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橋
掛
な
る
二
つ
の
世
界
を
つ
な
ぐ
、

『
此
處
』
と
『
其
處
』
と
、『
今
日
』
と
『
明
日
』
と
を
、
ま
た
『
光
明
』
と
『
闇

黑
』
と
を
。

午
後
の
太
陽
は
斜
め
に
橋
掛
を
打
ち
、

大
鼓
小
鼓
笛
の
合
奏
は
こ
こ
へ
流
れ
込
む
。

私
は
假
面
を
か
ぶ
つ
て
橋
掛
を
踊
る
。

人
は
い
ふ
、『
彼
は
諸
國
一
見
の
僧
儈
だ
、
將
來
と
い
ふ
名
所
を
さ
し
て
ぞ
い

く
』。

他
の
人
は
い
ふ
、『
彼
は
傳
統
の
幽
靈
だ
、
今
に
あ
と
御
吊
ひ
給
へ
と
う
な
る

で
あ
ら
う
』。

だ
が
私
の
踊
る
一
曲
は
『
現
在
』
だ
…
…

一
身
に
自
然
の
方
則
と
音
律
と
を
集
め
、

手
を
上
げ
て
空
間
を
握
り
、
足
に
永
劫
の
時
を
踏
み
つ
け
る
。

私
が
『
三
の
松
』
の
前
に
立
ち
、
正
面
を
き
つ
と
見
詰
め
る
時
、

見
よ
二
つ
の
世
界
は
打
つ
て
一
つ
に
な
る
。

私
は
靜
に
橋
掛
を
踊
る
、
靜
に
靜
に
、

恰
も
月
が
雲
の
空
中
を
歩
む
か
の
や
う
に
。（「
橋
掛⑴
」）

は
じ
め
に

二
〇
世
紀
初
頭
の
西
欧
文
化
人
ら
が
、〈
能
／N

oh

〉
に
多
大
な
関
心
を
寄

せ
、
そ
れ
が
そ
の
後
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
表
現
の
展
開
に
、
大
き
な
影
響
を
与

え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
イ
ェ
イ
ツ
（1865-1939

）
や

パ
ウ
ン
ド
（1885-1972

）
の
能
の
受
容
に
関
し
て
は
、
従
来
か
ら
も
国
内
外

で
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
パ
ウ
ン
ド
が
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
遺
稿

を
整
理
す
る
以
前
、
イ
ェ
イ
ツ
が
「
鷹
の
井
戸
」（‘‘A

t the H
aw

k ’s W
ell ’’

）

を
書
く
以
前
に
、
日
本
の
詩
人
・
野
口
米
次
郎
が
、
海
外
に
向
け
て
能
や
狂
言

の
芸
術
性
に
つ
い
て
本
質
的
な
紹
介
を
行
い
、
ま
た
能
の
国
際
的
評
価
の
動
向

を
日
本
国
内
に
持
ち
込
ん
で
い
た
事
実
は
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い⑵
。
じ

つ
は
こ
の
野
口
は
、
冒
頭
に
掲
げ
た
詩
篇
「
橋
掛
」
が
象
徴
的
に
表
し
て
い
る

よ
う
に
、
ふ
た
つ
の
世
界
を
つ
な
ぐ
〈
橋
掛
〉
で
踊
り
、
静
謐
に
存
在
感
を
放
っ

て
い
た
人
物
で
あ
る
。

野
口
が
い
つ
ど
の
よ
う
な
紹
介
を
行
い
、
そ
れ
が
パ
ウ
ン
ド
や
イ
ェ
イ
ツ
の

執
筆
時
期
と
比
較
し
て
い
か
な
る
位
置
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
が⑶
、
本
稿
で
は
、
野
口
の
能
の
紹
介
活
動
を
、
イ
ェ

イ
ツ
や
ゴ
ー
ド
ン
・
ク
レ
イ
グ
（1872-1966

）
ら
の
西
欧
演
劇
人
ら
と
の
交

野
口
米
次
郎
の
能
の
紹
介
と
、

　
　
　

ゴ
ー
ド
ン
・
ク
レ
イ
グ
の
雑
誌
『
マ
ス
ク
』

堀　
　
　
　
　

ま
ど
か
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渉
や
関
心
の
連
動
性
を
探
る
中
か
ら
見
直
し
て
み
た
い
。
野
口
の
説
明
す
る
日

本
芸
能
の
芸
術
的
本
質
は
、
西
欧
の
演
劇
人
ら
の
ど
の
よ
う
に
感
応
し
た
可
能

性
が
あ
っ
た
か
を
探
り
、
そ
の
後
の
ア
ジ
ア
の
演
劇
や
モ
ダ
ニ
ズ
ム
演
劇
運
動

に
ど
の
よ
う
な
波
及
効
果
を
起
こ
し
え
た
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
た
め
の

第
一
段
階
と
し
た
い
。
本
稿
で
は
、
と
く
に
一
九
一
〇
年
代
の
野
口
米
次
郎
の

活
動
と
、
ゴ
ー
ド
ン
・
ク
レ
イ
グ
の
機
関
雑
誌M

ask

―A
 Q

uarterly 
Journal of the A

rt of the T
heatre

（
以
後
、『
マ
ス
ク
』）
の
動
向
と
に
着

目
し
て
論
を
す
す
め
る
。

一
　
野
口
の
狂
言
・
能
の
海
外
紹
介
の
経
緯

ま
ず
は
、
野
口
の
能
・
狂
言
の
海
外
紹
介
の
経
緯
と
内
容
を
確
認
す
る
。
一

九
〇
三
年
初
め
の
ロ
ン
ド
ン
滞
在
時
に
イ
ェ
イ
ツ
と
の
知
遇
を
得
て
い
た
野
口

は
、
同
年
一
一
月
に
ア
メ
リ
カ
講
演
旅
行
に
や
っ
て
き
た
イ
ェ
イ
ツ
と
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
で
再
会
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
、
野
口
は
イ
ェ
イ
ツ
と
食
事
を
し

な
が
ら
、
近
代
演
劇
の
改
良
運
動
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
。
イ
ェ
イ
ツ
は
、
現

在
の
劇
場
の
問
題
点
を
論
じ
、
自
分
が
劇
場
を
建
設
し
た
こ
と
や
、
劇
場
を
文

化
人
や
知
識
人
に
と
っ
て
学
び
や
刺
激
を
も
た
ら
し
う
る
場
所
に
し
た
い
、
と

い
っ
た
こ
と
を
語
っ
た⑷
。

当
時
の
イ
ェ
イ
ツ
は
既
に
有
名
な
劇
作
家
で
、
神
秘
思
想
に
深
い
関
心
を
も

ち
、
一
九
〇
二
年
に
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
民
演
劇
協
会
を
設
立
し
て
い
た
。
こ

の
対
話
の
時
、
イ
ェ
イ
ツ
は
近
代
日
本
の
演
劇
状
況
や
伝
統
芸
能
に
つ
い
て
、

野
口
に
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
野
口
自
身
も
一
八
九
三
年

に
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
以
来
、
誤
っ
た
〈
日
本
〉
表
象
を
増
幅
さ
せ
る
オ
リ
エ

ン
タ
ル
演
劇
隆
盛
の
風
潮
に
強
い
不
満
を
抱
い
て
い
た
の
で⑸
、
日
本
の
演
劇
の

本
質
を
解
説
す
る
必
要
性
を
意
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
一
九
〇
三

年
時
点
の
イ
ェ
イ
ツ
と
の
対
話
が
、
野
口
に
強
い
印
象
と
感
化
を
与
え
た
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。

そ
の
後
、
野
口
は
狂
言
の
翻
訳
を
発
表
し
始
め
て
、
一
九
〇
四
年
三
月
の
ボ

ス
ト
ン
の
雑
誌T

he Poet Lore

（
以
後
、『
ポ
エ
ト
ロ
ア
』）
に
は‘‘M

elon 
T

hief. K
iogen, Japanese Com

edy of the M
iddle A

ge ’’

（「
瓜
盗
人

―
狂
言
、
中
世
の
日
本
喜
劇
」）
を
寄
稿
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
〇
四
年

秋
の
日
本
帰
国
後
も
、
狂
言
・
能
の
翻
訳
発
表
を
つ
づ
け
て
い
く
。『
ポ
エ
ト

ロ
ア
』
に
は
、
一
九
〇
六
年
九
月
に‘‘D

em
on ’s Shell ’’

（「
蝸
牛
」）
を
寄
稿
し
、

一
九
一
七
年
、
一
八
年
、
二
二
年
と
能
の
翻
訳
を
寄
稿
し
て
い
る
。

日
本
国
内
に
お
け
る
能
楽
の
再
興
の
動
き
は
海
外
と
の
関
わ
り
を
う
け
て
、

一
九
世
紀
末
か
ら
起
こ
っ
て
い
た⑹
。
野
口
が
帰
朝
す
る
こ
の
時
期
は
、
日
本
国

内
で
も
、
英
語
で
能
楽
を
紹
介
す
る
動
き
が
出
始
め
て
お
り
、
池
内
信
嘉

（1858-1934

）
が
創
刊
し
た
雑
誌
『
能
楽
』
で
は
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
〇
七

年
に
か
け
て
英
文
欄
が
設
け
ら
れ
た⑺
。
野
口
の
国
外
雑
誌
へ
の
執
筆
活
動
は
、

こ
の
国
内
で
の
動
き
に
連
動
し
て
、
刺
激
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

野
口
に
よ
る
狂
言
十
作
の
対
訳T

en K
iogen in E

nglish

（『
狂
言
十
番
』）

は
、
一
九
〇
七
年
五
月
七
日
に
東
西
社
（
東
京
）
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。「
序
」

に
は
、
悲
劇
を
土
台
と
し
た
能
に
対
し
て
狂
言
が
喜
劇
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ

れ
、
と
も
に
中
世
に
発
展
し
た
日
本
文
学
に
欠
か
せ
な
い
劇
で
あ
る
と
紹
介
さ

れ
て
い
る⑻
。
ま
た
、
多
く
の
狂
言
作
品
の
作
者
が
不
明
で
あ
る
こ
と
、
フ
ォ
ー

ク
ロ
ア
や
昔
話
が
題
材
で
あ
る
こ
と
、
名
も
知
れ
ぬ
登
場
人
物
た
ち
に
よ
る
、

と
い
っ
た
こ
と
を
説
明
さ
れ
た
。
ま
た
、
狂
言
の
目
的
が
〈
笑
い
〉
で
あ
り
、

〈
日
本
人
の
国
民
的
気
質
を
滑
稽
に
感
情
噴
出
さ
せ
た
も
の
〉
と
も
解
説
さ
れ

た
。ア

メ
リ
カ
西
海
岸
の
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
芸
術
家
た
ち
の
間
で
執
筆
活
動
を
ス
タ
ー
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ト
し
た
野
口
は
、
当
時
、
ユ
ー
モ
ア
や
〈
笑
い
〉
の
要
素
の
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸

術
上
の
価
値
を
意
識
し
て
い
た
。
ま
た
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
や
昔
話
が
題
材
で
あ

り
、
土
着
の
一
般
庶
民
が
主
人
公
で
あ
る
と
い
う
点
も
、
野
口
が
敢
え
て
狂
言

を
扱
っ
た
重
要
な
要
素
で
あ
ろ
う
。
彼
な
り
の
意
図
や
必
然
性
を
も
っ
て
、
当

時
西
欧
で
は
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
狂
言
を
中
心
に
し
て
、
翻
訳
紹
介
を
し

始
め
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。

で
は
、
能
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
日
本
の
能
は
二
〇
世

紀
転
換
期
の
欧
米
に
お
い
て
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
野
口
は
よ
り
神
秘
的
な

要
素
の
強
い
能
楽
の
ほ
う
が
日
本
の
芸
術
の
本
質
を
伝
え
や
す
い
と
考
え
た
の

か
、
あ
る
い
は
欧
米
人
の
興
味
を
惹
き
つ
け
や
す
い
こ
と
を
意
識
し
た
の
か
、

次
第
に
狂
言
よ
り
も
能
へ
の
言
及
を
深
め
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

謡
曲
の
英
訳
の
こ
と
だ
け
を
考
え
れ
ば
、
既
に
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
が
一
八
八
〇

年
に
『
日
本
の
古
典
詩
歌
』
の
中
で
能
を
解
説
し
、
ア
ス
ト
ン
は
能
楽
に
造
詣

を
深
く
し
て
翻
訳
紹
介
を
一
八
九
九
年
に
行
っ
て
い
た⑼
。
英
語
訳
以
外
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
ノ
エ
ル
・
ペ
リ
（1865-1922

）
が
緻
密
な
能
楽
研
究
を
行
っ
て

い
た
。
そ
れ
ら
外
国
人
に
よ
る
能
楽
紹
介
に
つ
い
て
は
日
本
の
側
か
ら
も
意
識

さ
れ
て
い
た⑽
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
野
口
が
能
を
モ
ダ
ニ
ズ

ム
演
劇
や
思
想
哲
学
の
先
端
と
し
て
位
置
づ
け
て
紹
介
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ

と
の
革
新
性
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
能
を
批
評
し
海
外
に
紹
介
し
た

の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
次
に
そ
れ
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

こ
の
こ
ろ
の
野
口
が
発
表
し
て
い
た
論
考
に
は
、‘‘Y

eats and the Irish 
Revival ’’

（「
イ
ェ
イ
ツ
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
復
興
」）（Japan T

im
es, 1907.

A
pr. 28.

）、‘‘W
ith Foreign Critic at a N

o Perform
ance ’’

（「
外
国
人
批

評
家
と
観
る
能
の
上
演
」）（Japan T

im
es, 1907. O

ct. 27.

）、‘‘M
r.Y

eats 
and the N

o ’’

（「
イ
ェ
イ
ツ
と
能
」）（Japan T

im
es, 1907. N

ov. 3.

）、‘‘A
 

Japanese N
ote on Y

eats ’’

（「
イ
ェ
イ
ツ
に
関
す
る
日
本
人
ノ
ー
ト
」）（『
太

陽
』
一
九
一
一
年
一
二
月
）
な
ど
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
イ
ェ
イ
ツ
に
対
す
る

意
識
や
、
イ
ェ
イ
ツ
ら
の
理
論
を
対
比
し
て
日
本
の
能
を
紹
介
す
る
様
子
が
明

白
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
イ
ェ
イ
ツ
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
復
興
」
で
は
、
イ
ェ
イ
ツ
が
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
系
ケ
ル
ト
民
族
を
代
表
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
彼
の
作
品

が
象
徴
主
義
作
家
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
（1862-1949

）
の
作
品
群
に
近
似
し
て

い
る
と
紹
介
し
て
い
る⑾
。
ま
た
そ
こ
で
、
野
口
自
身
の
意
見
と
し
て
、
イ
ェ
イ

ツ
の
作
品’’Innisfree ’’

に
は
中
国
の
陶
淵
明
（365-427

）
の
抒
情
美
と
同
じ

も
の
が
あ
る
と
感
じ
た
と
述
べ
、
陶
淵
明
の’’K

ikyorai no Fu ’’

（
帰
去
来
譜
）

を
英
訳
し
た
上
で
批
評
を
加
え
た
。

イ
ェ
イ
ツ
の
現
代
詩‘‘T

he Lake Isle of Innisfree ’’

（「
イ
ニ
ス
フ
リ
ー

の
湖
島
」）
が
陶
淵
明
の
「
帰
去
来
辞
」（‘‘H

om
ew

ard Return ’’

）
を
想
起

さ
せ
る
と
い
う
見
解
は
「
イ
ェ
イ
ツ
に
関
す
る
日
本
人
ノ
ー
ト
」
で
も
詳
し
く

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
野
口
は
そ
こ
で
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ケ
ル
ト
気
質
と
古
代

中
国
（
も
し
く
は
伝
統
的
な
東
洋
世
界
の
詩
歌
）
の
詩
的
感
性
や
自
然
観
へ
の

共
通
項
を
詳
細
に
比
較
し
て
論
じ
て
い
る⑿
。

ま
た
「
イ
ェ
イ
ツ
と
能
」
で
は
、
イ
ェ
イ
ツ
の
劇
に
関
す
る
実
践
と
理
論
と

を
比
較
し
な
が
ら
、
日
本
の
能
の
現
代
的
価
値
を
解
説
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

イ
ェ
イ
ツ
が
一
八
八
六
年
のM

osada:A
 D

ram
atic Poem

（『
モ
サ
ダ
・
劇

詩
』）
の
な
か
で
近
代
劇
は
ラ
ン
プ
に
か
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
蝋
燭
の
炎
が
美

し
い
と
論
じ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
た
上
で
、
野
口
は
、《
宝
生
流
や
観
世
流
の

舞
台
が
蝋
燭
の
ほ
の
か
な
光
の
中
で
演
じ
ら
れ
て
お
り
、
電
気
の
ラ
ン
プ
を

使
っ
て
い
る
歌
舞
伎
に
劣
る
ど
こ
ろ
か
強
烈
な
美
で
あ
る⒀
》
と
説
く
の
で
あ
る
。

ま
た
近
代
劇
が
退
化
し
て
い
る
と
論
じ
る
イ
ェ
イ
ツ
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
伝
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説
や
歴
史
を
背
景
に
劇
を
改
革
し
よ
う
と
し
て
独
自
の
成
功
を
収
め
て
い
る
と

説
明
し
、
そ
の
イ
ェ
イ
ツ
が
、
理
想
的
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
演
劇
と
し
て
論
じ
る

演
劇
の
要
素
で
あ
る
地
方
性
、
リ
ズ
ム
、
音
楽
性
、
誇
り
と
生
活
な
ど
を
、
す

べ
て
日
本
の
能
が
備
え
て
い
る
と
野
口
は
説
明
す
る
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
書

い
て
い
る
。

イ
ェ
イ
ツ
の
理
想
が
日
本
の
能
の
上
演
の
中
に
あ
る
と
思
う
と
嬉
し
さ
に

た
え
な
い
。
こ
れ
は
イ
ェ
イ
ツ
が
能
を
み
た
り
学
ん
だ
り
す
れ
ば
分
か
る

こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
能
は
神
聖
な
る
も
の
で
あ
り
、
詩
そ
の
も
の

で
あ
る
。（
訳
文
、
堀⒁
）

野
口
は
、《
能
楽
堂
と
は
、
イ
ェ
イ
ツ
の
詩
的
理
想
を
確
実
に
活
気
づ
け
、
自

信
を
も
た
せ
る
オ
ア
シ
ス
で
あ
る
》
と
い
い
、《
能
ほ
ど
叙
事
詩
と
し
て
の
全

て
の
必
要
条
件
を
み
た
す
よ
う
な
、
優
れ
た
も
の
は
な
い
》
と
述
べ
た
。
そ
し

て
、
日
本
の
能
は
《
最
も
す
ぐ
れ
た
流
行
様
式
》
で
あ
り
、
現
代
劇
理
論
に
好

都
合
に
あ
て
は
ま
る
様
式
だ
と
宣
言
し
た
の
だ
っ
た⒂
。

以
上
の
よ
う
な
野
口
の
イ
ェ
イ
ツ
や
そ
の
理
論
を
意
識
し
た
能
へ
の
言
及
は
、

イ
ェ
イ
ツ
に
東
洋
詩
へ
の
関
心
と
好
奇
心
を
さ
ら
に
強
く
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
野
口
の
執
筆
が
、
イ
ェ
イ
ツ
に
の
み
に
届
い
て
い
た
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
イ
ェ
イ
ツ
の
友
人
で
あ
り
、
イ
ェ
イ
ツ
の
東
洋

演
劇
へ
の
関
心
に
感
化
を
及
ぼ
し
て
い
た
人
物
、
ゴ
ー
ド
ン
・
ク
レ
イ
グ
も
、

野
口
の
執
筆
に
は
大
い
に
注
目
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

二
　
ク
レ
イ
グ
の
雑
誌
『
マ
ス
ク
』

イ
ギ
リ
ス
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
演
劇
家
ゴ
ー
ド
ン
・
ク
レ
イ
グ
は
、
象
徴
主
義
に

影
響
を
受
け
た
演
劇
人
で
、
一
九
世
紀
末
か
ら
浮
世
絵
や
日
本
文
化
に
も
関
心

を
も
ち⒃
、
一
九
〇
〇
年
代
当
時
に
は
、
日
本
を
含
め
た
世
界
の
人
形
劇
や
仮
面

に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
。

ク
レ
イ
グ
が
創
刊
し
た
雑
誌
『
マ
ス
ク
』
は
、
一
九
〇
八
年
か
ら
一
九
二
九

年
に
か
け
て
発
刊
さ
れ
、
多
く
の
点
で
ク
レ
イ
グ
の
最
も
成
功
し
た
事
業
で

あ
っ
た
と
い
わ
れ
る⒄
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
刊
行
さ
れ
た
こ
の
雑
誌
は
、
芸
術
表

現
の
革
新
を
模
索
し
、
世
界
中
の
人
々
と
接
触
す
る
こ
と
を
企
画
し
て
お
り
、

発
刊
後
は
世
界
各
地
の
人
々
に
配
送
さ
れ
た
（
野
口
も
お
そ
ら
く
創
刊
当
時
か
、

少
な
く
と
も
日
本
人
と
し
て
は
最
も
早
い
時
期
か
ら
こ
の
雑
誌
を
受
け
取
っ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
）。

こ
の
雑
誌
に
は
、
ク
レ
イ
グ
自
身
が
多
く
寄
稿
し
て
い
る
が
、
野
口
と
親
し

か
っ
た
ア
ー
サ
ー
・
シ
モ
ン
ズ
や
イ
ェ
イ
ツ
、
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ビ
ニ
ョ
ン
ら
も

執
筆
し
て
お
り
、
ま
た
イ
ン
ド
か
ら
は
ア
ー
ナ
ン
ダ
・
ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ミ

（1877-1947

）
も
寄
稿
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る⒅
。

『
マ
ス
ク
』
の
一
九
一
一
年
七
月
号
に
は
、
野
口
が
一
九
一
一
年
に
刊
行
し

た
書
籍Lafcadio H

earn in Japan

（『
日
本
の
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
』）

（Elkin M
athew

s: London

）
に
つ
い
て
、
ジ
ョ
ン
・
セ
マ
ー
に
よ
る
書
評

が
掲
載
さ
れ
て
い
る⒆
。
当
時
、
編
集
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
セ
マ
ー
に
、
野
口

自
身
か
ら
そ
の
著
書
が
送
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
セ
マ
ー
は
そ
の
書
評
の
な
か

で
、
ハ
ー
ン
生
前
に
ハ
ー
ン
の
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
し
て
い
た
大
谷
三
信

―
野

口
の
書
籍
の
な
か
に
論
じ
ら
れ
て
い
た

―
に
注
目
し
、
大
谷
の
記
事
を
『
マ

ス
ク
』
で
も
再
掲
し
た
い
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
九
一
二
年
一
月
号
に
は
、

大
谷
の
論
考‘‘A

 Japanese Pupil: Recollections ⒇’’

（「
日
本
の
教
え
子
―
回

想
」）
と
、
故
ハ
ー
ン
の
記
事
の
抜
粋‘‘Japanese D

ram
a: A

n Extract �’’

（「
日
本
の
劇
」）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
ハ
ー
ン
に
よ
る
執
筆
の
紹
介
は
、
他
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に
も
『
マ
ス
ク
』
誌
上
で
散
見
さ
れ
る�
）。

ク
レ
イ
グ
の
理
論
や
演
劇
改
革
の
方
法
論
に
、
東
洋
の
〈
仮
面
〉
や
〈
人
形

劇
〉
が
い
か
に
重
大
な
意
味
を
も
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
省
略
す

る
が
、
ク
レ
イ
グ
が
一
九
一
五
年
に
執
筆
し
て
い
る ‘‘A

 N
ote on Japanese 

M
arionettes ’’

（「
日
本
の
マ
リ
オ
ネ
ッ
ト
に
関
す
る
覚
書
」）
に
は
、
五
、
六

年
前
に
日
本
の
人
形
（
文
楽
人
形
）
の
部
分
構
造
を
ト
レ
ー
ス
し
た
写
し
が
き

を
送
っ
て
き
て
く
れ
た
の
が
、
ポ
ー
タ
ー
・
ガ
ー
ネ
ッ
ト
（1871-1935

）

―
野
口
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
時
代
の
親
し
い
友
人

―
で
あ
っ
た
と
書
い

て
い
る�
。
ク
レ
イ
グ
は
そ
の
情
報
が
自
分
の
研
究
に
非
常
に
有
益
で
あ
っ
た
と

記
し
て
い
る�
。
付
け
加
え
て
お
く
と
、
実
証
す
る
に
は
丁
寧
な
検
証
が
必
要
と

な
る
が
、
ク
レ
イ
グ
が
一
九
一
〇
年
一
〇
月
号
の
『
マ
ス
ク
』
に
発
表
し
た

‘‘Japanese D
ance ’’

「
日
本
の
舞
踊
」
な
ど
の
論
考
に
、
野
口
が
一
九
〇
七
以

降
に
発
表
し
て
い
た
能
に
つ
い
て
の
記
事
が
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
と

い
え
る
。

三
　
野
口
に
よ
る
「
日
本
の
仮
面
劇
」
の
解
説

さ
て
、
野
口
は‘‘T

he Japanese M
ask Play ’’

（
以
下
、「
日
本
の
仮
面
劇
」）

と
題
し
た
論
考
を
、
一
九
一
〇
年
七
月
の
雑
誌
『
太
陽
』
の
英
語
記
事
欄
（T

he 
T

aiyo, 1910. Jul.

）
に
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
そ
れ
は
同
年
八
月
号
『
グ

ラ
フ
ィ
ッ
ク
』（T

he G
raphic, 1910. A

ug. 13.

）
に
再
掲
さ
れ
て
い
る
。
一

九
一
二
年
一
月
『
太
陽
』
に
「
能
劇
」（‘‘T

he N
o Plays ’’, T

he T
aiyo, 

1912.Jan.

）
が
寄
稿
さ
れ
た
の
ち
、
再
び
「
日
本
の
仮
面
劇
」
が
、
一
九
一
二

年
九
月
一
二
日
付
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
『
ネ
イ
シ
ョ
ン
』
紙
（T

he N
ation, 

1912. Sep. 12.

）
に
再
掲
さ
れ
た
。

で
は
、
一
九
一
〇
年
か
ら
一
二
年
に
か
け
て
数
回
掲
載
さ
れ
た
「
日
本
の
仮

面
劇
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
日
本
に
住
む
西
洋
の

批
評
家
と
能
を
見
に
行
っ
た
時
の
対
話
を
紹
介
し
つ
つ
、
能
の
芸
術
的
な
説
明

や
歴
史
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
野
口
が
説
明
す
る
の
は
次
の
よ
う
な
内
容

で
あ
る
。
能
は
、
舞
台
も
狭
く
、
演
技
も
非
常
に
単
純
で
簡
潔
で
あ
る
が
、
そ

の
簡
潔
さ
（brevity

）
こ
そ
が
偉
大
な
芸
術
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
り
、
制
限
は

あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
秘
訣
で
あ
る
。
そ
し
て
、
能
は
生
と
死
を
テ
ー
マ
に
し
た
舞

台
劇
で
も
あ
る
。
ま
た
野
口
が
強
調
し
た
の
は
、
能
の
多
く
が
幽
霊
や
仏
教
思

想
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
、
三
人
ほ
ど
の
登
場
人
物
に
よ
る
極
度
に
単
純
化
し
た

劇
で
詩
的
世
界
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
っ
た�
。

T
he N

o is the perfection of brevity of dram
atic art; it m

ight 
be com

pared w
ith the Greek play or the m

odern Irish plays 
of Y

eats and others. �

能
は
、
簡
潔
な
劇
芸
術
の
極
致
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
劇
や
イ
ェ
イ
ツ
ら
の

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
現
代
劇
に
比
較
さ
れ
る
だ
ろ
う
。（
訳
文
、
堀
）

イ
ェ
イ
ツ
の
戯
曲
と
比
較
し
て
能
を
論
じ
る
視
点
が
こ
の
一
九
一
〇
年
の
段
階

か
ら
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
能
の
紹
介
は
、
ク
レ
イ
グ
が
一
九
一
一
年

の
『
マ
ス
ク
』
誌
上
で
、
能
が
《
簡
素
さ
の
極
致
で
あ
り
、
演
劇
芸
術
の
優
れ

た
伝
統
を
示
す
例
》
と
評
す
る
こ
と
と
つ
な
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う�
。

ま
た
野
口
の
こ
の
論
考
で
は
、
劇
と
観
客
が
一
体
と
な
る
関
係
性
や
芸
術
観

を
説
明
し
た
あ
と
に
、《
こ
こ
に
い
た
ら
イ
ェ
イ
ツ
は
ど
れ
だ
け
喜
ぶ
だ
ろ
う

か
と
思
う�
》
と
述
べ
ら
れ
て
も
い
る
。
こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
か
ら
伝
達
さ
れ
、

観
客
か
ら
ま
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
に
跳
ね
返
さ
れ
る
と
い
う
、
劇
と
観
客
の
一
体

性
や
相
互
作
用
関
係
に
つ
い
て
も
、
ク
レ
イ
グ
が
一
九
一
四
年
一
月
の
『
マ
ス
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ク
』
で
能
の
特
徴
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る�
。

野
口
は
ま
た
こ
の
「
日
本
の
仮
面
劇
」
の
な
か
で
、
西
洋
演
劇
と
対
比
し
て

能
を
、《
西
洋
の
演
劇
は
、
混
乱
し
た
美
的
要
素
に
満
ち
て
い
る
が
、
飽
き
飽

き
す
る
。
能
は
、
最
初
は
そ
の
モ
ノ
ト
ー
ン
で
退
屈
に
感
じ
る
が
、
じ
つ
は
、

教
養
あ
る
精
神
を
持
つ
人
々
に
は
、
か
な
り
の
歓
び
の
源
に
な
る
だ
ろ
う
。》

（
訳
文
、
堀�
）
と
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
野
口
の
〈
仮
面
劇
〉
と
し
て
の

能
楽
論
は
、
欧
米
で
注
目
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た�
。

こ
の
後
、
野
口
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
か
ら
講
演
に
招
聘
さ
れ
て
渡
英

し
、
一
九
一
三
年
十
二
月
か
ら
一
九
一
四
年
三
月
に
か
け
て
英
国
に
滞
在
す
る
。

イ
ェ
イ
ツ
と
の
再
会
を
果
た
し
た
野
口
は
、
イ
ェ
イ
ツ
や
パ
ウ
ン
ド
が
ち
ょ
う

ど
こ
の
時
期
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
遺
稿
を
手
に
し
て
日
本
の
能
に
熱
中
し
て
い
る
こ

と
を
聞
か
さ
れ�
、
一
九
一
四
年
初
頭
の
、
野
口
の
一
連
の
講
演
で
は
、
能
を
強

く
意
識
し
た
日
本
文
化
論
が
講
じ
ら
れ
た�
。
こ
の
ロ
ン
ド
ン
で
の
講
演
に
つ
い

て
は
、
既
に
論
じ
て
い
る
の
で
、
繰
り
返
さ
な
い
が
、
当
時
の
聴
衆
に
大
き
な

イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、
西
欧
で
の
〈
能
〉
受
容
の
観
点
か
ら
も
大
き
な
意
義
を

も
た
ら
し
た
。
野
口
の
能
や
狂
言
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
彼
が
〈
発
句
／

H
okku

〉
な
ど
の
日
本
文
化
や
日
本
文
学
を
例
に
し
て
簡
略
化
さ
れ
た
美
意
識

と
精
神
哲
学
を
論
じ
た
こ
と
と
も
連
関
し
て
い
る
。
西
欧
人
に
と
っ
て
能
の
理

解
は
〈
発
句
〉
の
理
解
を
助
け
、
ま
た
そ
の
逆
に
も
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
幾

つ
か
の
ジ
ャ
ン
ル
を
横
断
し
て
、
日
本
の
情
緒
や
美
学
を
訴
え
て
い
っ
た
こ
と

が
、
欧
米
の
文
化
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
や
欧
米
文
化
人
た
ち
の
関
心
に
連
動
し
た
と

い
え
よ
う
。

そ
の
講
演
内
容
は
簡
単
に
い
え
ば
、
能
の
厳
粛
性
、
観
客
と
役
者
の
関
係
性
、

演
者
の
構
成
、
舞
台
装
置
と
設
定
・
演
出
の
簡
素
さ
、〈
生
〉
と
〈
死
〉
や
〈
永

劫
〉
を
表
す
装
置
、
仮
面
の
意
味
な
ど
、
能
と
い
う
演
劇
の
様
式
が
丁
寧
に
説

明
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。〈
仮
面
〉
は
表
情
を
節
約
し
て
情
緒
を
蓄
積
さ
せ

る
、
笑
い
に
も
な
る
沈
黙
の
表
現
で
あ
る
と
述
べ
、
ま
た
、
役
者
は
詩
歌
と
祈

祷
の
美
的
価
値
に
よ
っ
て
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
わ
ざ
と
ら
し
い
感
傷
に
陥
ら
な
い

よ
う
に
自
ら
を
律
し
て
い
る
と
述
べ
て
、
象
徴
主
義
演
劇
の
作
法
を
論
じ
て
い

る
。
そ
し
て
、
西
洋
演
劇
は
、
日
本
の
能
の
簡
素
性
（sim

plicity

）
に
注
目

す
る
だ
ろ
う
し
、
能
の
擬
古
趣
味
に
は
神
聖
な
暗
示
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
、
と�
。

ま
た
野
口
は
、《
能
と
は
、
黄
泉
の
国
に
さ
ま
よ
え
る
幽
霊
や
精
霊
が
、
仏

名
や
経
典
の
功
徳
に
よ
っ
て
涅
槃
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た

時
代
の
創
作
物
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
作
品
が
幽
霊
や
仏
教
を
主
題
と
し
て

扱
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
幽
霊
も
の
は
、
現
代
に
お
い
て
も
詩
的
思
索
や
空

想
に
訴
え
る
も
の
で
あ
り
時
代
を
限
定
し
な
い
。
仏
教
信
仰
の
真
髄
で
あ
る
が
、

幻
想
的
で
、
時
代
を
超
越
し
た
詩
的
精
神
を
保
っ
て
い
る
》（
訳
文
、
堀�
）
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
野
口
の
説
明
が
、
当
時
の
神
秘
主
義
や
東
洋
哲
学

に
熱
中
し
て
い
た
英
国
文
壇
の
知
識
人
た
ち
に
刺
激
を
与
え
、
好
奇
心
を
そ
そ

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い�
。

一
九
一
四
年
一
月
の
時
点
で
、
野
口
が
英
国
の
文
化
人
た
ち
を
前
に
し
て

〈
能
〉
の
魅
力
や
そ
の
芸
術
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
こ
と
は
、
日
本
演
劇
ひ

い
て
は
日
本
文
化
の
国
際
的
受
容
に
お
い
て
は
重
大
な
出
来
事
と
い
え
よ
う
。

パ
ウ
ン
ド
に
よ
る
謡
曲
の
英
訳‘‘N

ishikigi ’’

（「
錦
木
」）
が
最
初
に
発
表
さ
れ

た
の
は
、
一
九
一
四
年
五
月
の
シ
カ
ゴ
の
雑
誌T

he Poetry

（『
ポ
エ
ト
リ
』）

誌
上
で
あ
る�
。
そ
し
て
イ
ェ
イ
ツ
は
、
一
九
一
四
年
一
〇
月
一
四
日
に

‘‘Sw
edenborg, M

edium
s and the D

esolate ’’

（「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ボ
ル
グ
、

霊
媒
、
荒
涼
た
る
場
所
」）
を
書
き
、
西
洋
神
秘
主
義
の
思
想
と
関
心
を
論
じ

て
い
る
が
、
そ
の
中
で
日
本
の
能
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る�
。
本
稿
で
は
深
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入
り
を
避
け
る
が
、
こ
の
能
へ
の
関
心
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
神
秘
主
義
・
心
霊
主

義
へ
の
心
酔
の
動
き
と
強
い
連
関
を
持
っ
て
い
る
。

パ
ウ
ン
ド
の
能
に
関
す
る
著
作
と
し
て
は
、
一
九
一
六
年
七
月
にCertain 

N
oble Plays of Japan: From

 the M
anuscripts of E

rnest Fenollosa, 
C

hosen and Finished by E
zra P

ound, w
ith Introduction by 

W
illiam

 Butler Y
eats

�
と
題
さ
れ
た
三
五
〇
部
の
限
定
本
の
刊
行
が
あ
り
、

同
年
末
にN

oh; or A
ccom

plishm
ent, a study of the classical stage of 

Japan by E
rnest Fenollosa and E

zra Pound

が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
後
者
の
「
序
」
で
パ
ウ
ン
ド
は
、《
能
は
疑
い
な
く
世
界
の
最
も
素
晴
ら
し

い
芸
術
の
一
つ
で
あ
り
、
最
も
深
遠
な
芸
術
の
一
つ
で
あ
ろ
う
》
と
評
価
し�
、

《
イ
ェ
イ
ツ
や
ゴ
ー
ド
ン
・
ク
レ
イ
グ
が
満
足
す
る
で
あ
ろ
う
象
徴
劇
、
仮
面

劇
で
あ
る
》
と
記
し
た
の
で
あ
っ
た�
。
そ
の
後
、
イ
ェ
イ
ツ
は
日
本
の
能
に
イ

ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
て
、
戯
曲
「
鷹
の
井
戸
」
を
書
き
、
そ
れ
を
伊
藤

道
郞
（1893-1961

）
が
演
じ
て
大
絶
賛
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
初
演

は
一
九
一
六
年
四
月
二
日
。
こ
の
上
演
が
そ
の
後
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
芸
術
に
多
大

な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る�
。

四
　
そ
の
後
の
演
劇
運
動
に
お
け
る
波
及
効
果

こ
れ
以
後
に
も
野
口
は
、‘‘A

 Japanese Poet on W
. B. Y

eats ’’

（「
イ
ェ

イ
ツ
に
接
し
た
日
本
詩
人
」）（T

he Bookm
an; N

Y
, 1916. Jun.

）
や‘‘Y

eats 
and the N

oh Play of Japan ’’

（「
イ
ェ
イ
ツ
と
日
本
の
能
」）（Japan 

T
im

es, 1917. D
ec. 2.

）
な
ど
を
発
表
し
て
い
る
。

一
九
二
〇
年
前
後
に
は
、
野
口
は
能
の
紹
介
者
と
し
て
国
外
で
認
識
さ
れ
、

評
価
さ
れ
て
い
た
。
二
一
年
八
月
の
ロ
ン
ド
ン
のT

he Bookm
an

『
ブ
ッ
ク

マ
ン
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。《
野
口
が
著
述
の
中
で
示
し
て
い

る
の
は
、
日
本
の
「
能
」
が
エ
ミ
ー
・
ロ
ー
ウ
ェ
ル
（1874-1925

）
や
そ
の

仲
間
た
ち
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
多
韻
律
散
文
」（
多
声
音
楽
的
な
自
由
な
散
文
）

を
先
取
り
し
て
い
た
と
い
う
考
え
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
ス
ト
ー
プ
ス
や
パ
ウ
ン

ド
に
よ
る
誰
も
が
知
っ
て
い
る
英
語
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
能
の
戯
曲
に
は
、
示
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
考
え
で
あ
る
》
と�
。
つ
ま
り
、
野
口
の
能
の
紹
介
に
は
、
ス
ト
ー

プ
ス
や
パ
ウ
ン
ド
ら
の
外
国
人
紹
介
者
に
な
い
要
素
と
思
想
が
あ
る
と
評
価
さ

れ
て
お
り
、
英
米
の
現
代
詩
人
の
理
論
は
能
の
中
に
そ
の
実
践
を
み
る
こ
と
が

出
来
る
、
と
野
口
が
主
張
し
て
い
た
点
が
、
注
目
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
ア
ー
サ
ー
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
（1889-1966

）
の
能
の
翻
訳
紹
介
の
方
法
で

は
能
が
禅
や
《
幽
玄
の
入
り
口
》
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
が
困
難
だ
っ
た

が
、
と
比
較
さ
れ
な
が
ら
野
口
の
解
説
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
事
実
も
あ
る�
。

ち
な
み
に
、
ス
ト
ー
プ
ス
や
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
能
に
関
す
る
書
籍
は
『
マ
ス
ク
』

（
六
号
・
一
九
一
六
年
、
九
号
・
一
九
二
三
年
）
の
書
評
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

野
口
に
よ
る
能
の
解
説
紹
介
は
、
能
を
〈
象
徴
的
〉
と
す
る
国
際
的
な
見
方

に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
そ
れ
は
同
時
代
の
日
本
文
化
界
に
も
波
及
し
た
。
一

九
二
五
年
、『
能
楽
の
鑑
賞
』
が
第
一
書
房
の
野
口
米
次
郎
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
の

四
号
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
一
九
三
二
年
一
二
月
に
は
そ
の
一
部
が
「
能
楽
の
鑑

賞
」
と
題
さ
れ
て
『
日
本
國
民
讀
本
』
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
敗
戦

直
後
に
も
『
能
楽
の
鑑
賞
』（
一
九
四
七
年
三
月
）
は
再
版
さ
れ
て
い
る
。
あ

る
時
期
ま
で
は
野
口
の
著
述
は
広
く
日
本
の
一
般
読
者
に
ひ
ら
か
れ
て
い
た
と

い
え
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
『
日
本
國
民
讀
本
』
の
扉
に
は
、
レ
イ
モ
ン
ド
・

ラ
ド
ク
リ
フ
ィ
ー
の
《
然
し
人
若
し
眞
實
の
日
本
人
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
ヨ

ネ
・
ノ
グ
チ
に
赴
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
に
藝
術
的
衝
動
の
凡
て
と
、
思
想
の

清
澄
と
表
現
の
大
膽
と
が
あ
る
。
私
は
こ
の
文
豪
の
新
著
を
手
に
し
て
、
い
つ

も
完
全
に
向
上
を
高
か
ら
し
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
私
に
取
つ
て
、
一
生
の
赤
字
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日
で
あ
る�
》
と
い
っ
た
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。

雑
誌
『
マ
ス
ク
』
と
の
少
な
か
ら
ぬ
関
係
を
持
っ
て
い
た
野
口
は
、
一
九
一

二
年
四
月
に
、
の
ち
に
人
形
芝
居
の
起
源
や
発
達
を
研
究
し
た
日
本
演
劇
史
研

究
者
と
な
る
小
沢
愛
圀
（1887-1978

）
に
、『
マ
ス
ク
』
を
与
え
て
い
る
。
小

沢
は
慶
應
義
塾
大
学
を
卒
業
し
た
翌
年
に
、
教
授
で
あ
っ
た
野
口
の
自
宅
を
訪

問
し
、
野
口
か
ら
雑
誌
『
マ
ス
ク
』（
一
九
一
二
年
四
月
号
）
を
授
受
し
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
契
機
に
小
沢
は
、
ク
レ
イ
グ
や
『
マ
ス
ク
』
編
集
者
ジ
ョ

ン
・
セ
マ
ー
と
文
通
を
重
ね
る
よ
う
に
な
り
、
人
形
劇
研
究
の
道
に
進
む
こ
と

に
な
る�
。
小
沢
の
著
書
『
大
東
亜
共
栄
圏
の
人
形
劇
』（
三
田
文
学
出
版
、
一

九
四
四
年
三
月
）
は
、
ア
ジ
ア
各
国
の
人
形
劇
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
研
究
書

で
あ
り
、
そ
こ
に
は
雑
誌
『
マ
ス
ク
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
考
か
ら
多
大
な
影
響

を
受
け
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
野
口
が
日
本
社
会
で
の
演
劇
研
究
の
促

進
に
か
か
わ
っ
て
い
た
形
跡
、
ま
た
野
口
の
国
際
的
な
執
筆
活
動
が
東
洋
の
伝

統
芸
能
や
民
族
芸
能
の
再
興
や
研
究
の
機
運
に
波
及
し
て
い
っ
た
歴
史
を
、
読

み
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
イ
ェ
イ
ツ
と
の
交
流
の
中
で
狂
言
や
能
の
翻
訳
紹
介
を
始
め
た

野
口
米
次
郎
が
、
い
か
に
イ
ェ
イ
ツ
や
ク
レ
イ
グ
の
演
劇
改
革
運
動
の
動
向
と

重
な
る
形
で
、
も
し
く
は
意
識
し
た
形
で
、
日
本
芸
能
の
発
信
を
行
っ
て
い
た

か
を
検
討
し
よ
う
と
試
み
た
。
む
ろ
ん
野
口
の
貢
献
を
評
価
し
す
ぎ
る
べ
き
で

は
な
い
が
、
同
時
代
の
芸
術
理
論
の
な
か
で
い
か
に
相
互
作
用
的
に
現
れ
て
い

た
か
を
確
認
す
る
作
業
は
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ク
レ
イ
グ
の
雑
誌
『
マ

ス
ク
』
と
野
口
の
〈
仮
面
劇
〉
に
つ
い
て
の
論
及
に
注
目
し
た
。『
マ
ス
ク
』

で
発
表
さ
れ
て
い
た
能
や
人
形
浄
瑠
璃
に
関
す
る
論
考
が
、
野
口
を
媒
介
に
し

て
い
か
に
日
本
の
若
い
読
者
に
も
届
き
、
そ
の
後
の
ア
ジ
ア
の
伝
統
芸
能
へ
の

関
心
に
展
開
に
影
響
を
与
え
て
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
十
分
な

紙
面
が
足
り
て
お
ら
ず
、
遺
憾
な
が
ら
示
唆
す
る
に
も
届
か
な
か
っ
た
。
西
欧

に
お
け
る
能
の
受
容
が
い
か
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
演
劇
表
現
に
繋
が
る
か
、
い
か
に

東
洋
演
劇
の
再
興
の
機
運
へ
繋
が
っ
て
い
る
の
か
に
関
す
る
具
体
的
検
証
に
つ

い
て
は
、
稿
を
改
め
た
い
。

冒
頭
に
あ
げ
た
野
口
の
詩
「
橋
掛
」
に
つ
い
て
、
詩
人
・
蔵
原
伸
二
郎
（
一

八
九
九
―
一
九
六
五
）
は
、《
能
の
一
曲
か
ら
暗
示
を
得
た
形
而
上
学
的
な
概
念

で
あ
り
、
彼�
の
世
界
観
で
あ
り
、
ま
た
彼
の
信
ず
る
詩
法
、
試
論
の
原
理
を
な

し
て
い
る
》
と
評
し
て
い
る
。《
ヨ
ネ
・
ノ
グ
チ
の
詩
法
に
あ
ら
わ
れ
た
概
念
》

と
は
、
ク
ロ
ー
デ
ル
が
指
摘
し
た
よ
う
に
《
と
り
も
な
お
さ
ず
仏
教
的
な
、
思

想
に
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
も
》
ち
、
ま
た
、《
リ
ル
ケ
や
、
そ
の
他
の
西
洋
一

流
の
詩
人
た
ち
が
「
空
の
雌
型
」
で
あ
る
東
洋
の
表
現
を
、「
充
実
」
を
通
り

す
ぎ
て
求
め
て
き
た
》
の
と
同
様
に
、
大
き
な
廿
世
紀
的
な
意
味
を
持
っ
て
い

た
、
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る�
。
詩
人
・
野
口
に
と
っ
て
の
能
の
世
界
は
、
詩

学
を
ふ
く
め
た
芸
術
論
の
カ
ギ
を
に
ぎ
る
部
分
で
あ
り
、
ま
た
東
西
の
芸
術
家

に
と
っ
て
も
〈
二
十
世
紀
的
な
意
味
〉
を
持
つ
決
定
的
な
部
分
で
あ
る
こ
と
の

み
を
示
唆
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
た
い
。

注
⑴　

野
口
米
次
郎
「
橋
掛
」「
能
樂
斷
章
」
よ
り
『
創
元
』
第
三
巻
第
二
号
、
一
九
四

二
年
三
月
一
〇
日
、
五
頁
。

⑵　

た
と
え
ば
、
成
恵
卿
氏
は
『
西
洋
の
夢
幻
能
―
イ
ェ
イ
ツ
と
パ
ウ
ン
ド
』（
一
九

九
九
年
）
の
中
で
、
野
口
の
能
の
解
説
は
《
パ
ウ
ン
ド
や
イ
ェ
イ
ツ
の
能
へ
の
関
心
》

に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
、《
パ
ウ
ン
ド
に
端
を
発
す
る
西
洋
に
お
け
る
能
へ
の
関
心
》

を
受
け
た
後
の
展
開
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
（
成
恵
卿
『
西
洋
の
夢
幻
能
―
イ
ェ
イ
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ツ
と
パ
ウ
ン
ド
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
九
年
九
月
二
四
日
、
一
九
八
頁
）。

⑶　

拙
著
『「
二
重
国
籍
」
詩
人　

野
口
米
次
郎
』、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二

年
二
月
二
九
日
、
第
六
章
第
四
節
、
一
六
二
―
一
七
七
頁
。

⑷　

野
口
米
次
郎
『
英
米
の
十
三
年
』、
一
九
〇
五
年
五
月
、
春
陽
堂
、
一
七
五
―
一

七
六
頁
。

⑸　

野
口
は
一
八
九
三
年
に
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
に
わ
た
り
、
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
の
「
丘
」

で
暮
ら
し
て
詩
人
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
す
る
。
こ
の
「
丘
」
と
は
、
詩
人
、
ダ
ン
サ
ー
、

舞
台
芸
術
家
、
ア
ー
ツ
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ツ
運
動
の
推
進
者
な
ど
様
々
な
人
々
が
出
入

り
し
た
一
種
の
芸
術
解
放
地
区
で
あ
り
、
そ
こ
で
野
口
は
詩
人
た
ち
の
み
な
ら
ず
演

劇
関
係
者
と
の
交
友
関
係
を
も
っ
て
い
た
。
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に

移
動
し
て
か
ら
も
、
当
時
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
隆
盛
を
極
め
て
い
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
演

劇
と
の
接
触
が
あ
り
、
誤
っ
た
〈
日
本
〉
表
象
に
不
満
を
抱
き
、
日
本
文
化
解
説
の

必
要
を
意
識
し
て
い
た
。

⑹　

明
治
四
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
岩
倉
具
視
使
節
団
の
一
員
と
し
て
欧
米
を
視
察
し

た
久
米
邦
武
が
、
西
洋
の
オ
ペ
ラ
に
相
対
す
る
日
本
文
化
と
し
て
能
楽
を
見
出
し
、

一
九
世
紀
末
、
当
時
す
で
に
衰
退
し
つ
つ
あ
っ
た
能
楽
を
再
興
す
る
機
運
を
つ
く
っ

て
い
く
。

⑺　
《
池
内
信
嘉
は
明
治
末
か
ら
大
正
初
期
、
衰
微
し
た
能
楽
の
将
来
を
憂
い
、
私
財

を
投
げ
う
っ
て
、
能
楽
の
啓
蒙
と
普
及
、
囃
子
方
の
養
成
、
そ
し
て
一
九
〇
二
（
明

治
三
五
）
年
に
雑
誌
『
能
楽
』
を
創
刊
す
る
な
ど
の
事
業
を
進
め
、
能
楽
復
興
に
反

省
を
捧
げ
た
。『
能
楽
』
に
英
文
欄
を
設
け
た
の
が
、
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
〇
七

年
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。》（
西
野
春
雄
「
序
」『
外
国
人
の
能
楽
研
究
（
二
一

世
紀CO

E

国
際
日
本
学
研
究
叢
書
一
）』
法
政
大
学
国
際
日
本
学
研
究
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
五
年
三
月
三
一
日
、
八
頁
。）

⑻　

[O
ur literature (how

 little it is know
n to the w

orld!) w
ould be a grey 

w
aste as far as com

edy is concerned, if the ‘K
iogen, ’ (farce, the w

ord 
m

eaning crazy language) did not rescue us. It developed fully in the 

M
iddle A

ge sim
ultaneously w

ith the grow
th of ‘N

o ’ (operatic 
perform

ance) w
hich w

as based invariably on T
ragedy.] (Y

one N
oguchi, 

‘‘Preface ’’, T
en K

iogen in E
nglish, 1907, M

ay, 7, T
okyo; T

ozaisha.)

⑼　

チ
ェ
ン
バ
レ
ン
はT

he Classical Poetry of the Japanese

（1880

）
の
第
三

部
を
能
に
あ
て
、
謡
曲
四
曲
（
羽
衣
、
殺
生
石
、
邯
鄲
、
仲
光
）
を
英
訳
し
て
い
る
。

ア
ス
ト
ン
は
、A

 H
istory of Japanese Literature

（1899

）
の
中
で
能
の
紹
介

を
し
、「
高
砂
」
の
抄
訳
を
行
っ
て
い
る
。

⑽　

た
と
え
ば
一
九
〇
八
年
三
月
に
梅
澤
和
軒
は
、
ア
ス
ト
ン
が
能
を
「
詩
歌
か
つ
抒

情
的
戯
曲
」
と
海
外
で
紹
介
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
ア
ス
ト
ン
が
謡
曲
に
造
詣
が

深
く
研
鑽
も
行
き
届
い
て
い
る
こ
と
や
、「
高
砂
」
に
趣
味
を
憶
え
た
こ
と
を
紹
介

し
て
い
る
（
梅
澤
和
軒
「
ア
ス
ト
ン
氏
の
日
本
文
学
観
」『
太
陽
』
一
九
〇
八
年
三

月
一
日
、
一
一
六
頁
）。

⑾　

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
劇
作
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
ー
チ
ャ
ー
が
、
イ
ェ
イ
ツ
の

‘‘Countess Cathleen ’’

と
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の‘‘La Princess M

aleive ’’

や

‘‘L ’Intruse ’’

や‘‘Les A
vengles ’’

と
が
似
て
い
る
と
指
摘
し
、
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク

を
チ
ュ
ー
ト
ン
民
族
の
フ
ラ
ン
ダ
ー
ス
人
、
イ
ェ
イ
ツ
を
ケ
ル
ト
民
族
の
ケ
ル
ト
、

と
論
じ
て
い
る
こ
と
を
、
野
口
が
解
説
し
て
い
る 

（Y
one N

oguchi, ‘‘Y
eats and 

the Irish Revival ’’, T
he Japan T

im
es, 1907, A

pr, 28.

）。

⑿　

Y
one N

oguchi, ‘‘A
 Japanese N

ote on Y
eats ’’, T

he T
aiyo, 1911.D

ec. 1, 
pp. 17-20.

（
こ
の
論
考
はT

hrough the T
orii

に
収
録
さ
れ
る
（Y

one N
oguchi, 

T
hrough the T

orii, pp. 110-117.

）。
野
口
が
一
九
〇
七
年
の
時
点
で
、
東
洋
と

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
詩
的
な
文
学
世
界
や
伝
統
を
比
較
し
て
論
じ
て
い
る
こ
と
は
、
そ

の
後
の
国
内
外
へ
の
影
響
の
面
か
ら
も
重
要
で
あ
る
。

⒀　

[I firm
ly believe that the sm

all candlelight of art at the H
osho or 

K
anze ’s stage is no w

eaker than the electric lam
p of the K

abuki 
theatre; on the contrary, it is far stronger.] (Y

one N
oguchi, ‘‘M

r.Y
eats 

and the N
o ’’, T

he Japan T
im

es, 1907, N
ov, 3)
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⒁　
[I feel happy to think that he w

ould find his ow
n ideal in our no 

perform
ance, if he should see and study it. O

ur no is sacred and it is 
poetry itself.] (Ibid.)

⒂　

Ibid.

⒃　

ク
レ
イ
グ
の
当
時
の
日
本
の
芸
能
に
つ
い
て
の
関
心
は
、
た
と
え
ば
、
サ
ン
・

キ
ョ
ン
・
リ
ー
に
よ
る
『
東
西
演
劇
の
出
合
い
―
能
、
歌
舞
伎
の
西
洋
演
劇
に
与
え

た
影
響
―
』「
第
二
章
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
日
本
演
劇
の
影
響
」（
田
中
徳
一
訳
、
新

読
書
社
、
一
九
九
三
年
一
〇
月
二
〇
日
、
九
〇
―
一
三
六
頁
）
な
ど
が
あ
る
。

⒄　

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ク
レ
イ
グ
、
佐
藤
正
紀
訳
『
ゴ
ー
ド
ン
・
ク
レ
イ
グ
―
二
〇
世
紀

演
劇
の
冒
険
者
』、
平
凡
社
、
一
九
九
六
年
一
一
月
一
八
日
、
三
〇
四
頁
。

⒅　

ク
ー
マ
ラ
ス
ワ
ミ
は
、
イ
ン
ド
の
人
形
劇
や
「
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
」
の
演
劇
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
。
ク
レ
イ
グ
が
、
少
な
く
と
も
一
九
〇
八
年
四
月
頃
か
ら
、
イ
ン
ド

の
人
形
劇
に
つ
い
て
『
マ
ス
ク
』
に
論
考
を
出
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る

（A
nanda Coom

arasw
am

y, ‘‘N
otes on Indian dram

atic T
echnique ’’, T

he 
m

ask, 1913 O
ct, pp. 109-128.

）。

⒆　

Book Review
 by John Sem

ar, T
he M

ask, 1911 Jul, vol. 4, no.1., p. 58.

⒇　

M
asanobu O

tani, ‘‘A
 Japanese Pupil: Recollections ’’,T

he M
ask, 1912 

Jan, pp. 203-213.

�　

Lafcadio H
earn, ‘‘Japanese D

ram
a:A

n Extract ’’(T
he M

ask, 1912 Jan, p. 
213.)

�　

た
と
え
ば
、「A

 H
istorical Pageant in K

yoto D
escribed by Lafcadio H

earn
」

（T
he M

ask, 1911Jul, p. 37.

）
や
、「A

pprenticeship in Japan D
escribed by 

Lafcadio H
earn w

ith a N
ote on D

isipline by John Sem
ar

」（pp. 107-
109.

）
と
い
っ
た
記
事
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、「T

he D
ram

a in Japan

」（Sheko 
T

subouchi, T
he M

ask, 1912 A
pr.

）
も
日
本
人
に
よ
る
執
筆
と
し
て
注
目
に
値

す
る
。

�　

[M
r. Porter Garnett several years ago very kindly sent m

e these 

tracings of parts of a Japanese m
arionette from

 designs in an 18th 
century book on M

arionettes and Stage craft, ow
ned by D

r. A
rnold 

G
enthe of San F

rancisco.] (G
ordon C

raig, ‘‘A
 N

ote on Japanese 
M

arionettes ’’, T
he M

ask, 1915 M
ay, p. 104.)

�　

Ibid, p. 106.

�　

Y
one N

oguchi, ‘‘T
he Japanese M

ask Play ’’

『
太
陽
』、
一
九
一
〇
年
七
月

一
日
、
八
―
九
頁
。

�　

Y
one N

oguchi, ‘‘T
he Japanese M

ask Play ’’

『
太
陽
』、
一
九
一
〇
年
七
月
、

五
頁
。‘‘T

he Japanese M
ask Play ’’, T

he N
ation, 1912, Sep, 12, p. 231.

�　

Craig, T
he M

ask, V
ol.3, 1911 A

pr, p. 91.

�　

Y
one N

oguchi, ‘‘T
he Japanese M

ask Play ’’

『
太
陽
』、
一
九
一
〇
年
七
月
、

五
頁
。‘‘T

he Japanese M
ask Play ’’, T

he N
ation, 1912, Sep, 12, p. 231.

�　

Craig, Books Review
s on ‘Plays of O

ld Japan: T
he ‘N

o ’, by M
arie C. 

Stopes ’, T
he M

ask, V
ol. 6, 1914 Jan, pp. 263-265. 

ち
な
み
に
ク
レ
イ
グ
の
こ

の
執
筆
と
い
う
の
は
、
ス
ト
ー
プ
ス
（1880-1958

）
が
日
本
人
の
共
訳
者
と
と
も

に
刊
行
し
た
能
の
翻
訳
本
『
日
本
の
「
能
」
劇
』（Plays of O

ld Japan: T
he ‘N

o ’, 
1913

）
に
対
す
る
書
評
の
中
で
あ
っ
た
。
ス
ト
ー
プ
ス
と
野
口
の
能
楽
論
に
つ
い
て

も
丁
寧
な
比
較
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

�　

Y
one N

oguchi, ‘‘T
he Japanese M

ask Play ’’

『
太
陽
』、
一
九
一
〇
年
七
月
、

五
頁
。‘‘T

he Japanese M
ask Play ’’, T

he N
ation, 1912, Sep, 12, p. 231.

�　

た
と
え
ば
一
九
一
四
年
一
月
一
日
に
野
口
が
コ
バ
ー
ン
と
共
に
ジ
ョ
ン
・
メ
ス

フ
ィ
ー
ル
ド
（1878-1967

）
の
自
宅
を
訪
問
し
た
際
に
は
、
メ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
夫

人
が
『
ネ
イ
シ
ョ
ン
』
へ
の
野
口
の
寄
稿
に
つ
い
て
《
多
大
の
興
味
》
を
語
っ
た
と

記
さ
れ
て
い
る
（
野
口
米
次
郎
「
最
近
文
藝
思
潮

―
今
日
の
英
詩
潮
」『
三
田
文

学
』、
一
九
一
六
年
一
月
、
二
七
〇
頁
）。

�　

野
口
米
次
郎
「
序
」『
善
悪
の
観
念
』
イ
ェ
イ
ツ
、
山
宮
允
訳
、
Ｘ
頁
。
こ
の
と

き
野
口
と
イ
ェ
イ
ツ
は
、
日
本
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
教
育
の
問
題
を
語
り
、



― ―72

英
国
化
、
米
国
化
の
弊
害
、
政
治
と
文
学
に
つ
い
て
も
論
じ
る
。
ま
た
二
人
の
談
話

は
興
に
入
っ
て
、〈
霊
魂
の
不
滅
〉
や
祖
先
崇
拝
、
英
米
の
神
秘
主
義
思
想
、
と
い
っ

た
話
題
に
至
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

�　

ロ
ン
ド
ン
の
王
立
ア
ジ
ア
協
会
（T

he Loyal A
siatic Society

）
で
お
こ
な
っ

た
能
楽
に
関
す
る
講
演
は
、T

he Spirit of Japanese Poetry

（1914

）
の
第
三
章

に‘‘N
o: T

he Japanese Play of Silence ’’

と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。

�　

Y
one N

oguchi, T
he Spirit of Japanese Poetry, 1914, pp. 59-60.

�　

[T
he N

o is the creation of the age w
hen, by virtue of sutra or the 

Buddha ’s holy nam
e, any straying ghosts or spirits in H

adas w
ere 

enabled to enter N
irvana; it is no w

onder that m
ost of the plays have 

to deal w
ith those ghosts or Buddhism

. T
hat ghostliness appeals to the 

poetical thought and fancy even of the m
odern age, because it has no 

age. It is the essence of the Buddhistic belief, how
ever fantastic, to 

stay poetical for ever.] (Y
one N

oguchi, T
he Spirit of Japanese Poetry, 

1914, p. 66.)

�　

さ
ら
に
野
口
は
能
の
ス
タ
イ
ル
や
抽
象
概
念
の
み
な
ら
ず
、「
高
砂
」
や
「
羽
衣
」、

「
山
姥
」
な
ど
の
具
体
的
な
作
品
を
例
に
説
明
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
も
注
目
さ

れ
る
。「
羽
衣
」
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期
に
イ
ェ
イ
ツ
や
パ
ウ
ン
ド
が
関
心
を
示

し
て
い
た
作
品
で
あ
る
。
加
え
て
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
早
い
時
点
で
、
野
口
が
古

典
能
の
翻
訳
の
み
な
ら
ず
、
自
身
に
よ
る
能
の
新
作

―
つ
ま
り
、
能
を
意
識
し
た

英
語
の
戯
曲
の
創
作

―
を
披
露
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
英
国
で
の
講
演
を
ま
と

め
たT

he Spirit of Japanese Poetry

（1914

）
に
は
、‘‘T

he M
orning-Glory: 

A
 D

ram
atic Fragm

ent ’’

と
題
し
た
、
新
し
い
能
の
戯
曲
が
掲
載
さ
れ
、
ま
た
、

同
書
日
本
版
の
『
日
本
詩
歌
論
』（
一
九
一
五
）
に
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
謡
曲
『
隅

田
川
』
を
土
台
に
し
て
能
の
創
作
戯
曲‘‘T

he W
illow

 T
ree: A

 D
ram

atic 
Fragm

ent ’’

も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

�　

‘‘N
ishikigi, A

 Play: T
ranslated from

 the Japanese of M
otokiyo ’’,T

he 

Poetry, (1914 M
ay), pp. 35-48.

パ
ウ
ン
ド
は
、
能
が
一
つ
の
舞
台
装
置
の
中
で
、

主
人
公
が
旅
に
出
て
守
護
神
や
精
霊
に
出
会
う
と
い
っ
た
劇
の
全
行
程
が
執
り
行
わ

れ
る
点
に
、
関
心
を
示
し
て
い
る
。

�　

ち
な
み
に
、
こ
の
中
で
イ
ェ
イ
ツ
は
、
ア
メ
リ
カ
時
代
の
野
口
が
接
点
を
持
っ
た

こ
と
の
あ
る
宗
教
組
織
の
、
新
生
同
胞
教
団
（Brohterhood of N

ew
 Life

）
の

創
設
者
で
神
秘
主
義
者
の
ト
マ
ス
・
レ
ー
ク
・
ハ
リ
ス
（1823-1906

）
に
つ
い
て

も
、
触
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
（W

.B.Y
eats, ‘‘Sw

edenborg, M
edium

s 
and the D

esolate ’’, 1914 O
ct. 14th

）。

�　

Ezra Pound, Certain N
oble Plays of Japan: From

 the M
anuscripts of 

E
rnest Fenollosa, C

hosen and Finished by E
zra P

ound, w
ith 

Introduction by W
illiam

 Butler Y
eats, D

ublin; Cuala Press, 1916.

�　

[T
he N

oh is unquestionably one of the great arts of the w
orld, an it 

is quite possibly one of the m
ost recondite.] Ezra Pound, ‘‘Introduction ’’, 

N
oh; or A

ccom
plishm

ent, a study of the classical stage of Japan by 
E

rnest Fenollosa and E
zra Pound, 1916, London; M

acm
illan, p. 4.

�　

[It is a sym
bolic stage, a dram

a of m
asks—

at least they have m
asks 

for spirits and gods and young w
om

en. It is a theatre of w
hich both 

M
r.Y

eats and M
r.Craig m

ay approve.] Ezra Pound, ‘‘Introduction ’’, N
oh; 

or A
ccom

plishm
ent, a study of the classical stage of Japan by E

rnest 
Fenollosa and E

zra Pound, 1916, London; M
acm

illan, p. 6.

�　

イ
ェ
イ
ツ
の
実
験
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
中
心
と
す
る
西
欧
の
近
代
演
劇
と
は
異
な

る
潮
流
を
生
み
出
し
た
。
象
徴
主
義
者
と
し
て
の
イ
ェ
イ
ツ
の
能
へ
の
関
心
と
は
、

二
〇
世
紀
初
頭
の
芸
術
・
思
想
・
文
化
の
総
合
的
実
験
で
あ
っ
た
。
近
代
西
欧
の
リ

ア
リ
ズ
ム
演
劇
が
失
っ
て
い
た
も
の
、
つ
ま
り
日
常
生
活
を
排
除
し
た
人
間
存
在
の

強
い
生
命
力
、
人
間
の
声
と
肉
体
の
動
き
の
表
現
の
美
を
、
回
復
さ
せ
よ
う
と
し
た

実
験
で
あ
る
。
こ
の
、
声
や
身
体
表
現
へ
の
志
向
性
こ
そ
が
、
文
学
、
音
楽
、
舞
踊
、

舞
台
芸
術
な
ど
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
諸
芸
術
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
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�　
[M

r. N
oguchi rem

arks, by the w
ay, in his essay that in the ‘‘N

oh ’’ 
plays Japan had anticipated the polyphonic prose of M

iss A
m

y Low
ell 

and her com
panions. It is not a thought that w

ould occur to anyone 
fam

iliar w
ith the N

oh plays in the English versions of M
rs.Stopes or 

M
r.Ezra Pound.] (R.Ellis Roberts, ‘T

hings Japanese ’,T
he B

ookm
an, 

London, 1921, A
ug. p. 219.)

�　

[H
is style in definition is not so clear as in translation, and I am

 
afraid that m

ost readers w
ill find it im

possible to get properly 
acquainted w

ith the m
ysteries of Zen or of the different ‘‘Gate of 

Y
ugen ’’.] (Ibid.)

�　
『
日
本
國
民
讀
本
』
扉
、
序
の
前

�　

小
沢
愛
圀
「
人
形
劇
史
研
究
の
回
想
」『
三
田
評
論
』
一
九
六
五
年
二
月
、
七
七
頁
。

�　

蔵
原
伸
二
郎
『
蔵
原
伸
二
郎
選
集
・
一
巻
』、
大
和
書
房
、
一
九
六
八
年
五
月
二

〇
日
、
三
六
二
頁
。

�　

同
前
。

受
　
贈
　
雑
　
誌
（
三
）

神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
研
究
紀
要 

神
戸
松
蔭
女
子
学
院
大
学
学
術
研
究

文
学
部
篇
：
Ｊ
Ｏ
Ｌ 

会

神
女
大
国
文 

神
戸
女
子
大
学
国
文
学
会

高
知
大
国
文 

高
知
大
学
人
文
学
部
国
語
学
国
文
学

 

研
究
室

稿
本
近
代
文
学 

筑
波
大
学
国
語
国
文
学
会

語
学
文
学 

北
海
道
教
育
大
学
語
学
文
学
会

國
學
院
雑
誌 

國
學
院
大
學

国
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論 

国
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
学

集 

生
会

国
語
学
研
究 

東
北
大
学
文
学
部
国
語
学
刊
行
会

国
語
国
文
学
研
究 

熊
本
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会

国
語
国
文
学
報 

愛
知
教
育
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室

國
語
國
文
研
究 

北
海
道
大
学
国
文
学
会

国
語
国
文
学 

福
井
大
学
言
語
文
化
学
会

国
語
国
文
論
集 

安
田
女
子
大
学
日
本
文
学
科

国
語
と
教
育 

大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
学
会

国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録 

国
文
学
研
究
資
料
館

国
文
学 

関
西
大
学
国
文
学
会

国
文
学
研
究 

早
稲
田
大
学
国
文
学
会

国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要 

国
文
学
研
究
資
料
館


