
第
１
章

「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
午
后
」
ま
で



お
よ
そ
四
十
年
と
い
う
比
較
的
短
い
生
涯
、
異
国
で
の
悲
劇
的
な
結
末
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
考
え
る
と
、

久
野
久
子
が
そ
の
人
生
で
最
も
輝
い
て
い
た
時
期
は
何
時
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

一
つ
は
東
京
音
楽
学
校
を
卒
業
し
た
後
、
新
進
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
し
て
嘱
望
さ
れ
、
母
校
の
助
教
授
に
迎
え
ら

れ
た
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
か
ら
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
頃
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
ま
た
一
方

で
、
海
外
留
学
が
決
ま
り
離
日
記
念
の
演
奏
会
で
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
後
期
の
ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ
ば
か
り
を
集
め
て

と
り
あ
げ
た
時
期
と
い
う
把
え
方
も
あ
る
が
、
全
生
涯
を
鳥
瞰
し
て
み
る
と
私
に
は
や
は
り
大
正
五
年
（
一
九
一

六
）
か
ら
同
七
年
（
一
九
一
八
）
の
時
期
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
う
考
え
る
か
に

つ
い
て
は
、
こ
の
時
期
の
彼
女
の
事
跡
と
そ
れ
に
対
す
る
世
間
の
評
価
な
ど
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
ず
と
明
ら

か
に
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
時
期
は
久
野
久
子
の
三
十
二
歳
か
ら
三
十
四
歳
の
年
齢
期
に
あ
た
り
、
彼
女
は
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）

に
は
東
京
音
楽
学
校
の
教
授
と
な
っ
て
い
た
。

�
序
・
甦
っ
た
悦
び

大
正
五
年
五
月
二
十
八
日
午
後
二
時
か
ら
、
東
京
音
楽
学
校
の
恒
例
の
春
季
演
奏
会
が
同
校
奏
楽
堂
に
於
い
て

開
催
さ
れ
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
同
校
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
管
弦
楽
演
奏
を
は
じ
め
合
唱
、
独
奏
と
多
ジ
ャ
ン
ル
に

わ
た
っ
て
お
り
、
ペ
ッ
ツ
ォ
ル
ド
夫
人
、
シ
ョ
ル
ツ
、
高
折
宮
次
、
弘
田
龍
太
郎
、
中
田
章
な
ど
と
並
ん
で
、
管

弦
楽
附
き
ピ
ア
ノ
演
奏
と
し
て
久
野
久
子
の
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
の
時
の
彼
女
の
演
目
は
、
シ
ョ
ペ
ー
ン
作
曲
ホ
短
調
コ
ン
サ
ー
ト
（
作
品
十
一
）、
つ
ま
り
シ
ョ
パ
ン
の
ピ

ア
ノ
協
奏
曲
第
一
番
で
あ
る
。
こ
の
曲
は
全
楽
章
を
演
奏
す
る
の
に
普
通
四
十
分
近
く
を
要
す
る
の
で
、
こ
の
会

の
よ
う
に
九
つ
も
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
か
か
え
た
演
奏
会
で
全
楽
章
を
弾
い
た
と
は
思
え
な
い
の
だ
が
、
今
目
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
資
料
で
は
そ
の
あ
た
り
が
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
久
子
は
お
よ
そ
半
年
後
の
演
奏
会
で
も
こ

の
曲
を
弾
い
て
お
り
、
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
明
瞭
に
第
一
楽
章
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
の
五
月

の
音
楽
会
で
も
第
一
楽
章
の
み
を
演
奏
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
当
時
の
わ
が
国
の
ピ
ア
ノ
演
奏
界
の

平
均
的
な
力
量
を
考
え
る
と
、
大
曲
で
あ
り
難
曲
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

ま
た
こ
の
演
奏
会
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
五
番
に
は
、
ピ
ア
ノ
独
奏
と
し
て
講
師
・
小
倉
末
子
の
名
が
あ
る
。
彼
女
は

四
年
に
わ
た
る
海
外
留
学
を
終
え
、
こ
の
年
四
月
二
十
三
日
に
帰
国
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
演
奏
会
で
は
、

バ
ッ
ハ
の
前
奏
曲
と
フ
ー
ガ
（
リ
ス
ト
編
曲
）
を
披
露
し
て
い
る
。

久
子
と
小
倉
末
子
は
、
こ
の
後
当
時
の
日
本
を
代
表
す
る
ピ
ア
ニ
ス
ト
の
双
璧
と
し
て
比
較
し
て
語
ら
れ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
ラ
イ
バ
ル
と
い
う
よ
う
に
新
聞
・
雑
誌
や
周
辺
の
人
々
が
騒
ぎ
た
て
た
の
で
あ
る
が
、

肝
心
の
本
人
同
士
が
お
互
い
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
久
野
久
子
を
語
る
上
で

小
倉
末
子
が
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
の
で
、
第
２
章
で
小
倉
の
こ
と
に
は

く
わ
し
く
触
れ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
こ
の
演
奏
会
は
、
当
時
の
代
表
的
な
音
楽
誌
『
音
楽
界
』
第
一
七
七
号
（
大
正
五
年
七
月
号
）
に
次

の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
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「
五
月
二
十
八
日
午
後
二
時
か
ら
校
内
の
楽
堂
で
催
さ
る
。
こ
こ
で
無
く
て
は
見
ら
れ
ぬ
修
養
あ
る
聴
衆
が
堂
に

満
ち
て
ゐ
た
。
奇
禍
に
遇
っ
て
再
び
楽
壇
に
立
つ
べ
し
と
信
じ
ら
れ
ざ
り
し
久
野
ひ
さ
子
教
授
の
ピ
ア
ノ
の
全
快

後
初
公
演
と
新
帰
朝
の
小
倉
末
子
講
師
の
初
演
奏
あ
り
。」

記
事
中
に
久
子
を
教
授
と
記
し
て
い
る
の
は
助
教
授
の
間
違
い
で
あ
る
が
、「
修
養
あ
る
聴
衆
が
堂
に
満
ち
て

い
た
」
と
い
う
表
現
は
当
時
の
洋
楽
音
楽
会
の
有
様
を
巧
み
に
表
わ
し
て
い
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
聴
衆
の
一
人
が
当
時
三
十
八
歳
の
少
壮
物
理
学
者
、
寺
田
寅
彦
で
あ
っ
た
。
彼
の
日
記
の
大
正
五
年
五
月
二

十
八
日
（
日
）
の
項
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
晴
、
午
後
貞
子
と
上
野
音
楽
学
校
の
演
奏
会
に
行
く
。
新
帰
朝
の
小
倉
氏
の
独
奏
も
あ
り
。」

貞
子
と
あ
る
の
は
寺
田
の
長
女
で
、
夭
折
し
た
最
初
の
妻
・
夏
子
の
遺
児
、
こ
の
時
十
六
歳
で
あ
っ
た
。

寺
田
寅
彦
は
若
い
頃
か
ら
洋
楽
に
親
し
み
こ
の
分
野
で
も
趣
味
人
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
ま
た
師
・
夏
目
漱
石

の
「
洋
楽
へ
の
ア
ク
セ
ス
ポ
イ
ン
ト
」（
１
）で
も
あ
っ
た
。『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
登
場
す
る
洋
楽
通
の
理
学

士
・
水
島
寒
月
の
モ
デ
ル
は
寺
田
寅
彦
で
あ
る
。
寺
田
の
日
記
に
は
、
こ
の
大
正
五
年
五
月
の
演
奏
会
の
他
に
も

二
カ
所
、
久
野
久
子
の
出
演
し
た
演
奏
会
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
の
章
で
触
れ
る
。

も
う
一
人
�
修
養
あ
る
聴
衆
�
を
あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
頃
め
き
め
き
と
頭
角
を
現
わ
し
て
き
た
楽
壇
の
旗

頭
の
一
人
、
大
田
黒
元
雄
で
あ
ろ
う
。
大
田
黒
は
、
そ
の
活
動
の
拠
点
と
し
て
同
志
の
人
々
と
創
刊
し
た
音
楽
研

究
・
評
論
誌
『
音
楽
と
文
学
』
の
第
一
巻
五
号
で
こ
の
音
楽
会
を
と
り
あ
げ
、
次
の
よ
う
な
評
を
記
し
て
い
る
。

「
公
園
の
緑
は
随
分
深
く
な
っ
て
居
た
。
そ
し
て
満
員
の
会
場
は
恐
ろ
し
く
蒸
暑
か
っ
た
。（
略
）
久
野
氏
の
洋
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琴
は
し
っ
か
り
し
て
居
た
。
曲
は
シ
ョ
パ
ン
の
司
伴
楽
で
あ
っ
た
。
然
し
シ
ョ
パ
ン
を
弾
く
な
ら
エ
チ
ュ
ー
ド
や

ノ
ク
タ
ー
ン
の
方
が
い
い
。
シ
ョ
パ
ン
の
天
性
は
司
伴
楽
や
ソ
ナ
タ
に
適
し
て
居
な
い
。（
略
）
小
倉
氏
の
は

バ
ッ
ハ＝
リ
ス
ト
の
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
と
フ
ー
ガ
で
渋
い
技
巧
を
見
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
流
石
に
垢
抜
け
の
し
た

と
こ
ろ
が
示
さ
れ
た
。
タ
ッ
チ
の
至
極
明
快
な
の
が
何
よ
り
も
う
れ
し
か
っ
た
。」

こ
の
時
早
く
も
大
田
黒
の
小
倉
末
子
へ
の
評
価
は
高
い
も
の
の
、
久
子
に
対
す
る
評
価
も
決
し
て
低
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
彼
の
久
野
久
子
評
が
決
定
的
に
厳
し
く
な
っ
た
の
は
こ
の
五
月
の
演
奏
会
の
半
年
後
の
こ
と
で

あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

話
を
『
音
楽
界
』
の
記
事
に
戻
す
と
、
そ
こ
に
は
久
子
が
こ
の
演
奏
会
以
前
に
�
奇
禍
�
に
あ
っ
て
再
起
不
能

と
思
わ
れ
て
い
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
�
奇
禍
�
は
本
章
が
対
象
と
し
た
時
期
か
ら
は
い
さ
さ
か
遡
る
こ
と

に
な
る
が
、
話
の
つ
な
が
り
上
こ
こ
で
概
要
を
述
べ
て
お
こ
う
と
思
う
。

�
大
正
四
年
一
月
の
�
奇
禍
�

『
音
楽
界
』
記
事
中
に
�
奇
禍
�
と
あ
る
の
は
交
通
事
故
で
、
久
子
は
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
一
月
二
十
一

日
に
、
東
京
赤
坂
の
葵
橋
電
車
停
留
場
付
近
で
走
行
中
の
自
動
車
に
は
ね
ら
れ
、
重
傷
を
負
っ
た
。
こ
の
日
に
ち

は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
誤
っ
て
伝
え
て
い
る
例
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
増
井
敬
二
著
『
日

本
の
オ
ペ
ラ
』
で
事
故
の
日
が
一
月
十
二
日
と
記
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
二
十
一
と
十
二
が
類
似
し
た

表
記
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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も
う
一
つ
は
中
村
紘
子
『
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
い
う
蛮
族
が
い

る
』
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
事
故
の
日
が
「
大
正
三
年
の
七
月

某
日
」
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
誤
り
で
あ
る
。

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
突
拍
子
も
な
い
年
月
が
記
さ
れ
た
の
か

は
出
典
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
不
明
だ
が
、
後
年
の
久
子
の

自
殺
報
道
記
事
中
に
交
通
事
故
を
「
大
正
四
年
の
夏�

」
と
し
て

い
る
も
の
が
あ
り（
２
）、
そ
れ
と
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

ま
た
事
故
現
場
は
前
述
し
た
通
り
葵
橋
の
交
差
点
、
現
在
の

特
許
庁
の
南
西
角
に
接
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
約
一

五
〇
メ
ー
ト
ル
西
方
の
赤
坂
溜
池
交
差
点
、
あ
る
い
は
一
キ
ロ

以
上
離
れ
た
赤
坂
見
附
と
す
る
不
正
確
な
記
述
も
見
ら
れ
る
。

事
故
の
日
に
ち
や
場
所
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
主
要
新
聞
は
筆

を
揃
え
て
い
る
の
で
い
ず
れ
か
一
紙
で
も
チ
ェ
ッ
ク
す
れ
ば
済

む
こ
と
で
あ
る
と
思
う
の
だ
が
、
そ
の
労
も
嫌
が
っ
て
文
章
を

書
く
人
が
い
る
の
は
困
り
も
の
だ
。

と
も
あ
れ
、
以
下
少
し
詳
し
く
事
故
の
経
緯
を
追
っ
て
み
る

久子の奇禍を報道する東京朝日新聞（大正４年１月２４日）
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み
や
こ

が
、
使
用
し
た
資
料
は
大
半
当
時
の
新
聞
記
事
で
、
具
体
的
に
は
東
京
日
日
、
東
京
朝
日
、
読
売
、
都
の
四
紙

を
照
合
し
て
実
相
の
究
明
を
試
み
て
み
た
。
た
だ
し
、
事
故
に
遭
う
ま
で
の
当
日
の
久
子
の
足
取
り
は
四
紙
と
も

大
同
小
異
ゆ
え
、
特
に
出
典
紙
を
明
示
せ
ず
に
叙
述
す
る
。

一
月
二
十
一
日
、
久
子
は
神
田
区
一
橋
の
東
京
音
楽
学
校
分
教
場
へ
赴
き
、
そ
こ
で
授
業
を
行
っ
た
。
こ
の
分

教
場
は
現
在
の
地
下
鉄
神
保
町
駅
の
近
く
に
あ
っ
た
が
、
当
時
こ
の
あ
た
り
は
女
子
職
業
学
校
（
後
の
共
立
女

子
）、
高
等
商
業
学
校
（
一
橋
大
学
）、
外
国
語
学
校
（
東
京
外
国
語
大
学
）、
さ
ら
に
少
し
北
に
は
東
京
経
済
学

校
専
修
学
校
（
専
修
大
学
）
な
ど
が
連
な
る
一
大
文
教
エ
リ
ア
で
あ
っ
た
。
音
楽
学
校
分
教
場
は
、
明
治
三
十
一

年
（
一
八
九
八
）
に
開
設
さ
れ
、
選
科
の
一
部
と
小
学
唱
歌
講
習
科
が
本
校
か
ら
移
さ
れ
た
。
選
科
は
本
科
（
専

修
部
）
と
は
別
に
一
〜
三
科
目
ぐ
ら
い
だ
け
を
学
び
た
い
と
い
う
生
徒
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
制
度
で
、
入
学
も

容
易
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
明
治
の
終
わ
り
頃
に
は
音
楽
学
校
予
科
・
本
科
を
受
験
す
る
た
め
の
予
備
校
的
な
役

割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
例
え
ば
梁
田
貞
や
中
山
晋
平
な
ど
も
音
楽
学
校
受
験
を
目
指
し
て
、
他
の
私

立
の
音
楽
学
校
や
こ
の
分
教
場
に
通
っ
た
と
評
伝
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る（
３
）。

一
橋
分
教
場
に
は
、
上
野
の
本
校
か
ら
言
わ
ば
出
張
授
業
の
形
で
教
師
が
派
遣
さ
れ
た
り
、
上
野
を
卒
業
し
た

も
の
の
進
路
の
定
ま
ら
な
い
修
了
生
が
教
鞭
を
取
っ
た
り
し
て
い
た
（
山
田
耕
筰
も
わ
ず
か
の
間
だ
が
分
教
場
で

教
え
て
い
た
と
年
譜
に
あ
る（
４
））。
久
子
は
職
掌
と
し
て
定
期
的
に
分
教
場
に
赴
き
、
ピ
ア
ノ
を
教
え
て
い
た
の

で
あ
る
。

話
を
戻
す
と
、
一
月
二
十
一
日
久
子
は
授
業
を
終
え
て
夕
刻
五
時
に
分
教
場
を
後
に
し
、
赤
坂
溜
池
の
友
人
で
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ピ
ア
ノ
の
弟
子
で
も
あ
る
上
原
町
子
宅
を
訪
れ
た
。
上
原
宅
は
溜
池
二
番
地
と
な
っ
て
い
て
、
当
時
の
地
図
で
確

認
す
る
と
電
車
が
走
っ
て
い
る
大
通
り
（
外
濠
通
）
か
ら
ほ
ん
の
十
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
入
っ
た
小
路
に
面
し
て
お

り
、
葵
橋
停
留
場
と
は
目
と
鼻
の
先
に
あ
っ
た
。
後
の
上
原
町
子
の
証
言
に
よ
れ
ば
二
人
は
四
方
山
話
に
興
じ
た

よ
う
で
あ
る
が
、
久
子
は
時
折
こ
の
冬
に
伊
豆
で
転
ん
で
痛
め
た
左
の
手
に
薬
を
塗
っ
た
り
な
ど
し
て
い
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。

歓
談
は
深
更
に
ま
で
及
び
、
久
子
が
上
原
宅
を
辞
去
し
た
時
は
夜
の
十
一
時
近
く
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
数

分
で
電
停
に
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
に
、
思
わ
ぬ
奇
禍
が
久
子
を
待
ち
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
最
初
こ
の
事
故
発
生
時
刻
に
は
相
当
の
疑
問
を
持
っ
た
。
現
代
の
東
京
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、

こ
の
大
正
初
期
に
深
夜
女
性
が
単
独
行
動
を
す
る
と
い
う
の
が
ど
う
に
も
合
点
が
い
か
な
か
っ
た
。
第
一
そ
ん
な

時
間
に
市
電
が
走
っ
て
い
る
と
い
う
の
も
怪
し
い
も
の
で
あ
る
と
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
私
の
認
識
不
足
で
当
時
市

電
は
早
朝
五
時
か
ら
深
夜
一
時
過
ぎ
ま
で
運
行
し
て
お
り
、
お
ま
け
に
路
線
に
よ
っ
て
は
真
夜
中
ま
で
ラ
ッ
シ
ュ

状
態
で
あ
っ
た
と
新
聞
が
伝
え
て
い
る（
５
）。
こ
の
頃
す
で
に
、
東
京
は
眠
ら
な
い
街
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
久
子
が
葵
橋
電
停
に
向
か
っ
た
の
が
電
車
に
乗
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
女
の
所
持
品

の
中
に
回
数
券
が
あ
っ
た
こ
と
で
確
か
め
ら
れ
、
何
も
お
こ
ら
な
け
れ
ば
、
市
電
を
乗
り
継
い
だ
彼
女
は
そ
の
日

の
う
ち
に
千
駄
木
林
町
の
自
宅
に
帰
り
着
い
た
と
思
わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
事
故
発
生
時
刻
に
疑
問
を
抱
い
た
と
し
て
も
、
上
原
町
子
が
久
子
の
同
宅
辞

去
時
刻
を
明
瞭
に
証
言
し
て
い
る
以
上
、
こ
れ
は
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
と
言
っ
て
よ
い
。

8


