る
学
生
た
ち
は
、「
教
養
」
を
持
つ
自
分

た
ち
と
、
進
学
を
諦
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
多
く
の
若
者
た
ち
と
を

区
別
し
、
自
ら
は
よ
り
高
級
で
文
化
的
な
世
界
に
属
す
る
人
間
で
あ

る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
「
教
養
」
と
は
、
若
者

た
ち
に
強
い
憧
憬
を
抱
か
せ
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。
ⅶ

　

日
本
に
お
け
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
受
容
に
は
、
こ
の
教
養
主
義
が

少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
明
治
以
降
、
国
家
主
導
で
積

極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
西
洋
音
楽
で
あ
る
が
、
実
際
の
演
奏
に
立

ち
会
う
機
会
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
楽
曲
に
ま
つ
わ
る
逸

話
や
作
曲
家
の
評
伝
な
ど
文
字
に
よ
る
情
報
の
方
が
、
音
楽
よ
り
も

先
に
、
人
々
に
広
ま
る
こ
と
と
な
っ
た
ⅷ
。
日
本
で
最
初
に
紹
介
さ

れ
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
評
伝
は
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
『
ベ
エ
ト
オ

フ
エ
ン
並
に
ミ
レ
エ
』（
加
藤
一
夫
訳
、
大
正
四
年
）
で
あ
る
。
そ

の
後
も
同
著
者
に
よ
る
『
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
』、『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス

ト
フ
』
が
刊
行
さ
れ
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
描
く
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
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像
―
自
ら
の
出
自
や
宿
命
に
苦
悩
し
、
自
己
陶
冶
を
通
し
て
至
高
な

る
世
界
を
形
成
す
る
人
間
像
と
そ
の
音
楽
解
釈
―
に
、
日
本
の
知
識

人
は
大
い
に
魅
了
さ
れ
た
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
西
洋
音
楽
の
理

想
を
体
現
す
る
作
曲
家
と
し
て
認
知
さ
れ
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着

し
て
い
っ
た
。

　

当
時
の
学
生
た
ち
に
と
り
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
つ
い
て
語
る
こ

と
は
、
ま
さ
に
自
ら
の
教
養
を
示
す
こ
と
に
繋
が
っ
た
。
南
吉
が
学

生
時
代
を
過
ご
し
た
昭
和
零
年
代
、
実
際
の
演
奏
に
接
す
る
こ
と
は

ま
だ
容
易
で
は
な
か
っ
た
が
、
蓄
音
器
や
レ
コ
ー
ド
と
い
っ
た
音
楽

メ
デ
ィ
ア
は
か
な
り
普
及
し
始
め
て
い
た
。
学
生
の
身
で
あ
れ
ば
、

レ
コ
ー
ド
を
聞
く
機
会
は
そ
れ
な
り
に
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

は
、
南
吉
の
日
記
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
南
吉
が
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
を
聞
く
動
機
に
は
、
楽
曲
の
魅
力
よ
り
も
先
に
、「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ

ン
を
聞
き
理
解
す
る
教
養
を
持
つ
自
分
」
た
ら
ん
と
す
る
、
教
養
主

義
に
裏
打
ち
さ
れ
た
自
意
識
の
顕
示
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
昭
和

八
年
十
二
月
の
日
記
に
記
録
さ
れ
た
、
南
吉
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
交

響
曲
《
田
園
》
連
続
聴
取
が
、
必
ず
友
人
同
伴
で
行
な
わ
れ
て
い
る

こ
と
も
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
教
養
の
修
得
は
、
自
他
と
も

に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

少
し
先
の
こ
と
に
な
る
が
、
南
吉
が
安
城
高
等
女
学
校
に
職
を

得
た
翌
年
、
昭
和
十
四
年
一
月
七
日
に
書
か
れ
た
南
吉
の
日
記
に

は
、
当
時
の
「
高
等
教
育
を
受
け
た
若
者
と
西
洋
音
楽
」
の
持
つ
雰

囲
気
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
半
田
商
工
会
議
所
を
会
場
に
、
南
吉

の
中
学
時
代
の
同
級
生
や
後
輩
た
ち
に
よ
り
、
レ
コ
ー
ド
コ
ン
サ
ー

ト
が
催
さ
れ
た
時
の
記
述
で
あ
る
。
南
吉
の
西
洋
音
楽
受
容
に
最
も

影
響
を
与
え
た
友
人
、
畑
中
俊
平
を
中
心
に
開
催
さ
れ
た
そ
の
コ
ン

サ
ー
ト
の
様
子
を
、
仲
間
た
ち
の
微
笑
ま
し
い
ほ
ど
に
誇
ら
し
げ
な

姿
を
通
し
、
南
吉
は
や
や
シ
ニ
カ
ル
に
記
し
て
い
る
。
こ
の
頃
、
南

吉
は
高
等
女
学
校
の
教
員
と
し
て
、
社
会
的
に
も
経
済
的
に
も
安
定

し
た
生
活
を
手
に
入
れ
て
い
た
。「
こ
の
二
三
十
名
の
人
々
の
中
で

社
會
的
に
一
ば
ん
偉
い
の
は
僕
さ
と
い
ふ
意
識
を
心
の
底
に
持
ち
な

が
ら
」
聞
い
て
い
た
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
教
養
主
義
的
エ
リ
ー
ト

意
識
は
身
の
内
に
残
り
つ
つ
も
、
そ
の
嫌
み
を
自
嘲
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
南
吉
の
成
熟
と
余
裕
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
て
、
ま
ず
は
教
養
と
し
て
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音
楽
を
理

解
し
よ
う
と
努
め
た
南
吉
は
、
十
二
月
二
十
二
日
の
日
記
に
、《
田

園
》
と
い
う
音
楽
作
品
に
対
す
る
自
身
の
会
得
に
つ
い
て
感
想
を
記

し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
南
吉
に
《
田
園
》
を
「
解
つ
て
来
る

や
う
な
気
が
す
る
」
と
感
じ
さ
せ
た
も
の
は
、
教
養
や
知
識
と
い
っ

た
理
性
的
な
存
在
で
は
な
く
、
音
響
と
し
て
体
感
に
作
用
す
る
存
在

で
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
れ
を
、
前
日
十
二
月
二
十
一
日
の

日
記
に
み
ら
れ
る
描
写
に
、
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
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四

　

交
響
曲
《
田
園
》
の
標
題
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
自
身
が
付
し
た

も
の
で
あ
る
。
作
品
は
こ
の
時
代
の
交
響
曲
と
し
て
は
異
例
の
五
楽

章
で
構
成
さ
れ
、
第
一
楽
章
「
田
舎
に
到
着
し
た
時
の
愉
快
な
感
情

の
目
覚
め
」、第
二
楽
章
「
小
川
の
ほ
と
り
の
情
景
」、第
三
楽
章
「
田

舎
の
人
々
の
楽
し
い
集
い
」、第
四
楽
章
「
雷
雨
、嵐
」、第
五
楽
章
「
牧

歌　

嵐
の
後
の
喜
ば
し
い
感
謝
の
気
持
ち
」
と
、
全
て
の
楽
章
に
標

題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
南
吉
は
、
こ
の
標
題
に
つ
い
て
は

知
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
も
し
知
っ
て
い
れ
ば
、
お
そ
ら
く
何

ら
か
日
記
に
記
し
た
で
あ
ろ
う
。

　

南
吉
は
、
自
分
に
と
っ
て
よ
り
近
し
い
存
在
で
あ
る
文
学
を
、
音

楽
理
解
の
た
め
の
手
が
か
り
と
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
こ
れ
は
、
後

に
作
家
の
道
へ
進
む
南
吉
と
し
て
は
自
然
な
流
れ
で
あ
る
が
、
日
本

に
お
け
る
西
洋
音
楽
受
容
そ
の
も
の
が
、
文
字
情
報
か
ら
進
め
ら
れ

た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
南
吉
が
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
交
響

曲
《
田
園
》
理
解
の
手
が
か
り
と
し
た
の
は
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド

の
小
説
『
田
園
交
響
楽
』
で
あ
っ
た
。
南
吉
は
十
二
月
十
八
日
に
、

同
名
の
タ
イ
ト
ル
を
持
つ
文
学
作
品
と
音
楽
作
品
と
を
、
一
日
の
う

ち
に
鑑
賞
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
解
に
は
差
が
あ
っ
た
。

　

南
吉
の
日
記
か
ら
、『
田
園
交
響
楽
』
は
南
吉
が
初
め
て
読
ん
だ

ジ
ッ
ド
作
品
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
読
後
の
印
象
を
「
美
し
く
焼

か
れ
た
肉
の
う
す
い
丸
い
壷
」
と
表
し
、
南
吉
が
受
け
た
感
銘
を
伝

え
て
い
る
。
し
か
し
小
説
は
、ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
《
田
園
》

に
表
現
さ
れ
た
ロ
マ
ン
派
的
な
自
然
賛
美
の
精
気
と
は
、
趣
の
異
な

る
も
の
で
あ
る
。
南
吉
は
日
記
に
、
ジ
ッ
ド
の
『
田
園
交
響
楽
』
は

理
解
で
き
た
が
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
《
田
園
》
は
「
悲
し
く
理
解

出
来
な
か
つ
た
」
と
正
直
に
書
い
た
。
む
ろ
ん
、
異
な
る
領
域
で
表

現
さ
れ
た
芸
術
が
、
そ
う
単
純
に
結
び
つ
く
と
は
南
吉
も
思
っ
て
い

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
何
ら
か
の
き
っ
か
け
は
つ
か
め
る
か
も
し

れ
な
い
と
考
え
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
日
の
う
ち
に
《
田
園
》
を
聞
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
こ
の
日
、
文
学
と
安
易
に
結
び
つ
い
た
音
楽
理
解
を
得
な

か
っ
た
こ
と
で
、
こ
の
楽
曲
が
、
南
吉
に
西
洋
音
楽
聴
取
の
感
覚
を

体
得
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
、
筆
者
は
考
え
る
。
そ
れ
は
、
言
語

イ
メ
ー
ジ
に
頼
ら
ず
、
音
響
と
音
楽
の
抑
揚
か
ら
南
吉
が
感
受
し
た

も
の
で
あ
る
。

　

南
吉
は
『
田
園
交
響
楽
』
読
了
か
ら
三
日
後
の
十
二
月
二
十
一
日
、

喫
茶
ト
レ
ビ
ア
ン
で
三
回
目
と
な
る
《
田
園
》
を
聞
き
始
め
た
。
し

か
し
曲
の
半
分
以
上
を
聞
き
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
来
店
し
た
「
愉
快

な
つ
と
め
人
」
た
ち
の
会
話
に
気
を
削
が
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で

す
ぐ
に
喫
茶
田
沢
へ
移
動
し
、
曲
の
冒
頭
か
ら
も
う
一
度
聞
き
直
し

た
。
先
ほ
ど
聞
い
た
ば
か
り
の
音
楽
が
、
ま
だ
脳
裏
に
残
っ
て
い
る

状
態
で
の
再
聴
取
が
、
南
吉
に
音
楽
へ
の
集
中
を
促
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
日
記
に
書
か
れ
た
、
店
に
い
た
娘
や
途
中
入
っ
て
き

た
外
国
人
に
つ
い
て
の
描
写
に
、
南
吉
の
感
覚
が
こ
の
時
、
鋭
敏
に
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な
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
の
主
観

が
勝
っ
た
見
方
で
は
あ
る
が
、
論
じ
て
み
た
い
。

　

南
吉
は
喫
茶
田
沢
で
《
田
園
》
を
聞
き
始
め
て
か
ら
、
店
内
に
い

た
娘
に
目
を
と
め
、
そ
の
均
整
の
と
れ
た
身
体
つ
き
や
「
白
い
」
手

か
ら
、
彼
女
が
話
に
聞
い
て
い
た
舞
踏
を
す
る
と
い
う
娘
で
あ
ろ
う

と
推
察
す
る
。
や
が
て
来
店
し
た
外
国
人
が
、娘
と
会
話
を
始
め
る
。

南
吉
は
二
人
を
見
て
い
る
。
そ
し
て
外
国
人
の
唇
が
、
テ
ー
ブ
ル
の

上
の
「
赤
い
」
け
し
の
花
と
似
て
い
る
と
思
い
な
が
ら
音
楽
を
聞
い

た
。
こ
の
「
白
」
と
「
赤
」
と
い
う
、
色
の
記
述
に
筆
者
は
注
目
す

る
。
少
な
く
と
も
こ
こ
ま
で
の
《
田
園
》
聴
取
に
お
い
て
、
音
楽
を

聞
い
て
い
る
時
間
に
南
吉
が
と
ら
え
た
視
覚
情
報
の
な
か
、
色
彩
が

記
述
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
、
こ
の
時
南
吉
の
視
覚
が
冴
え

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の

視
覚
の
冴
え
は
、
音
楽
（
音
響
）
へ
の
集
中
―
聴
覚
の
冴
え
に
よ
り

も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

生
活
の
中
、
音
に
対
し
常
に
な
い
意
識
を
持
っ
た
時
、
ふ
い
に
視

界
が
そ
れ
ま
で
と
異
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
ま
ま
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
十
二
月
二
十
一
日
の
日
記
に
南
吉
が
記
し
た「
色
」

は
、
南
吉
が
こ
の
時
、
こ
れ
ま
で
の
聴
取
で
は
経
験
で
き
な
か
っ
た

音
響
、
音
そ
の
も
の
へ
の
集
中
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
音
響
へ
の
集
中
は
、音
楽
に
近
づ
く
端
緒
と
な
る
。

《
田
園
》
連
続
聴
取
三
日
目
に
し
て
得
た
音
に
対
す
る
集
中
の
感
覚

は
、
南
吉
に
こ
の
楽
曲
だ
け
で
な
く
、
以
後
女
学
校
教
員
時
代
ま
で

引
き
継
が
れ
る
彼
自
身
に
と
っ
て
の
西
洋
音
楽
の
聞
き
方
を
体
得
さ

せ
た
。
し
か
し
こ
の
時
、
南
吉
に
意
識
さ
れ
た
の
は
「
視
覚
」
の
冴

え
の
方
で
あ
り
、
そ
れ
が
聞
い
て
い
る
音
楽
か
ら
受
け
た
聴
覚
刺
激

と
連
動
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
南
吉
は
気
づ
い
て
い
な
い
。
こ

の
日
の
日
記
に
音
楽
に
つ
い
て
の
記
述
が
み
ら
れ
な
い
の
は
、
そ
の

た
め
で
あ
る
。
ⅸ　

　

南
吉
の
文
学
に
つ
い
て
筆
者
は
語
る
術
を
持
た
な
い
が
、
一
読
者

の
感
想
と
し
て
、南
吉
の
描
く
色
彩
が
印
象
に
残
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の《
田
園
》連
続
聴
取
と
同
じ
月
に
書
か
れ
た「
手

袋
を
買
い
に
」
に
お
け
る
、
雪
の
粉
に
映
る
小
さ
な
虹
や
、「
月
が

出
た
の
で
、
狐
の
毛
な
み
が
銀
色
に
光
り
、
そ
の
足
あ
と
に
は
、
コ

バ
ル
ト
の
影
が
た
ま
り
ま
し
た
」
の
部
分
に
は
、
初
め
て
読
ん
だ
子

供
の
頃
に
も
、
何
か
う
っ
と
り
と
す
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
こ

と
を
覚
え
て
い
る
。
こ
こ
に
、
音
は
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
昭

和
八
年
十
二
月
二
十
一
日
の
日
記
に
、
書
か
れ
て
い
な
い
「
音
楽
」

を
重
ね
て
み
る
と
、
若
い
南
吉
の
感
受
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
南
吉
の
作
品
に
お
け
る
情
景
描
写
の
細
や
か
な

筆
致
は
、
視
覚
だ
け
で
な
く
聴
覚
も
鋭
敏
に
働
い
て
こ
そ
の
描
出
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
《
田
園
》
連
続
聴
取
の
最
終
日
で
あ
る
十
二
月
二
十
二
日
、
南
吉

は
こ
の
曲
に
対
し
や
っ
と
「
き
く
た
び
に
解
つ
て
来
る
や
う
な
気
が

す
る
」
と
、
肯
定
的
な
反
応
を
み
せ
る
。
一
曲
を
集
中
的
に
聞
き
込

ん
だ
こ
と
で
、
曲
の
展
開
は
か
な
り
頭
に
入
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ゆ
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え
に
、
音
楽
の
進
む
ス
ピ
ー
ド
に
合
わ
せ
て
、
推
進
す
る
拍
、
リ
ズ

ム
に
乗
り
、
音
楽
の
持
つ
高
揚
と
沈
静
、
緊
張
と
緩
和
を
自
然
に
感

じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
感
覚
が
つ
か
め
る
と
、
音
楽
は
ぐ
っ
と

聞
き
や
す
く
な
る
。
南
吉
は
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
交
響
曲
第
六
番
《
田

園
》
の
連
続
聴
取
に
よ
り
、
西
洋
音
楽
を
こ
れ
ま
で
よ
り
ず
っ
と
近

し
い
存
在
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
五

　

最
後
に
、
南
吉
が
意
識
的
に
聞
い
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲

が
な
ぜ
第
六
番
《
田
園
》
で
あ
り
、よ
り
有
名
な
第
五
番
《
運
命
》
や
、

第
九
番
《
合
唱
》
で
は
な
か
っ
た
の
か
を
考
察
し
た
い
。
こ
こ
に
は
、

南
吉
の
音
楽
的
嗜
好
が
現
わ
れ
て
い
る
。

　

南
吉
の
日
記
に
お
い
て
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
最
初
に
登
場
し
た

作
曲
家
で
あ
り
、
最
も
多
く
名
を
記
さ
れ
た
作
曲
家
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
が
当
時
い
か
に
知
名
度
の
高
い
作
曲
家

で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
西
洋
音
楽
の
入
口
に
神
の

よ
う
に
聳
え
立
つ
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音
楽
は
、
南
吉
が
本
来
持
つ

音
楽
的
嗜
好
と
は
、
実
は
そ
ぐ
わ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
考
え

る
。

　

昭
和
八
年
八
月
八
日
、
夏
期
休
暇
で
帰
省
し
た
南
吉
は
、
友
人
の

畑
中
に
誘
わ
れ
て
レ
コ
ー
ド
コ
ン
サ
ー
ト
に
出
か
け
た
。
そ
の
時
書

か
れ
た
日
記
に
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

（
前
略
）
ブ
ラ
ー
ム
ス
の
何
か
を
き
い
た
。
常
に
思
索
に
ふ
け

る
夢
想
家
だ
さ
う
で
あ
る
が
、実
に
面
の
柔
か
い
お
と
な
し
い
、

気
持
ち
よ
い
美
し
い
曲
で
あ
る
。
か
う
云
ふ
し
づ
か
な
も
の
が

私
に
は
魅
力
が
あ
る
や
う
だ
。（
後
略
）

　

こ
こ
に
、
南
吉
の
素
直
な
音
楽
趣
味
が
書
き
と
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
は
、次
に
挙
げ
る
日
記
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

昭
和
八
年
十
二
月
、南
吉
が
東
京
の
友
人
と
連
れ
立
ち
連
続
し
て《
田

園
》
を
聞
い
た
一
週
間
の
間
に
、
南
吉
ひ
と
り
で
喫
茶
店
に
行
っ
た

二
日
間
が
あ
っ
た
。

十
二
月
十
七
日　

日
曜
日

（
前
略
）
プ
ド
ル
ド
ッ
グ
へ
一
人
で
行
つ
た
。
小
母
さ
ん
が
年

下
の
自
分
に
対
し
て
与
へ
て
く
れ
る
柔
か
い
好
意
が
プ
ド
ル

ド
ッ
グ
を
家
庭
の
や
う
な
な
つ
か
し
い
も
の
に
し
て
く
れ
た
。

シ
ャ
ン
ソ
ン
・
イ
タ
リ
エ
ン
ヌ
と
ト
ル
ナ
・
ア
・
ソ
レ
ン
ト
の

二
枚
の
レ
コ
ー
ド
を
面
白
く
何
度
も
き
い
た
。

　

南
吉
は
、
店
主
の
女
性
に
母
性
を
感
じ
て
い
る
よ
う
だ
。
聞
い
た

レ
コ
ー
ド
も
、
難
解
さ
を
伴
う
い
わ
ゆ
る
芸
術
音
楽
で
は
な
く
、
軽

音
楽
に
近
い
歌
曲
で
あ
る
。
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十
二
月
十
九
日　

火
曜
日

（
前
略
）
帰
り
に
プ
ド
ル
に
寄
つ
た
。
期
待
し
た
程
よ
く
待
遇

さ
れ
な
か
つ
た
。
そ
こ
を
自
分
が
出
た
時
は
お
客
は
誰
も
ゐ
な

か
つ
た
。
ふ
と
帽
子
を
忘
れ
た
の
で
と
り
返
し
に
や
つ
て
行
く

と
、
一
人
き
り
の
小
母
さ
ん
が
ド
リ
ゴ
の
セ
レ
ナ
ー
デ
か
け
た

と
こ
だ
つ
た
。
ち
よ
つ
と
小
母
さ
ん
の
職
業
意
識
を
ぬ
い
だ
純

な
生
活
を
覗
い
た
や
う
な
気
が
し
て
う
れ
し
か
つ
た
。

　
「
ド
リ
ゴ
の
セ
レ
ナ
ー
デ
」
も
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
旋
律
で
当

時
人
気
の
あ
っ
た
曲
で
あ
る
。南
吉
が
真
に
好
ん
だ
音
楽
と
は
、ベ
ー

ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
西
洋
芸
術
音
楽
で
は
な
く
、

も
っ
と
軽
く
穏
や
か
な
楽
曲
な
の
で
あ
る
。

　

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
《
田
園
》
は
、
よ
り
有
名
で
あ
っ
た

《
運
命
》
や
《
合
唱
》
と
比
べ
、
明
る
く
朗
ら
か
な
曲
調
を
持
つ
。

曲
の
始
ま
り
も
、《
運
命
》
の
衝
撃
や
《
合
唱
》
の
緊
迫
と
は
異
な
り
、

涼
や
か
な
雰
囲
気
で
あ
る
。
南
吉
に
と
り
《
田
園
》
は
、
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
の
他
の
交
響
曲
と
比
べ
親
し
み
や
す
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
の
同
名
の
小
説
を
知
っ
た
こ
と
も
、
南
吉

が
こ
の
曲
を
繰
返
し
聞
く
意
欲
に
繋
が
っ
た
。
交
響
曲
第
六
番
《
田

園
》は
、南
吉
の
感
性
に
馴
染
み
や
す
い
要
素
を
複
数
持
つ
楽
曲
だ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
ま
と
め
に

　

憧
れ
の
東
京
で
の
学
生
生
活
も
二
年
目
を
迎
え
た
昭
和
八
年
は
、

南
吉
に
と
り
ま
さ
に
青
春
の
年
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
西
洋
音
楽
は
、

青
春
時
代
の
幕
開
け
と
同
時
に
、
南
吉
の
世
界
へ
入
っ
て
き
た
存
在

で
あ
っ
た
。
は
じ
め
は
難
解
と
感
じ
た
西
洋
音
楽
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
を
理
解
す
べ
く
南
吉
は
若
者
ら
し
い
努
力
を
み
せ
る
。
や
が
て
、

自
ら
の
感
性
に
調
和
し
た
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲
《
田
園
》
を

手
が
か
り
に
、南
吉
は
西
洋
音
楽
の
聞
き
方
を
つ
か
ん
だ
の
で
あ
る
。

以
後
、
女
学
校
教
員
時
代
に
至
る
ま
で
、
南
吉
は
西
洋
音
楽
を
愛
好

し
続
け
て
い
く
。
南
吉
に
と
り
西
洋
音
楽
と
は
、
昭
和
十
四
年
、
故

郷
の
友
人
た
ち
と
集
っ
た
レ
コ
ー
ド
コ
ン
サ
ー
ト
の
日
記
記
述
に
見

ら
れ
る
と
お
り
、常
に
青
春
の
イ
メ
ー
ジ
を
ま
と
う
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
こ
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
交
響
曲
第
六
番

《
田
園
》
連
続
聴
取
の
経
験
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

─
─
─
─
─

〔
注
〕

ⅰ　

二
〇
一
三
年
八
月
四
日　

雁
宿
ホ
ー
ル
（
半
田
市
福
祉
文
化
会
館
）
大
ホ
ー

ル
。
出
演
：
名
古
屋
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
交
響
楽
団
、
他
。

ⅱ　

二
〇
一
六
年
三
月
二
十
日
「
南
吉
の
文
学
が
奏
で
る
音
楽 

そ
し
て
歌
た
ち
」

雁
宿
ホ
ー
ル
講
堂
。
出
演
：
で
ん
で
ん
む
し
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
（
東
京
二
期
会

会
員
に
よ
る
故
郷
の
歌
研
究
グ
ル
ー
プ
）、
他
。

　

三
月
二
十
一
日
「
作
曲
家
・
大
中
恩
さ
ん
の
指
揮
で
《
貝
殻
》
を
歌
お
う
」
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ア
イ
プ
ラ
ザ
半
田
。
出
演
：
大
中
恩
、
他
。
協
力
：
半
田
市
合
唱
協
会
。

　

三
月
二
十
二
日
「
蓄
音
器
コ
ン
サ
ー
ト
」
新
美
南
吉
記
念
館
。

ⅲ　

加
藤
善
子
（1996

）「
昭
和
初
期
の
学
生
と
音
楽
趣
味
」『
大
阪
大
学
教
育

学
年
報
』
創
刊
号
、
一
一
七
頁
、
大
阪
大
学
人
間
科
学
部
教
育
学
研
究
室
。

ⅳ　

渡
辺
正
男
編（1985
）『
新
美
南
吉
・
青
春
日
記
―1933

年
東
京
外
語
時
代
―
』

明
治
書
院
、
六
頁
。

ⅴ　

渡
辺
（1985

）
前
掲
書
、
一
四
四
頁
。

ⅵ　

渡
辺
（1985

）
前
掲
書
。
な
お
、
昭
和
八
年
に
書
か
れ
た
南
吉
の
日
記
は
、

『
校
訂
新
美
南
吉
全
集
』（1980–1983
）
全
十
二
巻
、
別
巻
二
冊
、
大
日
本
図

書
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

ⅶ　

教
養
主
義
に
関
す
る
参
考
文
献
は
以
下
。
竹
内
洋
（2003

）『
教
養
主
義
の

没
落
―
変
わ
り
ゆ
く
エ
リ
ー
ト
学
生
文
化
』
中
公
新
書
。
北
村
三
子
（1999

）

「
近
代
青
年
と
教
養
―
教
養
主
義
を
超
え
て
」『
教
育
学
研
究
』
六
十
六
（
三
）、

日
本
教
育
学
会
。

ⅷ　

西
原
稔
（2000

）「
わ
が
国
の
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
受
容
の
歴
史
」『
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
全
集
』
第
十
巻
、
一
〇
九
頁
、
講
談
社
。

ⅸ　

南
吉
の
聴
感
覚
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
こ
れ
ま
で
集
中
的
に
は
語
ら

れ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
南
吉
の
日
記
に
は
昭
和
十
四
年
四
月

十
六
日
、
十
七
日
（
聴
覚
情
報
の
み
で
記
述
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る
）、
昭
和

十
五
年
一
月
十
日
（
店
内
で
流
れ
て
い
た
ラ
ジ
オ
の
音
楽
に
つ
い
て
の
記
述
）、

昭
和
十
七
年
五
月
二
十
五
日
（
屋
外
か
ら
届
く
ラ
ジ
オ
の
音
楽
）
等
、
南
吉

の
聴
感
覚
の
鋭
さ
を
窺
わ
せ
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
今
後
の
研
究
課
題
と

し
た
い
。

（
か
と
う　

き
お
）


