
研
究
ノ
ー
ト『

フ
ァ
ウ
ス
ト
』
と
い
う
作
品

「
恩
寵
的
試
練
」
の
場

下

程

息

キ
ー
ワ
ー
ド：

ゲ
ー
テ
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』、
恩
寵
的
試
練
、
森
鷗
外
、
廣
池
千
九
郎

愛
と
抒
情
の
詩
人
と
し
て
、
と
り
わ
け
歌
曲
『
ロ
ー
レ
ラ
イ
』
の
作
詞
者
と
し
て
わ
が
国
で
も
馴
染
み
深
い
、
ド
イ
ツ
の
詩

人
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
は
同
時
に
ま
た
革
命
家
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
ハ
イ
ネ
は
、
先
人
ゲ
ー
テ
の
時
代
を
「
芸
術
の
時

代
」
と
呼
び
、
ゲ
ー
テ
の
芸
術
を
こ
う
論
評
し
て
い
る
。

ゲ
ー
テ
の
作
品
は
わ
が
祖
国
ド
イ
ツ
を
飾
っ
て
い
る
、
美
し
い
彫
像
が
庭
園
を
飾
っ
て
い
る
よ
う
に
。
…
…
ひ
と
は
そ
れ

に
惚
れ
こ
む
こ
と
は
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
何
も
生
み
は
し
な
い
。
…
…
行
動
は
言
葉
の
産
児
で
は
あ
る
が
、
ゲ

ー
テ
の
美
し
い
言
葉
は
石
女
で
あ
る
。



ハ
イ
ネ
は
、「
政
治
と
革
命
」
と
い
う
新
時
代
の
旗
手
と
し
て
ゲ
ー
テ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
こ
う
否
認
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
ゲ
ー
テ
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
基
因
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
的
混
迷
状
態
を
嫌
悪
し
、
国
内
の
革
命
運
動
に
対

し
て
は
冷
淡
な
態
度
に
終
始
し
て
い
た
。
だ
か
ら
ハ
イ
ネ
は
ゲ
ー
テ
に
向
か
っ
て
批
判
の
矢
を
突
き
刺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
け
れ
ど
も
、
ゲ
ー
テ
の
詩
は
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
こ
と
を
内
心
で
は
認
め
て
い
た
。
ハ
イ
ネ
を
生
涯
悩
ま
し
た
の
は

こ
う
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
で
あ
っ
た
。

ゲ
ー
テ
の
数
限
り
な
い
詩
の
な
か
に
は
神
々
し
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
楽
し
い
も
の
も
あ
り
、
官
能
的
な
も
の
も
あ
り
、
民
謡

調
の
も
の
も
あ
り
、
と
き
に
痛
烈
き
わ
ま
り
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
の
多
彩
さ
と
格
調
の
高
さ
と
い
う
点
で
は
空
前
絶
後
で
あ

る
。
今
は
こ
う
申
す
け
れ
ど
も
、
白
状
す
れ
ば
、
学
生
時
代
ゲ
ー
テ
の
授
業
を
い
ろ
い
ろ
受
け
た
が
、
語
学
力
の
不
足
と
不
勉

強
の
せ
い
で
生
半
可
な
理
解
に
止
ま
っ
て
い
た
。
当
時
は
学
生
運
動
の
時
代
だ
っ
た
せ
い
で
も
あ
ろ
う
、
ゲ
ー
テ
に
は
、
ハ
イ

ネ
が
い
う
よ
う
に
、
青
年
を
感
激
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
第
二
部
の
授
業
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

全
体
は
茫
漠
と
し
て
摑
み
ど
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
印
象
で
あ
っ
た
。
こ
の
読
後
感
は
六
十
歳
半
ば
ま
で
余
韻
し
て
い
た
。
け
れ

ど
も
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
、
ヘ
ッ
セ
、
カ
ロ
ッ
サ
等
、
二
十
世
紀
前
半
の
ド
イ
ツ
の
代
表
的
作
家
が
ゲ
ー
テ
を
自
己
の
人
生
と

芸
術
の
導
き
の
星
と
仰
い
で
い
た
こ
と
を
思
い
だ
し
、
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
と
並
ぶ
世
界
文
学
の
最
高
作
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を

定
年
ま
で
に
残
さ
れ
て
い
る
年
月
を
フ
ル
に
活
用
し
て
講
読
し
よ
う
と
決
意
し
た
。

ち
な
み
に
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
は
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
な
ら
で
は
の
素
晴
ら
し
さ
を
こ
う
比
喩
的
に
言
い
表
し
て
い
た
。
森
の

木
は
ま
っ
す
ぐ
で
は
な
い
も
の
も
多
い
。
折
れ
て
い
る
枝
も
あ
る
。
梢
は
風
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
森
の
眺

め
は
い
っ
そ
う
美
し
く
雄
大
な
も
の
と
な
る
、
と
。
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
の
讃
辞
は
と
り
わ
け
そ
の
第
二
部
に
つ
い
て
言
え
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
ジ
ッ
ド
は
ゲ
ー
テ
文
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
こ
う
指
摘
し
て
い
た
。『
マ
ク
ベ
ス
』
や
『
オ
セ
ロ
』
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を
読
む
と
き
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ゲ
ー
テ
の
作
品
は
何
処
を
読
ん
で
も
、
ゲ
ー
テ
そ
の
人
を
忘

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
分
が
賛
美
す
る
の
は
花
だ
け
で
は
な
い
。
花
を
育
む
植
物
全
体
で
あ
っ
て
、
こ
の
植
物
全
体
か
ら

花
だ
け
を
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ジ
ッ
ド
の
言
う
よ
う
に
、
ゲ
ー
テ
文
学
は
そ
の
人
生
と
切
り
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な

い
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、「
ル
ソ
ー
的
人
間
」
と
「
ゲ
ー
テ
的
人
間
」
が
あ
る
。
前
者
は
、
失
わ
れ
た
「
自
然
」
を
回
復
す

る
た
め
に
革
命
の
新
声
を
あ
げ
る
ラ
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
で
あ
る
。
ハ
イ
ネ
も
こ
の
例
に
洩
れ
な
い
。
後
者
は
、
地
上
に
お
け
る
偉

大
な
も
の
と
深
い
も
の
を
す
べ
て
取
り
入
れ
、
そ
れ
を
人
生
の
糧
と
し
て
成
長
し
努
力
し
続
け
る
人
間
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ

ゲ
ー
テ
は
、
当
時
と
し
て
は
驚
く
ほ
ど
長
生
き
を
し
て
畢
生
の
作
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ゲ
ー
テ
は

「
己
れ
自
身
の
裸
に
己
の
変
化
の
律
動
」（
ヴ
ァ
レ
リ
）
を
聴
き
だ
し
、
そ
れ
を
詩
語
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を
完
成
し
、

自
己
の
人
生
を
全
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
芸
術
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
ほ
ど
詩
作
と
人
生
の
見

事
な
統
一
例
は
な
い
。

フ
ァ
ウ
ス
ト
と
い
う
主
人
公
は
円
満
具
足
な
人
間
で
も
な
け
れ
ば
、
完
全
無
欠
な
人
間
で
も
な
い
。
そ
の
知
識
欲
と
行
動
欲

は
人
間
の
限
界
や
分
際
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。「
世
界
を
そ
の
底
で
束
ね
て
い
る
も
の
」
を
捉
え
、「
天
の
い
ち
ば
ん
美
し

い
星
を
取
り
」、「
大
地
の
い
ち
ば
ん
深
い
も
の
を
極
め
る
」
た
め
に
は
、
悪
魔
と
の
結
託
を
も
辞
さ
な
か
っ
た
。
デ
モ
ー
ニ
ッ

シ
ュ
な
情
熱
に
取
り
憑
か
れ
、
そ
れ
こ
そ
「
不
可
能
を
欲
す
る
」
人
間
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
迷
い
や
挫
折
を
つ
ね
に
体
験
し

て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
自
分
の
人
生
行
路
に
お
い
て
他
者
の
生
を
犠
牲
に
し
破
壊
し
て
し
ま
う
。
市
井

の
娘
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
に
恋
し
た
結
果
、
彼
女
を
嬰
児
殺
し
・
死
刑
と
い
う
悲
劇
の
ど
ん
底
へ
突
き
落
と
し
た
し
、
ま
た
新
国

土
建
設
と
い
う
大
事
業
の
た
め
に
、
つ
つ
ま
し
く
善
良
な
老
夫
婦
フ
ィ
レ
モ
ン
と
バ
ウ
キ
ス
の
小
屋
は
燃
や
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。
理
想
を
追
い
求
め
る
活
動
の
た
め
に
、
彼
に
供
さ
れ
た
犠
牲
の
羊
は
多
い
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
自
己
本
位
な
人
間
は
い
な
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い
だ
ろ
う
。「
善
意
の
人
」
と
し
て
「
絶
え
ざ
る
努
力
」
を
し
て
き
は
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
人
間
が
救
わ
れ
て
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
、
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
の
魂
が
受
肉
化
し
て
い
た
「
永
遠
に
女
性
的
な
る
も
の
」
の
導
き
に
よ
っ
て
、
フ

ァ
ウ
ス
ト
の
魂
は
死
後
救
済
さ
れ
昇
天
し
て
い
く
。
こ
れ
で
ほ
ん
と
う
に
よ
い
の
だ
ろ
う
か

事
実
、
内
村
鑑
三
は
こ
の
作

品
を
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
否
定
し
て
い
た
。「
悲
劇
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』」
は
、
よ
く
見
る
な
ら
ば
、
矛
盾
だ
ら
け
の
「
茶
番

劇
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
じ
つ
は
文
学
作
品
の
死
活
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ト
ー

マ
ス
・
マ
ン
は
言
う
。「
茶
番
劇
は
悲
劇
を
秘
め
て
お
り
、
悲
劇
は

究
極
的
に
は

崇
高
な
茶
化
し
と
な
る
」。
こ
う
い

う
意
味
で
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
は
正
真
正
銘
の
悲
劇
作
品
と
な
っ
て
お
り
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
最
後
の
と
こ
ろ
で
は
救
わ
れ
た
と
い

う
大
乗
的
見
地
に
立
つ
な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
も
問
題
の
多
い
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
人
生
遍
歴
は
、
廣
池
千
九
郎
の
テ
ル
ミ
ノ
ロ
ギ
ー

を
転
用
す
る
な
ら
ば
、「
恩
寵
的
試
練
」
の
場
と
な
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
う
見
る
な
ら
ば
、
目
に
み
え
な
い
と
こ
ろ
で

人
間
を
根
底
で
支
え
て
く
れ
て
い
る
、「
超
越
的
な
る
も
の
」
へ
の
広
い
意
味
で
の
「
信
仰
」
が
示
唆
さ
れ
て
き
は
し
な
い
だ

ろ
う
か

言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
思
想
、
宗
派
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
超
え
た
、
人
間
性
の
本
質
的
な
と
こ
ろ
で
響
き
合
う
共

鳴
音
が
聴
き
取
れ
て
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か

こ
れ
は
、
翻
訳
と
い
う
原
作
の
死
活
問
題
に
関
連
し
て
く
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
授
業
に
臨
ん
で
こ
の
作
品
の
森
鷗
外

訳
を
中
心
に
し
て
そ
の
他
の
す
ぐ
れ
た
訳
に
目
を
通
し
た
。
鷗
外
訳
に
は
古
く
な
っ
た
語
法
や
言
語
表
現
が
目
に
つ
く
。
誤
訳

も
散
見
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
以
後
の
訳
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
は
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
注
釈
書
を
参
考
に
し
て
い
る
の
で
、
訳
文

は
よ
り
正
確
に
な
っ
て
は
い
る
。
け
れ
ど
も
鷗
外
は
、
登
場
人
物
個
々
の
性
格
、
個
々
の
場
面
、
劇
の
展
開
に
密
着
し
て
い
か

に
も
舞
台
の
台
詞
ら
し
く
訳
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
全
体
は
ド
ラ
マ
と
し
て
生
き
て
い
る
。
粛
然
た
る
格
調
の
高
さ
は
他
に

類
例
を
見
な
い
。
訳
者
鷗
外
は
作
品
の
律
動
と
共
鳴
し
き
っ
て
い
る
。
作
品
に
対
す
る
血
の
愛
情
が
行
間
に
遍
満
し
て
い
る
。
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鷗
外
の
文
学
者
と
し
て
の
眼
光
の
閃
き
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
う
。
読
む
毎
に
頭
が
下
が
る
。
こ
の
訳
業
は
鷗
外
自
身
の
文
学
創

造
と
同
質
同
根
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
一
範
例
と
し
て
最
終
幕
の
天
使
た
ち
の
以
下
の
有
名
な
台
詞
を
挙
げ
た
い
。

こ
れ
は
作
品
全
体
の
究
極
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
が
た
め
に
、
他
の
台
詞
と
区
別
し
て
字
間
が
下
記
の
よ
う
に
一
字
空

け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
和
訳
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
台
詞
に
は
括
弧
が
付
さ
れ
て
い
る
。

W
er im

m
er streb

en
d sich b

em
u
h
t,

d
en k

o
n
n
en w

ir erlo
en
.

鷗
外
以
降
の
訳
文
を
例
示
す
る
な
ら
ば
、

絶
え
ず
務
め
励
む
も
の
を

わ
れ
ら
が
救
う
こ
と
が
で
き
る
。（
相
良
守
峯
訳
）

た
え
ず
努
力
し
て
い
そ
し
む
も
の
は
、

わ
た
し
た
ち
が
救
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
大
山
定
一
訳
）

鷗
外
訳
は
こ
う
で
あ
る
。
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誰
で
も
、
断
え
ず
努
力
し
て
い
る
も
の
は
、

わ
れ
等
が
救
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
訳
の
間
に
は
一
見
す
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
の
差
異
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
作
品
全
体
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
踏
ま
え

て
み
る
と
、
そ
の
差
異
は
大
き
い
と
思
う
。
鷗
外
は
こ
こ
で
作
品
そ
の
も
の
に
没
入
し
、
そ
れ
が
提
起
し
て
い
る
究
極
問
題
を

的
確
に
解
読
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、「
誰
で
も
」
と
い
う
言
葉
を
挿
入
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
悲
劇
」
す
な
わ
ち
「
崇
高
な
茶
化
し
」
で
あ
る
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
と
い
う
作
品
は
ド
ラ
マ
自
体
と
し
て
生
き
て
く
る
し
、
そ

の
最
終
キ
ー
ワ
ー
ド
が
読
者
に
明
示
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
手
塚
富
雄
は
こ
の
個
所
を
ゴ
シ
ッ
ク
体
に

し
て
こ
う
訳
し
て
い
る
。

ど
ん
な
人
に
せ
よ
、
絶
え
ず
努
力
し
て
励
む
も
の
を
、

わ
た
し
た
ち
は
救
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
は
、
鷗
外
訳
が
こ
こ
で
意
と
し
て
い
た
こ
と
を
咀
嚼
し
た
結
果
、
こ
の
よ
う
に
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
想
定
し
た

い
。
鷗
外
が
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
い
う
生
身
の
人
間
を
如
何
に
的
確
に
把
握
し
て
い
た
か
、
そ
の
文
学
者
と
し
て
の
眼
力
に
感
嘆
す

る
の
ほ
か
は
な
い
。
大
正
二
年
と
い
う
年
に
こ
の
訳
業
が
上
梓
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
だ
す
と
、
そ
れ
は
奇
跡
の
よ
う
な
名
訳
と

い
う
の
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
は
廣
池
千
九
郎
が
天
理
中
学
校
の
校
長
に
就
任
し
た
年
で
あ
っ
た
。
そ
の
前
年
、
廣
池
千
九
郎
は

東
京
帝
国
大
学
に
学
位
論
文
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
教
授
会
の
論
文
審
査
は
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
、
吉
田
茂
の
義
父
だ
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っ
た
文
部
大
臣
牧
野
伸
顕
に
よ
っ
て
法
学
博
士
の
学
位
が
授
与
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
こ
の
学
位
授
与
に
か
ん
し
て
は
、
鷗
外
の

訳
業
と
同
様
、
特
例
中
の
特
例
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
奇
跡
と
も
言
え
よ
う
か
。
と
い
う
の
も
当
時
は
国
家
が
学
位
を
与
え
て

お
り
、
各
大
学
か
ら
学
位
が
授
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
正
九
年
以
降
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
授
業
の
た
め
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
繰
り
返
し
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
都

度
初
め
て
作
品
を
読
ん
だ
よ
う
な
新
鮮
な
感
銘
を
受
け
た
の
は
、
奇
跡
の
よ
う
な
読
書
体
験
で
あ
っ
た
。
ゲ
ー
テ
文
学
と
は
こ

う
い
う
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
わ
け
で
そ
の
授
業
の
下
調
べ
の
た
め
に
こ
れ
ほ
ど
時
間
を
費
や
し
た
こ
と
は
今
ま

で
な
か
っ
た
。
必
要
最
小
限
の
注
釈
書
や
関
連
文
献
に
目
を
通
さ
な
け
れ
ば
、
授
業
は
成
り
立
た
な
い
。
次
に
悩
ま
さ
れ
た
の

は
、
授
業
で
ど
う
説
明
す
れ
ば
、
学
生
諸
君
は
分
か
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
難
問
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
小
生
の
そ
れ

こ
そ
「
恩
寵
的
試
練
」
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
参
加
者
個
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
資
性
と
能
力
に
応
じ
て
分
担
領
域
を
決

め
る
こ
と
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
君
に
は
訳
文
の
比
較
を
、
Ｂ
君
に
は
高
橋
義
孝
の
「『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
集
注
」
の
参
照
を
、

Ｃ
君
に
は
『
ゲ
ー
テ
辞
典
』（G

O
E
T
H
E
W
O
R
T
S
C
H
A
T
Z

）
に
よ
る
確
認
の
作
業
を
委
託
す
る
と
い
う
手
筈
に
し
た
。

か
く
し
て
四
年
が
か
り
で
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
よ
う
や
く
読
み
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
難
し
い
テ
ク
ス
ト
も
こ
の
よ
う
に
分
担

を
決
め
れ
ば
、
授
業
も
何
と
か
で
き
る
筈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
下
さ
っ
た
の
は
、
名
学
長
と
し
て
関
西
大
学
の
歴
史

に
名
を
残
し
、
世
間
知
ら
ず
で
無
謀
だ
っ
た
小
生
が
当
時
一
方
な
ら
ぬ
お
世
話
に
な
っ
た
、
故
大
西
昭
男
先
生
で
あ
っ
た
。

授
業
を
充
実
さ
せ
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
教
え
る
側
と
教
え
ら
れ
る
側
と
の
間
に
相
互
信
頼
に
裏
づ
け
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
具
体
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
ケ
ル
ン
大
学
名
誉
教
授
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ド
レ
ー
ア
ー
氏

が
廣
池
学
園
勤
務
当
時
に
体
感
さ
れ
た
、
そ
の
「
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
独
特
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
な
雰
囲
気
」
で
あ
る
。
学
園

『ファウスト』という作品 「恩寵的試練」の場



の
門
を
く
ぐ
り
、
芝
生
と
木
立
と
建
造
物
と
が
織
り
な
す
静
か
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
目
に
し
た
瞬
間
、
こ
う
い
う
「
独
特
の
雰
囲

気
」
が
ほ
の
ぼ
の
と
伝
わ
っ
て
き
た
の
が
、
今
も
記
憶
に
新
し
い
。「
雰
囲
気
」

そ
の
言
語
は
ド
イ
ツ
語
のS

tim
-

m
u
n
g

、
そ
の
動
詞
はstim

m
en

、
例
え
ば
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
を
想
起
連
想
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か

が

如
何
に
人
間
存
在
全
般
の
在
り
方
を
決
定
す
る
か
、
こ
の
状
況
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
さ
ら
に
は
、
一
九
七
二
年
に
廣
池
学
園
に

招
聘
さ
れ
た
ボ
ル
ノ
ー
が
詳
論
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
同
学
園
に
よ
っ
て
二
〇
〇
九
年
に
主
催
さ
れ
た
「
モ
ラ

ロ
ジ
ー
」
の
国
際
学
会
に
キ
ュ
ン
メ
ル
夫
妻
と
共
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
た
の
は
、
定
年
後
確
証
さ
れ
た
望

外
の
貴
重
な
体
験
で
あ
っ
た
。
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