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ご
推
察
い
た
だ
き
ま
し
た
と
お
り
、
私
宛
に
送
ら
れ
、
雑
誌
『
近
代
文
学
』
四
月
号
に
て
公
開
さ
れ
た
、
感
動
に
あ
ふ
れ
、
感
動
を

も
た
ら
し
続
け
る
立
派
な
手
紙
を
、私
は
当
時
ま
だ
目
に
し
て
お
ら
ず
、耳
に
し
て
も
お
り
ま
せ
ん
で
し
た）

（
（

。
あ
な
た
の
ご
好
意
に
よ
っ
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て
私
の
た
め
に
訳
出
さ
れ
た
ド
イ
ツ
語
を
通
じ
て
今
で
は
手
紙
の
中
身
が
私
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
私
が
一
読
し
こ
れ

ほ
ど
ま
で
感
動
し
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
こ
と
は
滅
多
に
な
か
っ
た
と
あ
な
た
に
お
伝
え
で
き
る
の
で
す
。
そ
れ
は
痛
み
で
あ
り
咎
め
で

あ
り
悔
い
で
あ
る
言
葉
を
一
読
し
て
の
こ
と
で
、
そ
の
お
言
葉
は
あ
な
た
が
お
国
の
罪
と
災
難
を
言
い
表
そ
う
と
し
て
お
使
い
に
な
っ

た
も
の
で
あ
り
、
赦
し
と
表
明
と
執
り
な
し
を
微
か
な
声
で
願
う
試
み
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
言
葉
で
あ
り
ま
し
た
。

　
お
気
持
ち
は
分
り
す
ぎ
る
ぐ
ら
い
よ
く
分
っ
て
お
り
ま
す
。
私
は
ド
イ
ツ
が
深
く
転
落
す
る
当
時
に
似
た
よ
う
な
発
言
を
し
ま
し
た

し）
（
（

、
私
の
言
葉
は
亡
命
ド
イ
ツ
人
に
よ
っ
て
も
国
内
に
い
た
ド
イ
ツ
人
自
身
に
よ
っ
て
も
た
び
た
び
反
感
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
私
の
出
自
と
す
る
国
の
者
た
ち
が
あ
な
た
の
言
わ
れ
る
罪
と
悔
い
の
感
情
に
満
た
さ
れ
る
な
ど
と
言
っ
て
し
ま
う
の

は
、か
な
り
の
見
当
違
い
で
あ
り
ま
す
。犯
し
た
罪
業
を
あ
ま
り
の
誇
張
だ
と
言
う
傾
向
と
並
ん
で
反
抗
心
と
独
善
性
が
支
配
的
に
な
っ

て
お
り
ま
す
し
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ナ
チ
ズ
ム
の
企
て
が
実
に
恐
ろ
し
い
結
果
を
迎
え
て
た
っ
た
三
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
悪
行
を
生
み
出
し
た
精
神
状
況
へ
の
復
帰
が
見
ま
が
う
べ
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
ド
イ
ツ
は
、
大
概
の
民
族

が
（
本
質
的
に
ド
イ
ツ
の
罪
に
よ
っ
て
）
困
窮
疲
弊
し
て
い
る
と
き
に
、
す
べ
て
の
民
族
を
さ
し
お
い
て
自
分
が
助
け
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
確
信
を
露
骨
に
示
し
た
の
で
す
。
ド
イ
ツ
は
キ
リ
ス
ト
教
国
で
す
が
、
日
本
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

謙
虚
と
懺
悔
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
要
請
が
私
の
古
い
故
国
よ
り
も
日
本
に
お
い
て
か
な
り
よ
く
満
た
さ
れ
て
い
る
と
い
う
有
様
に

す
っ
か
り
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
私
は
お
手
紙
を
感
動
の
み
な
ら
ず
、ド
イ
ツ
人
と
し
て
あ
る
種
の
お
恥
ず
か
し
い
思
い
で
拝
読
い
た
し
ま
し
た
。

仰
る
こ
と
は
ご
も
っ
と
も
で
、
日
本
に
降
り
か
か
っ
た
運
命
は
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
と
て
も
似
て
お
り
ま
す
し
、
い
く
つ
か
相
違
が
あ
る

と
付
言
さ
れ
ま
し
た
こ
と
も
ご
も
っ
と
も
で
す
。
こ
の
相
違
の
本
質
は
、
私
の
考
え
に
よ
り
ま
す
と
、（
自
国
に
対
す
る
連
帯
責
任
感

を
抱
い
て
い
る
ド
イ
ツ
人
の
考
え
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）
罪
の
程
度
に
あ
り
ま
す
。
日
本
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
諸
国
と
同
盟

を
結
ん
で
帝
国
主
義
戦
争
を
行
い
、
そ
し
て
敗
戦
し
ま
し
た
。
日
本
が
と
っ
た
行
動
は
か
つ
て
多
く
の
国
々
が
と
っ
た
行
動
と
同
じ
で
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す
し
、
今
日
な
お
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
小
国
が
再
び
取
っ
て
い
る
行
動
、
つ
ま
り
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
復
興
計
画
の
枠
内
で
ア
メ
リ
カ
か
ら
得

て
い
る
武
器
と
資
金
を
用
い
て
海
外
の
国
民
か
ら
独
立
を
奪
い
資
源
を
支
配
す
る
た
め
に
行
っ
て
い
る
戦
争）

（
（

と
何
ら
変
わ
り
が
あ
り
ま

せ
ん
。
帝
国
主
義
は
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
日
本
が
そ
れ
に
よ
っ
て
難
破
し
た
後
で
も
、
世
界
か
ら
無
く

な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ま
っ
た
く
も
っ
て
無
く
な
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
日
本
は
若
い
世
代
の
多
く
か
ら
も
弾
劾
さ
れ
た
弾
劾
に
値
す

る
戦
争
を
行
い
ま
し
た
し
、
日
本
が
行
っ
た
戦
争
は
ま
さ
に
他
の
戦
争
と
同
じ
も
の
で
あ
り
、
詰
ま
る
所
、
残
忍
で
あ
り
、
人
間
性
を

繰
り
返
し
損
ね
る
も
の
で
し
た
。こ
の
こ
と
に
対
し
て
日
本
は
い
ま
償
い
を
行
っ
て
お
り
、戦
争
指
導
者
た
ち
が
先
ご
ろ
絞
首
刑
に
よ
っ

て
償
い
を
し
ま
し
た）

（
（

。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
ド
イ
ツ
の
戦
争
犯
罪
者
が
絞
首
刑
に
よ
る
償
い
を
し
た
の
と
何
ら
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん

が）
（
（

、
償
い
を
し
た
の
は
そ
の
一
部
で
あ
っ
て
、
全
員
が
償
っ
た
と
は
と
う
て
い
言
え
ず
、
も
し
か
し
ま
す
と
最
も
罪
の
重
い
者
た
ち
こ

そ
絞
首
刑
か
ら
逃
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
は
ま
だ
若
い
文
明
国
で
あ
り
、
つ
い
八
十
年
前
ま
で
は
卑

し
い
相
手
を
あ
っ
さ
り
斬
捨
御
免
に
す
る
こ
と
が
帯
刀
の
武
士
に
許
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、

非
人
間
性
と
道
徳
に
反
す
る
卑
劣
な
行
為
か
ら
な
る
哲
学
を
持
ち
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
、
全
国
民
に
害
を
も
た
ら
し
、
人
び

と
の
法
感
覚
を
損
ね
、
こ
う
し
た
哲
学
の
名
と
精
神
の
も
と
で
行
わ
れ
た
数
多
く
の
残
虐
行
為
に
対
し
て
国
民
を
無
感
覚
に
し
た
哲
学

だ
っ
た
の
で
す
。
日
本
は
帝
国
主
義
的
戦
争
を
す
る
こ
と
で
「
近
代
的
に
」
な
り
ア
ッ
プ
・
ツ
ー
・
デ
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
込

ん
で
い
た
に
す
ぎ
ず
、
原
始
状
態
へ
の
逆
戻
り
を
崇
拝
し
た
り
、
原
理
的
に
理
性
よ
り
も
本
能
を
、
法
よ
り
も
無
法
を
崇
め
た
り
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
全
体
主
義
国
家
と
し
て
の
か
つ
て
の
振
る
舞
い
は
（
そ
れ
は
そ
う
と
イ
タ
リ
ア
の
場
合
と
似
て
い
ま
す

が
）
国
民
の
魂
の
奥
底
ま
で
に
は
達
せ
ず
、
そ
の
人
間
性
な
り
道
徳
的
な
健
全
さ
な
り
は
か
な
り
無
傷
の
ま
ま
残
っ
た
の
で
す
。
私
は

こ
の
こ
と
に
関
し
て
ド
イ
ツ
向
け
放
送
を
通
じ
て
同
国
人
た
ち
に
示
し
た
一
事
例
を
少
々
あ
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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三
年
前
に
ア
メ
リ
カ
の
偉
大
な
る
大
統
領
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
大
日

本
帝
国
の
総
理
大
臣
が
故
人
を
偉
大
な
指
導
者
と
呼
び
、
ア
メ
リ
カ
の
国
民
に
向
け
て
国
と
し
て
お
悔
や
み
の
言
葉
を
述
べ
た
と
の
こ

と
で
す
。「
な
ん
と
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
当
時
の
私
は
ド
イ
ツ
に
向
け
て
叫
び
ま
し
た）

（
（

。「
私
ど
も
に
と
り
ま
し
て

も
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。
諸
君
に
と
り
ま
し
て
は
理
解
で
き
な
い
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
は
野
心
的
な
封
建
君
主
の
一
団
に
よ
っ

て
唆
さ
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
と
生
死
を
か
け
た
戦
時
下
に
あ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
階
層
に
よ
る
疑
い
よ
う
の
な
い
お
ぞ
ま
し

い
支
配
が
道
徳
的
な
混
乱
と
麻
痺
を
も
た
ら
し
、
ナ
チ
ズ
ム
が
私
た
ち
の
哀
れ
な
ド
イ
ツ
で
や
っ
て
の
け
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
国
を

零
落
さ
せ
た
な
ど
と
言
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
か
な
り
の
見
当
違
い
で
あ
り
ま
す
。
か
な
た
東
洋
に
あ
る
国
で
は
、
騎
士

道
や
人
間
的
振
る
舞
い
に
対
す
る
感
覚
が
、
死
と
偉
大
に
対
す
る
畏
敬
の
念
が
い
ま
だ
あ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
違
い
で
あ
り
ま
す
。
日

本
の
上
層
に
あ
っ
た
も
の
は
、
た
し
か
に
危
険
を
は
ら
み
災
い
に
満
ち
て
は
い
ま
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
上
層
の
一
つ
だ
っ
た
の
で

す
。
ド
イ
ツ
で
は
十
二
年
前
に
最
下
層
に
あ
っ
た
も
の
、
人
間
的
に
最
も
劣
り
低
い
も
の
が
上
が
っ
て
き
て
、
目
下
の
と
こ
ろ
国
の
相

貌
を
決
め
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。」

　
以
上
が
当
時
の
私
の
言
葉
で
し
た
。
私
が
あ
げ
る
違
い
は
今
日
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
あ
な
た
が
ご
自
身
の
感
動
的
な
文
章
の
中

で
罪
の
意
識
と
自
己
嫌
悪
を
あ
る
種
爆
発
さ
せ
た
こ
と
を
誇
張
と
感
じ
る
私
の
思
い
を
、
分
っ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
で
し
ょ
う
。「
正

義
が
私
た
ち
を
打
ち
の
め
し
た
」
と
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
日
本
の
立
場
か
ら
す
る
と
正
し
い
の
で
す
。
も
っ
と
も
勝
者
か
ら
し
ま

す
と
そ
れ
ほ
ど
正
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
正
義
が
用
い
る
手
段
は
正
義
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
正
義
と
同
一
視
し
た
と
こ
ろ
で
せ
い
ぜ

い
の
と
こ
ろ
独
り
よ
が
り
な
も
の
だ
か
ら
で
す
。
私
が
日
本
宛
の
新
春
挨
拶
で
昨
年
書
い
た
こ
と
に
あ
え
て
注
意
を
促
し
て
お
き
ま

す）
（
（

。「
一
般
的
に
申
し
ま
す
と
、
敗
戦
は
勝
者
が
忘
れ
が
ち
な
あ
る
種
の
利
点
を
結
果
と
し
て
伴
う
の
で
す
。
と
言
い
ま
す
の
も
、
勝

利
と
い
う
前
提
か
ら
自
分
に
非
の
打
ち
が
無
か
っ
た
と
結
論
づ
け
、
さ
ら
に
自
分
の
側
で
は
万
事
が
順
調
で
あ
る
と
も
結
論
を
出
す
こ

と
は
勝
者
に
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
他
方
で
、
敗
北
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
戦
意
の
緩
和
が
自
身
に
立
ち
戻
っ
て
厳
し
く
良
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心
を
問
い
た
だ
す
機
会
を
与
え
、
先
入
見
に
と
ら
わ
れ
な
い
新
生
へ
の
意
志
を
作
り
出
す
か
ら
で
あ
り
ま
す
。」
そ
こ
で
私
は
こ
う
付

け
加
え
ま
し
た
。「（
私
の
信
じ
て
疑
わ
ぬ
こ
と
で
す
が
）
日
本
が
自
ら
の
災
厄
か
ら
何
に
も
ま
し
て
学
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
、
今
日
ど
の
賢
明
な
国
民
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
戦
争
は
忌
ま
わ
し
い
時
代
錯
誤
に
な
っ
て
し
ま
い
、
今
日
の
人
類
に
か

せ
ら
れ
て
い
る
課
題
を
何
ひ
と
つ
と
し
て
解
決
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。」）

（
（

　
戦
争
が
時
代
遅
れ
で
忌
ま
わ
し
い
も
の
だ
と
い
う
以
上
の
理
解
は
消
極
的
な
も
の
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
肯
定
的
で
積

極
的
な
も
の
へ
と
容
易
に
転
化
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
転
化
さ
れ
ま
す
と
、
こ
の
理
解
は
最
上
の
価
値
と
し
て
の
平
和
へ
の
信

念
と
な
り
、
平
和
の
名
の
も
と
で
果
た
さ
れ
る
べ
き
課
題
へ
の
信
念
と
な
る
の
で
す
。
課
題
と
は
、
つ
ま
り
、
現
実
と
真
理
と
の
間
、

こ
の
世
で
社
会
的
・
政
治
的
・
経
済
的
に
な
お
敢
え
て
現
実
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
と
知
の
精
神
が
前
々
か
ら
新
し
い
必
然
・
神
の
御

心
・
真
理
と
し
て
認
め
て
き
た
も
の
と
の
間
、
こ
れ
ら
の
間
で
口
を
開
い
た
深
淵
に
橋
を
架
け
て
補
う
と
い
う
課
題
で
あ
り
ま
す
。
こ

う
し
た
補
い
が
必
然
で
あ
り
、
こ
の
作
業
が
義
務
だ
と
す
る
信
念
が
あ
る
か
ぎ
り
、
あ
な
た
が
公
開
状
で
か
な
り
気
を
使
っ
て
用
い
ら

れ
て
い
る
言
葉
を
使
い
ま
す
な
ら
ば
、
ニ
ヒ
リ
ス
ト
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
は
す
べ
て
の
価
値
に
対
す
る
絶
望

を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
に
私
の
知
る
と
こ
ろ
で
は
、
今
日
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
の
誘
惑
は
大
き
い
も
の
な
の
で
す
。
し
か
し
、
平
和
へ
の

義
務
と
平
和
に
庇
護
さ
れ
て
果
た
さ
れ
る
義
務
や
課
題
を
信
ず
る
者
、
つ
ま
り
、
人
間
の
運
命
を
切
実
な
問
題
と
す
る
者
は
、
ニ
ヒ
リ

ス
ト
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
人
間
の
運
命
。
こ
れ
が
問
題
と
な
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
全
体
的
な
も
の
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
普
遍
的
意
識
の
問
題
で
す
。
私
た

ち
の
時
代
が
生
み
出
す
優
れ
た
文
学
も
、
文
化
批
判
や
歴
史
哲
学
も
、
そ
の
根
が
個
人
や
国
民
や
個
々
の
問
題
や
窮
乏
に
あ
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
の
所
在
は
、
人
間
そ
の
も
の
に
あ
り
、
人
間
の
秘
密
に
あ
り
、
人
間
の
去
来
に
あ
り
、
万
象
に
お
け
る
人
間
の
立

ち
位
置
に
あ
り
、
動
物
的
自
然
の
一
部
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
精
神
と
結
び
つ
き
、
精
神
に
誓
い
を
立
て
た
者
で
あ
る
人
間
の

微
妙
な
存
在
に
あ
る
の
で
す
。
人
間
の
問
い
が
、
人
間
の
総
体
性
を
ま
と
っ
た
人
道
的
問
題
が
、
何
ら
か
の
責
任
意
識
を
も
つ
者
た
ち
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そ
れ
ぞ
れ
の
眼
前
で
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
差
し
迫
っ
た
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
今
日
ほ
ど
、
お
そ
ら
く
無
か
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
の
際
、
私
た
ち
が
体
験
か
ら
教
わ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
人
間
的
な
も
の
は
、
常
に
全
体
と
し
て
、
ど
ん
な
段
階
や
時

期
に
お
い
て
も
、
そ
れ
だ
け
に
い
わ
ば
時
代
を
超
越
し
て
、
こ
の
世
に
存
在
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
歴
史
的
進
歩
の
理
念
を
修
正
し
て
し

ま
う
認
識
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
絶
え
ず
何
も
か
も
が
同
時
に
あ
り
、
最
も
古
く
、
原
初
的
で
、
低
級
で
、
文
化
的
な
意
味
合
い

で
は
無
気
味
な
も
の
が
最
も
進
歩
前
進
し
た
も
の
と
並
ん
で
（
時
代
に
反
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
時
代
を
超
え
て
常
に
あ
る
と

い
う
意
味
で
の
時
代
錯
誤
的
に
）
あ
り
続
け
、
更
に
そ
う
し
た
無
気
味
な
も
の
が
古
い
力
を
用
い
て
、
ど
う
も
頻
繁
に
あ
り
が
ち
な
の

で
す
が
、
啓
蒙
的
理
性
、
知
の
精
神
よ
り
も
出
来
事
を
決
定
的
に
定
め
て
し
ま
う
と
い
う
認
識
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
全
て
の
も
の
が
並
存
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
現
代
の
最
も
特
徴
的
な
経
験
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
人
間
的
な

も
の
と
そ
の
未
来
と
に
対
す
る
私
た
ち
の
関
係
に
、疑
念
と
闇
雲
な
自
尊
心
と
か
ら
な
る
独
特
な
混
合
色
を
も
た
ら
す
も
の
な
の
で
す
。

あ
る
種
の
事
柄
を
人
類
は
克
服
し
て
い
る
と
い
う
楽
観
的
な
進
歩
思
想
の
妄
想
は
、
ま
さ
に
妄
想
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
人
類

は
何
も
克
服
し
て
い
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
眼
前
で
、
最
も
低
級
で
原
始
的
な
も
の
で
あ
る
本
能
が
、
残
虐
と
盲
目
の
権
力
欲
と
蒙
昧
な

迷
信
が
、
血
の
饗
宴
を
祝
い
ま
し
た
し
、
自
己
批
判
の
片
鱗
も
示
さ
な
い
ま
ま
、
こ
の
上
な
い
愚
か
さ
を
発
揮
し
続
け
て
い
る
の
で
す
。

成
熟
し
た
人
間
精
神
の
責
務
、
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
原
始
と
進
歩
と
の
同
時
出
現
を
前
に
し
て
尻
込
み
を
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

と
の
対
峙
で
あ
る
種
の
哲
学
的
な
厳
し
さ
を
学
び
と
り
、
そ
れ
で
い
て
人
間
精
神
の
自
然
な
優
し
さ
も
善
に
対
す
る
人
間
精
神
の
誇
り

や
愛
や
意
志
も
何
ら
失
わ
な
い
こ
と
に
こ
そ
あ
り
ま
す
。

　
精
神
的
で
善
な
る
も
の
は
盲
目
的
な
本
能
と
と
も
に
、
自
由
は
利
害
と
と
も
に
、
純
粋
な
意
志
は
暗
い
衝
動
と
と
も
に
存
在
す
る

4

4

4

4

の

で
す
。
正
義
な
ら
び
に
知
恵
と
救
い
を
得
よ
う
と
す
る
時
代
の
精
神
的
努
力
は
、
時
代
の
求
め
に
応
じ
て
い
ま
す
。
み
ず
か
ら
の
力
量

と
才
能
に
応
じ
て
各
人
が
そ
う
し
た
努
力
に
関
わ
る
こ
と
は
、
必
ず
や
私
た
ち
を
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
守
る
の
で
す
。
日
本
の
若
い
方
々

に
す
れ
ば
、
国
が
誤
っ
て
戦
争
を
遂
行
す
る
に
し
て
も
、
自
分
た
ち
の
正
義
に
対
し
て
で
あ
れ
、
地
上
が
も
っ
と
明
る
く
ま
と
も
に
な
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る
よ
う
に
自
分
た
ち
が
一
役
買
う
力
に
対
し
て
で
あ
れ
、
絶
望
す
る
理
由
な
ど
断
じ
て
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
日
本
の
若
い
方
々
に
勇
気

と
明
朗
と
信
頼
を
望
み
ま
す
。

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

　
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
パ
リ
セ
ー
ズ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

　
一
九
四
八
年
十
二
月
二
十
八
日）

（1
（

二

　高
橋
義
孝）

（（
（

宛
て
（
一
九
四
九
年
二
月
九
日
）

　
　
東
京
都
豊
島
区
…
…

　
　
高
橋
義
孝
様

一
九
四
九
年
二
月
九
日

一
五
五
〇

　
サ
ン
・
レ
モ
・
ド
ラ
イ
ヴ

　
　
　
　
　

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
パ
リ
セ
ー
ズ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

拝
啓

　
高
橋
教
授
殿

　『
掟
』）

（1
（

に
関
す
る
ラ
ジ
オ
講
演
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
私
に
お
送
り
く
だ
さ
っ
た
お
心
遣
い
、
恐
悦
至
極
に
存
じ
ま
す
。
私
は
ご
高
訳
を
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満
悦
し
て
拝
読
し
、
私
の
作
品
中
に
あ
る
フ
モ
ー
ル
へ
の
言
及
に
格
別
の
喜
び
を
抱
き
ま
し
た
。
フ
モ
ー
ル
は
私
の
文
学
作
品
に
お
け

る
一
側
面
で
す
が
、
あ
い
に
く
こ
ち
ら
の
国）

（1
（

で
す
と
私
の
著
作
は
あ
ま
り
に
も
哲
学
的
か
つ
思
想
的
要
素
ば
か
り
だ
と
見
な
さ
れ
る
こ

と
が
多
く
、
フ
モ
ー
ル
の
側
面
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
だ
け
に
、
ご
指
摘
は
嬉
し
く
存
じ
ま
す
。
ハ
ン
ス
・
E
・
プ
リ
ン
グ
ス

ハ
イ
ム）

（1
（

を
通
じ
ま
し
て
日
本
に
お
け
る
拙
著
の
反
響
を
伺
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
私
を
十
分
に
満
足
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
重
ね
重

ね
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

敬
具

　

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

三

　高
橋
義
孝
宛
て
（
一
九
四
九
年
二
月
十
七
日
）

　
　
東
京
都
豊
島
区
…
…

　
　
高
橋
義
孝
様

一
九
四
九
年
二
月
十
七
日

一
五
五
〇

　
サ
ン
・
レ
モ
・
ド
ラ
イ
ヴ

　
　
　
　
　

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
パ
リ
セ
ー
ズ
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

拝
啓

　
高
橋
殿
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一
月
二
十
三
日
の
お
手
紙
に
ま
だ
返
信
し
て
い
な
い
こ
と
に
、
ち
ょ
う
ど
今
、
気
づ
き
ま
し
た
。
と
も
に
全
く
ご
指
摘
の
と
お
り
で

す
。「kraft

」
の
語
頭
は
小
文
字
で
、「Ihrer

」
の
語
頭
は
大
文
字
で
書
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
誤
植
を
正

す
の
に
日
本
の
碩
学
に
登
場
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
は
、
本
当
に
お
恥
ず
か
し
い
次
第
で
す
。

　
本
日
は
用
件
の
み
に
て
失
礼
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敬
具

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

追
伸

　
平
田
氏
宛
て
の
手
紙
が
貴
殿
の
お
手
元
に
届
い
た
と
伺
い
、
嬉
し
く
存
じ
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
、
日
本
語
訳
が
す
べ
て
の
必
要
条

件
を
満
た
す
も
の
と
、
私
は
確
信
す
る
次
第
で
す
。

　『
掟
』
に
つ
い
て
の
ラ
ジ
オ
講
演
に
対
す
る
私
の
感
謝
状
を
、
こ
の
間
、
お
受
け
取
り
に
な
ら
れ
た
も
の
と
拝
察
い
た
し
ま
す
。

四

　高
橋
義
孝
宛
て
（
一
九
五
一
年
四
月
十
二
日
）

　
　
東
京
都
豊
島
区
…
…

　
　
高
橋
義
孝
様

拝
啓

　
高
橋
殿

　
四
月
四
日
の
お
手
紙
落
掌
、
ヨ
セ
フ
物
語
日
本
語
版
へ
の
ご
関
心
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
作
品
が
紛
れ
も
な
く
私
の
愛
好
者
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が
お
ら
れ
る
日
本
に
お
い
て
一
般
の
方
々
の
身
近
な
も
の
に
な
れ
る
の
で
し
た
ら
、
そ
れ
は
ま
た
喜
ば
し
い
限
り
で
す
。

　
印
税
六
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
き
下
げ
必
要
性
の
件
、
お
書
き
に
な
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
納
得
が
い
く
こ
と
で
す
が
、
問
題
を
こ
こ
で

決
め
る
こ
と
が
自
分
に
で
き
る
と
は
思
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
私
は
何
ぶ
ん
出
版
業
の
事
に
何
ら
通
じ
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
日
本
に
お
け

る
私
の
利
害
関
係
の
事
は
代
理
人
の
ハ
ン
ス
・
エ
ー
リ
ク
・
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
に
き
っ
ぱ
り
と
委
ね
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
し
か

し
な
が
ら
、
同
氏
に
別
便
の
手
紙
を
書
き
、
案
件
を
も
う
一
度
熟
慮
す
る
よ
う
に
依
頼
し
ま
す
が
、
決
定
は
同
氏
に
委
ね
ま
す
。

　
新
潮
社
と
の
合
意
が
成
立
し
ま
す
な
ら
ば
、
幸
い
で
す
。
重
ね
重
ね
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

敬
具

　

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

五

　高
橋
義
孝
宛
て
（
一
九
五
四
年
五
月
十
七
日
）

一
九
五
四
年
五
月
十
七
日

チ
ュ
ー
リ
ヒ
湖
畔
キ
ル
ヒ
ベ
ル
ク

　
　
　
　
　

ア
ル
テ
・
ラ
ン
ト
シ
ュ
ト
ラ
ー
セ
三
十
九
番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

拝
啓

　
教
授
殿

　
私
が
書
い
た
二
本
の
フ
ロ
イ
ト
論）

（1
（

に
関
す
る
緻
密
で
的
確
な
ご
高
説
に
、
深
謝
を
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
論
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攷
で
は
何
が
精
神
的
に
有
用
で
、
何
が
欠
け
て
矛
盾
し
て
い
る
の
か
を
、
私
は
よ
く
承
知
し
て
お
り
ま
す
。
な
に
ぶ
ん
事
情
は
こ
う
で
、

「
口
を
開
け
ば
す
ぐ
に
迷
い
始
め
る
」（
ゲ
ー
テ
））

（1
（

も
の
な
の
で
す
。

　
フ
ロ
イ
ト
は
最
初
の
論
攷
に
あ
ま
り
満
足
し
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
や
は
り
あ
れ
で
は
自
分
の
こ
と
よ
り
も
ロ
マ
ン
主
義
を
扱
う

試
論
で
は
な
い
か
、
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
祝
辞
で
あ
る
第
二
の
論
攷
の
方
は
こ
と
の
ほ
か
お
気
に
入
り
で
し
た
。

彼
は
病
気
が
重
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
式
典）

（1
（

に
列
席
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
し
か
し
翌
日
に
お
宅
で
お
茶
会
が
あ
り
、
そ
こ
で
の
席

上
、
私
は
内
輪
で
の
朗
読
と
し
て
も
う
一
度
全
文
を
読
み
上
げ
た
の
で
す
。
フ
ロ
イ
ト
の
喜
び
よ
う
に
は
、
こ
こ
ろ
打
た
れ
る
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。

　
ユ
ン
グ
は
一
度
も
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん）

（1
（

。
も
っ
と
も
、
フ
ロ
イ
ト
に
つ
い
て
も
、
彼
の
こ
と
を
知
る
だ
い
ぶ
前
か
ら
影
響
を

受
け
て
お
り
ま
し
た
。
私
は
ヨ
ゼ
フ
小
説
を
通
じ
て
と
っ
く
に
親
し
ん
で
い
た
神
話
的
図
式
と
い
う
考
え
を
イ
マ
ー
ゴ
誌）

11
（

に
掲
載
さ
れ

た
論
文
「
古
い
伝
記
の
心
理
学
に
つ
い
て
」
か
ら
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
こ
の
論
文
の
著
者
は
フ
ロ
イ
ト
と
一
緒
に
ロ
ン
ド
ン
に
亡
命

し
た
弟
子
だ
っ
た
の
で
す
。
名
前
を
挙
げ
る
べ
き
だ
っ
た
と
は
思
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
重
ね
重
ね
御
礼

を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敬
具

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

訳
者
注

（
1
）	

平
田
次
三
郎
（
一
九
一
七
〜
一
九
八
五
年
）
は
、福
島
県
生
ま
れ
の
評
論
家
、ド
イ
ツ
文
学
者
。
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
独
文
科
卒
業
後
、

明
治
大
学
講
師
な
ど
を
経
て
、
中
央
大
学
教
授
に
な
る
が
、
在
職
中
に
死
去
す
る
。
一
九
四
七
年
か
ら
雑
誌
『
近
代
文
学
』
の
同
人
な

ら
び
に
編
集
者
と
し
て
活
躍
し
た
。

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
日
本
人
宛
て
五
書
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（
（
）	

平
田
次
三
郎
「
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
へ
の
手
紙
」、『
近
代
文
学
』
一
九
四
八
年
四
月
号
（
近
代
文
学
社
、
一
九
四
八
年
四
月
一
日
発
行
、

四
二
〜
四
八
頁
）
所
収
。
平
田
は
、
一
九
四
八
年
二
月
二
十
日
付
け
の
マ
ン
宛
の
手
紙
に
よ
れ
ば
、
終
戦
を
迎
え
た
「
あ
の
酷
暑
の
日
」

ま
で
「
絶
望
が
唯
一
の
現
実
」
で
あ
り
、
マ
ン
に
手
紙
を
送
る
な
ど
「
夢
の
よ
う
な
」
こ
と
と
思
っ
て
い
た
。
加
え
て
、
一
九
四
六
年

一
月
に
邦
訳
が
で
た
講
演
『
来
る
べ
き
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
勝
利
』（
一
九
三
八
年
）
を
読
ん
だ
と
こ
ろ
、「
わ
た
く
し
の
心
身
に
悔
恨
の

刻
印
」
が
深
く
彫
り
つ
け
ら
れ
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
今
後
人
類
の
一
員
と
し
て
、
世
界
の
人
々
と
共
に
、
何
ご
と
か
を
為
す
こ
と
が
宥
さ

れ
る
た
ら
う
か
？
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
「
到
底
、
宥
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
自
覚
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
平

田
は
、
多
く
の
青
年
が
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
の
道
を
求
め
て
彷
徨
」
す
る
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、「
わ
た
く
し
ど
も
へ
の
心
強

い
呼
び
か
け
」
を
「
遥
か
海
を
距
て
た
荒
廃
の
地
」
か
ら
敢
え
て
マ
ン
に
縷
々
嘆
願
す
る
に
至
っ
た
。
以
上
の
公
開
書
簡
に
応
え
た
の
が
、

こ
こ
に
訳
出
し
た
マ
ン
の
手
紙
で
あ
る
。
な
お
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
窓
」
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
た
同
号
に
は
、
マ
ン
宛
て
の
手
紙
の

他
に
、
野
間
宏
「
ジ
イ
ド
へ
の
手
紙
」
と
荒
正
人
「
ブ
ラ
ン
デ
ン
へ
の
手
紙
」
が
掲
載
さ
れ
た
。

（
（
）	

一
九
四
四
年
か
ら
一
九
四
五
年
に
か
け
て
ド
イ
ツ
国
内
外
の
強
制
収
容
所
が
ア
メ
リ
カ
軍
、
イ
ギ
リ
ス
軍
、
ソ
連
赤
軍
に
よ
っ
て
次
々

に
解
放
さ
れ
る
中
、
ド
イ
ツ
軍
代
表
は
一
九
四
五
年
五
月
八
日
に
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ン
ス
で
降
伏
文
書
に
調
印
を
し
た
。「
似
た
よ
う
な
発

言
」
と
は
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
が
同
日
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
サ
ン
タ
・
モ
ニ
カ
か
ら
ラ
ジ
オ
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
国
民
に
向
け
て
送
っ
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
の
こ
と
を
指
す
。『
収
容
所
』
と
表
さ
れ
た
文
章
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

「
我
ら
の
恥
辱
」
と
い
う
こ
と
で
す
、
ド
イ
ツ
の
読
者
聴
衆
よ
！	

と
云
い
ま
す
の
も
、
ド
イ
ツ
に
関
わ
る
も
の
は
何
で
あ
れ
、
ド
イ

ツ
的
に
話
さ
れ
た
も
の
も
、
ド
イ
ツ
的
に
書
か
れ
た
も
の
も
、
ド
イ
ツ
語
で
生
き
て
き
た
も
の
も
、
す
べ
て
こ
の
不
名
誉
な
恥
さ

ら
し
に
当
て
は
ま
る
か
ら
で
す
。（V

gl.	T
hom

as	M
ann:	Gesam

m
elte	W

erke	in	dreizehn	Bänden.	Frankfurt	a.	M
.	

1（（0/1（（（.	Band	X
II,	S.	（（1.

）

（
（
）	

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
独
立
を
宣
言
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
、
同
国
を
再
植
民
地
化
し
よ
う
と
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
間
で
一
九
四
五
年
か

ら
一
九
四
九
年
ま
で
の
間
に
生
じ
た
戦
争
。
マ
ン
の
憤
り
は
一
九
四
八
年
十
二
月
二
十
二
日
な
ら
び
に
二
十
三
日
付
け
の
日
記
に
も
記

さ
れ
て
い
る
。V

gl.	T
hom

as	M
ann:	T

agebücher	1（（（-1（（（.	H
rsg.	von	Inge	Jens.	Frankfurt	a.	M

.	1（（（,	S.	（（（.

（
（
）	

極
東
国
際
軍
事
裁
判
（
東
京
裁
判
）
の
判
決
に
よ
り
、
一
九
四
八
年
十
二
月
二
十
三
日
に
東
条
英
機
や
広
田
弘
毅
ら
七
名
の
絞
首
刑
が

執
行
さ
れ
た
。

（
（
）	

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
の
判
決
に
よ
り
、
一
九
四
六
年
十
月
十
六
日
に
ゲ
ー
リ
ン
グ
や
ロ
ー
ゼ
ン
ン
ベ
ル
ク
ら
十
二
名
の
絞
首
刑
が
執
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行
さ
れ
て
い
た
。

（
（
）	

以
下
の
文
章
は
、
一
九
四
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
ド
イ
ツ
の
皆
さ
ん
！
』D
eutsche	H

örer!	

に
収
録
さ
れ
た
一
九
四
五
年
四
月
十
九
日

放
送
分
の
一
部
。
同
書
は
、
一
九
四
〇
年
十
月
か
ら
ド
イ
ツ
降
伏
直
前
の
一
九
四
五
年
五
月
十
日
ま
で
の
間
、
マ
ン
が
Ｂ
Ｂ
Ｃ
を
通
じ

て
ド
イ
ツ
向
け
に
行
っ
た
放
送
原
稿
集
で
あ
る
。T

hom
as	M

ann:	Gesam
m
elte	W

erke	in	dreizehn	Bänden.	Frankfurt	a.	M
.	

1（（0/1（（（.	Band	X
I,	S.	11（0	f.

（
（
）	

一
九
四
八
年
一
月
一
日
付
け
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
。V

gl.	T
hom

as	M
ann:	Große	kom

m
entierte	Frankfurter	

A
usgabe.	Band.	1（.（.	H

rsg.	von	H
erbert	Lehnert.	Frankfurt	a.	M

.	（00（,	S.	（（1	f.

（
（
）	Ebd.,	S.	（（（.

（
10
）	

手
紙
の
冒
頭
に
あ
る
「
一
九
四
九
年
一
月
二
日
」
は
タ
イ
プ
原
稿
の
日
付
け
で
あ
り
、
最
後
に
あ
る
「
一
九
四
八
年
十
二
月
二
十
八
日
」

は
手
書
き
原
稿
の
日
付
け
で
あ
る
。
マ
ン
は
、
一
九
四
八
年
十
二
月
二
十
六
日
付
け
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
返
信
を
不
承
不
承
執

筆
し
た
。Ebd.,	S.	（（（.

（
11
）	

高
橋
義
孝
（
一
九
一
三
〜
一
九
九
五
年
）
は
、
東
京
神
田
生
ま
れ
の
ド
イ
ツ
文
学
者
、
評
論
家
。
東
大
独
文
科
卒
。
東
京
の
旧
制
府
立

高
等
学
校
教
授
、
陸
軍
科
学
学
校
教
授
、
北
海
道
大
学
助
教
授
を
経
て
、
一
九
五
〇
年
七
月
に
九
州
大
学
法
文
学
部
に
助
教
授
と
し
て

着
任
し
た
。
一
九
五
四
年
に
教
授
に
昇
進
し
た
高
橋
は
『
文
学
研
究
の
諸
問
題
』（
一
九
五
八
年
）
や
『
近
代
芸
術
観
の
成
立
』（
一
九
六
五

年
）
を
上
梓
す
る
ほ
か
、
ゲ
ー
テ
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
、
フ
ロ
イ
ト
を
中
心
に
数
多
く
の
翻
訳
を
手
が
け
る
。
ま
た
高
橋
は
一
九
五
五

年
に
『
森
鷗
外
』
で
読
売
文
学
賞
を
受
賞
、
一
九
六
四
年
に
大
相
撲
横
綱
審
議
委
員
会
委
員
（
一
九
八
一
年
に
委
員
長
）
に
推
挙
さ
れ
、

さ
ら
に
随
筆
家
と
し
て
も
名
を
馳
せ
る
中
、
一
九
七
〇
年
三
月
に
名
古
屋
大
学
に
転
任
し
た
。

（
1（
）	

一
九
四
四
年
に
発
表
さ
れ
た
マ
ン
の
モ
ー
ゼ
小
説
。

（
1（
）	

マ
ン
は
亡
命
先
と
し
て
一
九
三
八
年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
移
住
し
、
一
九
五
二
年
ま
で
住
ん
だ
。

（
1（
）	

ハ
ン
ス
・
エ
ー
リ
ク
・
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
（
一
九
一
五
〜
一
九
九
五
年
）
は
マ
ン
の
夫
人
で
あ
る
カ
ー
チ
ャ
の
甥
。
カ
ー
チ
ャ
は
双

子
と
し
て
生
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
兄
弟
で
あ
る
ク
ラ
ウ
ス
・
プ
リ
ン
グ
ス
ハ
イ
ム
（
一
八
八
三
〜
一
九
七
二
年
）
の
長
男
と
し
て
ハ
ン
ス
・

エ
ー
リ
ク
は
生
ま
れ
、
日
本
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
映
画
評
論
家
と
し
て
活
躍
し
た
。

（
1（
）	『
近
代
精
神
史
に
お
け
る
フ
ロ
イ
ト
の
位
置
』（
一
九
二
九
年
）
と
『
フ
ロ
イ
ト
と
未
来
』（
一
九
三
六
年
）
の
二
論
文
。

（
1（
）	

高
橋
義
孝
「
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
フ
ロ
イ
ト
論
（
そ
の
一
）」（
九
州
文
学
会
『
文
学
研
究
』、
第
四
十
一
号
、
一
九
五
一
年
三
月
、
二
一
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〜
三
四
頁
）
と
同
「
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
フ
ロ
イ
ト
論
（
承
前
）」（
九
州
文
学
会
『
文
学
研
究
』、
第
四
十
二
号
、
一
九
五
一
年
十
一
月
、

二
六
〜
四
一
頁
）
参
照
。

（
1（
）	

ゲ
ー
テ
『
エ
ピ
グ
ラ
ム
風
』	Epigram

m
atisch	

所
収
の
二
行
詩
「
発
言
、
抗
言
」Spruch,	W

iderspruch

の
二
行
目
。	Johann	

W
olfgang	Goethe:	Gedichte	1（00-1（（（.	H

rsg.	von	K
arl	Eibl.	Frankfurt	a.	M

.:	Bibliothek	deutscher	K
lassiker	（（,	S.	

（（0.

（
1（
）	

一
九
三
六
年
五
月
八
日
に
ウ
ィ
ー
ン
で
行
わ
れ
た
フ
ロ
イ
ト
生
誕
八
十
周
年
記
念
式
典
。

（
1（
）	

マ
ン
は
『
フ
ロ
イ
ト
と
未
来
』
で
既
に
ユ
ン
グ
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
池
田
紘
一
「「
術
」
と
「
分
析
」　
―
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の

ヨ
ゼ
フ
小
説
と
ユ
ン
グ
心
理
学
と
の
「
偶
然
の
一
致
」
の
意
味
」（
日
本
独
文
学
会
『
ド
イ
ツ
文
学
』
第
七
十
三
号
、
一
九
八
四
年
、

一
〇
二
〜
一
一
二
頁
）
参
照
。

（
（0
）	

フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
編
集
で
一
九
一
二
年
か
ら
一
九
三
七
年
ま
で
の
間
に
ウ
ィ
ー
ン
と
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
発
行
さ
れ
た
雑
誌
『
イ
マ
ー
ゴ
。

精
神
分
析
を
精
神
科
学
に
適
用
す
る
た
め
の
雑
誌
』。

訳
者
解
説

　
こ
こ
に
訳
出
し
た
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
五
書
簡
は
、
二
〇
一
七
年
六
月
三
十
日
付
け
で
、
高
橋
義
孝
元
教
授
の
ご
遺
族
か
ら
九
州
大

学
に
寄
贈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
寄
贈
の
経
緯
を
簡
単
に
示
す
。

　
九
州
大
学
文
学
部
の
独
文
学
研
究
室
は
、
専
門
分
野
に
関
し
て
全
国
で
も
有
数
の
蔵
書
を
誇
り
、（
一
）
中
世
ド
イ
ツ
語
文
献
の
貴

重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
「
雪
山
文
庫
」、（
二
）
高
橋
義
孝
元
教
授
の
蔵
書
か
ら
な
る
「
高
橋
文
庫
」、（
三
）
旧
東
ド
イ
ツ
文
学
の

文
献
を
集
め
た
「
東
ド
イ
ツ
文
学
文
庫
」
を
も
つ
。
特
に
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
や
ゲ
ー
テ
関
係
の
文
献
か
ら
な
る
「
高
橋
文
庫
」
は
、
池

田
紘
一
教
授
（
当
時
）
の
ご
尽
力
に
よ
っ
て
、
高
橋
義
孝
元
教
授
の
ご
長
男
で
あ
る
高
橋
鷹
志
氏
（
東
京
工
業
大
学
名
誉
教
授
、
建
築

学
）
を
寄
贈
者
と
し
て
お
招
き
し
た
上
で
、
二
〇
〇
四
年
三
月
に
開
架
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
日
本
人
宛
て
五
書
簡

1（

　
更
に
、
二
〇
一
七
年
六
月
に
は
、
主
と
し
て
マ
ン
自
身
の
書
簡
と
高
橋
義
孝
元
教
授
の
研
究
ノ
ー
ト
か
ら
な
る
追
加
寄
贈
が
再
び
ご

遺
族
か
ら
あ
っ
た
。
関
係
者
が
協
議
し
た
結
果
、
二
〇
一
八
年
三
月
十
日
に
九
州
大
学
文
学
部
会
議
室
で
九
州
大
学
大
学
院
人
文
科
学

研
究
院
の
主
催
に
よ
る
「
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
書
簡
公
開
記
念
式
典
」
を
行
っ
た
上
で
、
今
回
の
寄
贈
品
を
九
州
大
学
附
属
図
書
館
の
貴

重
図
書
と
し
て
正
式
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
る
。
な
お
、
同
式
典
で
は
、
始
め
に
久
保
智
之
研
究
院
長
の
挨
拶
が
あ
り
、

そ
の
後
、
寄
贈
者
の
中
山
宗
春
氏
（
水
戸
済
生
会
総
合
病
院
顧
問
医
師
）
と
中
山
周ち

か

氏
（
高
橋
義
孝
元
教
授
の
次
女
）
ご
夫
妻
へ
の
感

謝
状
贈
呈
を
附
属
図
書
館
長
の
宮
本
一
夫
教
授
が
行
う
。
ま
た
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
生
誕
の
地
に
あ
る
ド
イ
ツ
・
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
か
ら

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
協
会
の
ハ
ン
ス
・
ヴ
ィ
ス
キ
ル
ヒ
ェ
ン
会
長
を
お
招
き
し
て
、
記
念
講
演
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
今
回
寄
贈
が
あ
っ
た
五
書
簡
の
内
、
本
訳
出
三
番
と
四
番
の
手
紙
を
除
く
三
書
簡
は
、
ド
イ
ツ
語
読
本
の
教
科
書
と
し
て

一
九
六
〇
年
に
日
本
国
内
で
出
版
さ
れ
た
『T

hom
as	M

anns	Briefe	an	Japaner

（
日
本
人
へ
の
手
紙
）』（
浜
川
祥
枝
編
、同
学
社
、

一
九
六
〇
年
、
全
二
九
頁
）
を
通
じ
て
日
本
の
独
文
学
者
の
間
で
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
六
五
年
に
ド
イ
ツ
で
出
た
『
ト
ー
マ
ス
・

マ
ン
書
簡
集

　
一
九
四
八
〜
一
九
五
五
年
』（T

hom
as	M

ann:	Briefe	1（（（-1（（（	und	N
achlass.	K

em
pten	1（（（.

）
で
は
一
切

掲
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
一
九
八
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
書
簡
集
』（D

ie	Briefe	T
hom

as	

M
anns.	Regesten	und	Register.	H

rsg.	von	H
ans	Bürgin	u.	H

ans-O
tto	M

ayer.	Fünf	Bände.	Frankfurt	a.	M
.	1（（（.

）

で
は
、
五
書
簡
と
も
「
個
人
蔵
」
と
し
て
本
文
と
と
も
に
書
簡
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
簡
単
な
解
説
つ
き
で
寄
贈
目
録
を

記
す
。
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四
輯

1（

寄
贈
目
録

寄
贈
者	

中
山
宗
春
、
中
山
周ち

か

寄
贈
日	

二
〇
一
七
年
六
月
三
十
日

寄
贈
先	

九
州
大
学
附
属
図
書
館

寄
贈
内
容
（
時
系
列
順
）

1.	

高
橋
義
孝
氏
が
行
っ
た
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
小
説
『
掟
』（
一
九
四
四
年
）
に
関
す
る
ラ
ジ
オ
講
演
の
原
稿
（
ド
イ
ツ
語
訳
）

〔
一
九
四
八
年
十
二
月
二
十
六
日
に	JO

A
K
	in	T

okyo	

に
て
放
送
〕

（.	

マ
ン
の
手
紙
（
本
訳
出
一
番
の
手
紙
）、
平
田
次
三
郎
宛
、
一
九
四
九
年
一
月
二
日
付
け
、
タ
イ
プ
七
枚
（
コ
ピ
ー
）

〔
雑
誌
「
近
代
文
学
」
一
九
四
八
年
四
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
マ
ン
へ
の
公
開
状
に
対
す
る
返
信
。
公
開
状
は
精
神
的
混
迷
を
抜
け

き
れ
な
い
日
本
に
対
す
る
助
言
を
同
誌
が
マ
ン
に
求
め
た
内
容
で
あ
り
、
マ
ン
の
返
信
は
敗
戦
後
の
ド
イ
ツ
と
日
本
を
め
ぐ
る
内

容
。V

gl.	D
ie	Briefe	T

hom
as	M

anns.	Regesten	und	Register.	H
rsg.	von	H

ans	Bürgin	u.	H
ans-O

tto	M
ayer.	

Band	III.	D
ie	Briefe	von	1（（（	bis	1（（0.	Frankfurt	a.	M

.	1（（（,	S.	（（（,	（（/（1（.

〕

（.	

マ
ン
の
手
紙
（
本
訳
出
二
番
の
手
紙
）、
高
橋
義
孝
宛
、
一
九
四
九
年
二
月
九
日
付
け
、
タ
イ
プ
一
枚

〔
上
記
１
番
の
講
演
原
稿
送
付
に
対
す
る
礼
状
。V

gl.	D
ie	Briefe	T

hom
as	M

anns.	Band	III.	A
.	a.	O

.,	S.	（（（,	（（/11（.

〕

（.	

マ
ン
の
手
紙
（
本
訳
出
三
番
の
手
紙
）、
高
橋
義
孝
宛
、
一
九
四
九
年
二
月
十
七
日
付
け
、
タ
イ
プ
書
き
エ
ア
メ
ー
ル
一
通

〔
誤
植
の
指
摘
に
関
す
る
礼
状
。V

gl.	D
ie	Briefe	T

hom
as	M

anns.	Band	III.	A
.	a.	O

.,	S.	（（（	f.,	（（/1（（

〕

（.	

マ
ン
の
手
紙
（
本
訳
出
四
番
の
手
紙
）、
高
橋
義
孝
宛
、
一
九
五
一
年
四
月
十
二
日
付
け
、
タ
イ
プ
書
き
エ
ア
メ
ー
ル
一
通

〔『
ヨ
セ
フ
と
そ
の
兄
弟
た
ち
』
の
出
版
に
関
す
る
記
述
。V

gl.	D
ie	Briefe	T

hom
as	M

anns.	Band	IV
.	D

ie	Briefe	von	

1（（1	bis	1（（（.	Frankfurt	a.	M
.	1（（（,	S.	（（,	（1/1（（

〕
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1（

（.	

マ
ン
の
手
紙
（
本
訳
出
五
番
の
手
紙
）、
高
橋
義
孝
宛
、
一
九
五
四
年
五
月
十
七
日
付
け
、
手
書
き
二
枚

〔
フ
ロ
イ
ト
や
ユ
ン
グ
に
関
す
る
記
述
。V

gl.	D
ie	Briefe	T

hom
as	M

anns.	Band	IV
.	A

.	a.	O
.,	S.	（（（,	（（/1（（.

〕

（.	
高
橋
義
孝
「
地
球
の
良
心
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
」、
朝
日
新
聞
、
東
京
版
、
一
九
五
五
年
八
月
十
三
日
付
け
朝
刊
、
五
頁
、
切
り
抜

き
一
枚
（
コ
ピ
ー
）

〔
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
が
逝
去
し
た
翌
日
に
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
追
悼
文
。
一
九
五
四
年
五
月
十
七
日
マ
ン
の
書
簡
に
関
す
る

言
及
も
あ
る
。〕	

（.	

高
橋
義
孝
「T

hom
as	M

ann

の
訃
音
に
接
し
て
」、
原
稿
用
紙
九
枚

〔
七
番
の
手
書
き
原
稿
。
紙
の
劣
化
が
激
し
い
。〕

（.	

右
記
ド
イ
ツ
語
原
稿
、
六
枚

〔
上
記
八
番
の
ド
イ
ツ
語
訳
。〕

10.	

高
橋
義
孝
氏
の
研
究
ノ
ー
ト
「
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
研
究
」
四
冊

〔
一
冊
目
に
の
み
多
数
の
書
き
込
み
有
り
。〕

11.	

「
高
橋
義
孝
回
顧
展
」
葉
書
一
枚

〔
回
顧
展
は
二
〇
一
七
年
六
月
十
三
日
か
ら
十
八
日
ま
で
水
戸
市
の
「Galerie	Ciel

」
で
開
催
さ
れ
た
。〕

ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
日
本
人
宛
て
五
書
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