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177 ベルリンの日本人と東京のドイツ人

ベ
ル
リ
ン
の
日
本
人
と
東
京
の
ド
イ
ツ
人

――
日
本
に
お
け
る
ア
ド
ル
フ
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク）

1
（

深　

井　

智　

朗

は
じ
め
に
――
バ
ル
ト
に
消
さ
れ
た
神
学
者

二
〇
〇
一
年
五
月
七
日
に
ド
イ
ツ
の
神
学
者
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
生
誕
一
五
〇
年
が
祝
わ
れ
た
。
ま
た
二
〇
〇
〇
年
が

彼
の
代
表
作
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
出
版
百
周
年
で
も
あ
っ
た
）
2
（

。
二
〇
〇
〇
年
前
後
、
す
な
わ
ち
新
し
い
世
紀
末
を
挟
ん
で
ハ
ル
ナ
ッ
ク

の
思
想
が
再
び
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
単
な
る
祝
祭
的
な
記
念
行
事
と
出
版
計
画
の
た
め
で
は
な
い
。
よ
う
や
く
ハ
ル
ナ
ッ

ク
に
つ
い
て
の
冷
静
な
研
究
、
す
な
わ
ち
一
次
資
料
に
基
づ
い
た
、
ま
た
こ
の
時
代
の
政
治
や
社
会
の
動
向
を
十
分
に
踏
ま
え
た
研
究
が
は

じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。「
は
じ
ま
っ
た
」
と
述
べ
た
理
由
は
、
た
と
え
ば
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
業
績
と
そ
の
影
響
力
を
考
え
れ
ば
、
彼
の
著
作
集

や
書
簡
集
の
編
集
が
既
に
な
さ
れ
て
い
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
が
（
書
簡
集
の
編
纂
は
彼
の
政
治
的
な
立
場
と
影
響
力
の
た
め
に
比
較
的
早

く
か
ら
一
部
行
わ
れ
て
き
た
が
）、
全
集
に
至
っ
て
は
現
在
に
至
る
ま
で
計
画
す
ら
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彼
の
著
作
の

完
全
な
目
録
さ
え
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
生
誕
一
五
〇
年
の
祝
い
以
後
の
研
究
状
況
は
、
彼
の
生
誕
百
周
年
が
祝
わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
一
九
五
一
年
と
は
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明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
）
3
（

。
一
九
五
一
年
と
言
え
ば
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
が
六
五
歳
の
時
で
、
彼
が
『
教
会
教
義
学
』
の
「
創
造
論
」
を
書
き

終
え
、「
和
解
論
」
に
つ
い
て
の
講
義
を
開
始
し
た
年
で
あ
る
）
4
（

。
バ
ー
ゼ
ル
大
学
学
長
に
推
挙
さ
れ
た
が
、
そ
れ
を
断
っ
た
こ
と
が
新
聞
紙

上
を
賑
わ
せ
、
ま
た
彼
の
政
治
的
な
発
言
が
社
会
問
題
に
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
五
〇
年
代
は
ル
ー
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
と
そ
の
学
派
の

時
代
と
分
析
さ
れ
た
り
も
す
る
が
、
ま
だ
ま
だ
バ
ル
ト
の
影
響
が
強
か
っ
た
い
わ
ば
バ
ル
ト
全
盛
期
で
あ
る
）
5
（

。

バ
ル
ト
の
名
を
一
躍
有
名
に
し
た
の
は
何
と
い
っ
て
も
彼
の
『
ロ
ー
マ
書
注
解
）
6
（

』
で
あ
る
が
、
彼
が
ド
イ
ツ
の
神
学
界
に
お
い
て
、
俄
然

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、「
バ
ル
ト
＝
ハ
ル
ナ
ッ
ク
誌
上
往
復
書
簡
）
7
（

」
と
呼
ば
れ
る
誌
上
論
争
を
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
行
っ
て
以
後
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
彼
は
科
学
的
（w

issenschaftliche

）
神
学
）
8
（

に
対
し
て
教
会
的
神
学
（
あ
る
い
は
説
教
の
課
題
と
し
て
の
神
学
）

と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
・
フ
レ
ー
ズ
と
と
も
に
、
神
学
史
に
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
も
た
ら
す
存
在
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
単
純
な
構

図
で
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
理
解
す
る
こ
と
は
危
険
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ハ
ル
ナ
ッ
ク
も
ま
た
バ
ル
ト
と
同
じ
よ
う
に
ド
イ

ツ
の
「
教
会
の
神
学
者
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
彼
は
バ
ル
ト
以
上
に
ド
イ
ツ
の
「
教
会
に
責
任
を
負
う
神
学
者
」
で
あ
っ

た
）
9
（

。
そ
れ
は
神
学
校
の
教
室
や
近
代
神
学
史
の
教
科
書
で
習
っ
た
こ
と
と
違
う
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
事
実
そ
う
な
の
で
あ
る
。

問
題
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
教
会
」
の
「
神
学
者
」
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
10
（

。
こ
の
こ
と
を
理
解
し
な
い

で
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
仕
事
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
バ
ル
ト
の
成
功
は
必
然
的
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
仕
事
を
過
去
へ
と
追
い
や
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
人
々
が
バ
ル
ト
と

い
う
基
準
を
も
っ
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
見
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
は
そ
れ
は
ま
さ
に
「
社
会
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
ラ
ベ
リ
ン
グ
）
11
（

」
で

あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
対
す
る
ロ
バ
ー
ト
・
フ
ッ
ク
、
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
に
対
す
る
サ
リ
エ
リ
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
「
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
消
さ
れ
た
神
学
者
」
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
生
誕

一
五
〇
周
年
以
後
の
研
究
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
明
ら
か
に
不
公
平
な
取
り
扱
い
を
や
め
、
彼
の
神
学
的
な
立
場
や
政
治

的
な
立
場
に
つ
い
て
の
冷
静
な
議
論
を
開
始
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
で
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
新
し
い
版
が
T
・
レ
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179 ベルリンの日本人と東京のドイツ人

ン
ト
ル
フ
の
序
文
を
つ
け
て
編
集
さ
れ
）
12
（

、
さ
ら
に
は
ク
ラ
ウ
ス
・
デ
ィ
タ
ー
・
オ
ス
ト
エ
ー
ヴ
ェ
ナ
ー
の
校
訂
版
が
出
版
さ
れ
た
り
）
13
（

、
フ
ラ

ン
ス
で
彼
の
マ
ル
キ
オ
ン
研
究
の
翻
訳
が
出
版
さ
れ
て
い
る
の
は
、
生
誕
百
年
の
時
に
は
バ
ル
ト
・
ブ
ー
ム
の
中
で
冷
静
な
学
問
的
な
評
価

を
怠
っ
て
し
ま
っ
た
「
神
学
者
た
ち
に
よ
る
反
省
）
14
（

」
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
ハ
ル

ナ
ッ
ク
再
発
見
の
成
果
の
評
価
に
つ
い
て
は
な
お
数
年
の
時
間
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
神
学
的
・
政
治
的
立
場
を
今

日
の
教
会
と
神
学
の
中
に
復
興
さ
せ
よ
う
と
い
う
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
を
作
成
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う

で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
自
身
も
、
偏
見
や
神
学
的
な
立
場
を
超
え
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
仕
事
に
も
う
一
度
立
ち
返
っ
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
）
15
（

。
と
い
う
の
は
、
日
本
の
み
な
ら
ず
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
評
価
も
、
バ
ル
ト
の
影
響
が
強
か
っ
た
だ
け
に
ま
さ
に
ラ
ベ

リ
ン
グ
の
状
態
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
し
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
言
え
ば
弁
証
法
神
学
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
て
し
ま
っ
た
神
学
者
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
弁
証
法
神
学
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
何
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
本
当
に
何
か

が
克
服
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
す
ら
実
は
ま
だ
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
か
ら
バ
ル
ト
へ
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
の
評
価
も
曖
昧
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
と
ド
イ
ツ
の
神
学
界
に
残
さ
れ
た
共
通
の
宿
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の

問
題
を
考
え
る
た
め
の
準
備
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
日
本
で
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
思
想
は
ど
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
こ
と
を
こ
の

機
会
に
報
告
し
た
い
と
考
え
た
。

1
．
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
著
作
の
翻
訳

ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
著
作
や
論
文
の
日
本
語
へ
の
翻
訳
は
実
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
。
翻
訳
は
著
作
と
し
て
は
長
い
間
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』

以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
は
比
較
的
早
く
、
ド
イ
ツ
で
の
刊
行
の
翌
年
、
一
九
〇
二
年
に
日
本
メ
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ソ
ジ
ス
ト
教
会
の
牧
師
で
あ
っ
た
高
木
壬
太
郎
に
よ
っ
て
『
基
督
教
と
は
何
ぞ
や
』
と
い
う
題
で
翻
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
翻

訳
は
英
訳
か
ら
の
重
訳
で
、
さ
ら
に
抄
訳
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
後
一
九
〇
四
年
に
和
田
琳
熊
が
『
基
督
教
の
眞
髄
』
と
い
う
題
で
、
改
め
て

ド
イ
ツ
語
か
ら
の
翻
訳
を
出
版
し
て
い
る
。

一
九
二
五
年
に
は
イ
デ
ア
書
院
の
「
基
督
教
名
著
集
」
の
一
冊
と
し
て
、
山
谷
省
吾
が
『
基
督
教
の
本
質
』
と
題
し
て
翻
訳
し
、
さ
ら
に

一
九
三
九
年
に
改
訳
し
て
、『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
と
し
て
岩
波
文
庫
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
山
谷
は
そ
の
後
さ
ら
に
改

訳
し
、
玉
川
大
学
出
版
部
か
ら
何
種
類
か
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
を
翻
訳
・
出
版
し
て
い
る
。

ま
た
比
較
的
早
く
か
ら
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
編
集
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
が
翻
訳
紹
介
さ
れ
て
お
り
、

一
九
二
三
年
に
山
谷
省
吾
に
よ
っ
て
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ン
の
懺
悔
録
』
が
岩
波
書
店
か
ら
、
同
年
に
佐
藤
繁
彦
訳
の
『
全
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ

ン
』
が
叢
文
閣
か
ら
、
さ
ら
に
一
九
三
七
年
に
は
服
部
英
次
郎
が
『
省
察
と
箴
言
』
を
岩
波
書
店
か
ら
翻
訳
出
版
し
て
い
る
。

そ
の
他
の
著
作
と
し
て
は
一
九
三
二
年
に
森
敬
之
が
『
基
督
教
神
学
及
び
教
会
教
理
の
成
立
』
を
長
崎
書
店
か
ら
、
ま
た
山
田
保
雄
訳
の

『
教
義
史
要
綱
』
が
一
九
九
七
年
に
な
っ
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
山
田
が
戦
争
中
に
翻
訳
し
た
も
の
で
、
そ
の
後
遺
族
が
遺
品
の
中

か
ら
発
見
し
、
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
小
さ
な
論
文
と
し
て
は
、
戦
前
の
も
の
で
あ
る
が
、「
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
ッ
タ
ー
の

精
神
史
的
意
義
」
が
フ
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
ト
リ
ヒ
編
（
石
川
錬
次
邦
訳
監
修
）『
独
逸
大
学
の
精
神
――
ア
カ
デ
ミ
ー
に
於
け
る
歴
代
碩
学
記

念
講
演
集
』（
高
山
書
店
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
と
の
誌
上
公
開
往
復
書
簡
が
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
紹
介
さ
れ
、『
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
著
作
集
』
の
第
一
巻

に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
主
要
業
績
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
を
除
け
ば
ほ
と
ん
ど
何
も
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
も
考
え
て
み
れ
ば
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
神
学
を
必
ず
し
も
専
門
と
し
な
い
学
生
を
含
ん
だ
一
般
講
義
の
講
義
録

で
あ
り
、
学
術
的
な
著
作
と
い
う
よ
り
は
啓
蒙
書
で
あ
り
、
厳
密
な
歴
史
研
究
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
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181 ベルリンの日本人と東京のドイツ人

ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
読
ま
れ
る
前
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
彼
は
そ
の
思
想
や
政
治
的
立
場
が
紹
介
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
神
学
的
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
た
ち
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
た
め
に
紹
介
さ
れ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

2
．
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
日
本
人
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク

さ
て
そ
れ
で
は
次
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
講
義
を
直
接
聞
い
た
日
本
人
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
た
い
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
講
義
を
直
接
聞
い
た
日

本
の
神
学
者
は
安
部
磯
雄
、
原
田
助
、
波
多
野
精
一
、
そ
し
て
黒
崎
幸
吉
で
あ
ろ
う
。

原
田
助
は
日
本
組
合
教
会
の
牧
師
で
、
東
京
、
京
都
、
神
戸
な
ど
で
の
牧
師
と
し
て
の
職
務
を
経
て
、
同
志
社
大
学
の
第
七
代
社
長
と

な
っ
て
い
る
。
彼
自
身
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
一
八
九
一
年
六
月
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
立
ち
寄
り
、
一
回
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の

講
義
を
聞
い
た
と
い
う
）
16
（

。

安
部
磯
雄
は
、
や
は
り
日
本
組
合
教
会
の
牧
師
で
、
ド
イ
ツ
か
ら
帰
国
し
た
後
は
同
志
社
専
門
学
校
と
東
京
専
門
学
校
で
教
え
、

一
九
二
八
年
か
ら
は
社
会
民
衆
党
か
ら
衆
議
院
に
立
候
補
し
、
戦
前
戦
後
を
通
し
て
代
議
士
と
し
て
日
本
の
社
会
党
の
指
導
的
な
立
場
に

あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
安
部
自
身
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
彼
は
一
八
九
四
年
一
〇
月
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
登
録
し
て
い
る
が
、
翌
年
一
月
に
は

日
本
の
教
会
の
事
情
で
帰
国
し
て
い
る
の
で
、
一
八
九
四
／
九
五
年
冬
学
期
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
講
義
を
最
後
ま
で
聞
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
）
17
（

。
そ
れ
で
も
彼
は
そ
の
時
の
印
象
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

ハ
ル
ナ
ッ
ク
教
授
は
基
督
教
会
史
の
大
家
で
あ
つ
て
、
二
三
百
名
の
學
生
が
其
教
場
に
押
し
か
け
た
。
…
…
一
ケ
月
の
後
私

は
結
局
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
教
会
歴
史
と
、
ヴ
ァ
イ
ス
の
新
約
聖
書
注
釈
と
、
フ
ォ
ン
ソ
ー
ダ
ン
の
初
代
基
督
教
の
研
究
と
に
の
み
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出
席
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
三
教
授
は
何
れ
も
基
督
教
の
起
源
か
ら
説
き
起
こ
す
の
で
、
私
の
歴
史
的
研
究
に
は
最
も
関
係

の
深
き
も
の
で
あ
つ
た
。
私
の
聞
い
た
所
に
拠
る
と
大
学
で
時
間
割
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
人
気
の
あ
る
教
授
の
講
義
を
午

前
の
第
一
時
間
に
割
当
て
、
出
席
者
の
少
な
い
講
義
を
午
前
の
第
二
及
び
第
三
時
間
、
若
く
は
午
後
に
配
置
す
る
と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
実
ら
し
く
思
は
れ
た
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
教
授
の
講
義
は
毎
回
第
一
時
間
目
に
行
は
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

冬
の
日
は
聴
講
者
に
取
り
て
可
な
り
苦
痛
で
あ
つ
た
。
に
拘
は
ら
ず
何
時
も
満
員
の
盛
況
を
呈
し
て
居
た
。

波
多
野
精
一
に
つ
い
て
は
彼
自
身
の
証
言
で
は
な
い
が
、
山
谷
省
吾
に
よ
れ
ば
や
は
り
ベ
ル
リ
ン
で
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
講
義
に
出
席
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
）
18
（

。

以
上
の
三
人
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
講
義
を
部
分
的
に
聞
い
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
次
の
黒
崎
は
二
学
期
に
わ
た
っ
て
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
講
義
に

出
席
し
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
直
接
面
談
し
て
も
い
る
。
そ
し
て
帰
国
後
の
一
九
二
六
年
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
『
新
世
』
の
六
月
号
に
「
ア

ド
ル
フ
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
印
象
」
と
い
う
文
章
を
掲
載
し
て
い
る
）
19
（

。

黒
崎
幸
吉
は
一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
年
）
に
山
形
県
鶴
岡
市
に
、
黒
崎
研
堂
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
研
堂
の
父
は
庄
内
藩
家
老
を

つ
と
め
た
酒
井
了
明
の
三
男
で
、
後
に
彼
は
黒
崎
友
信
の
養
嗣
子
と
な
っ
た
。
研
堂
は
庄
内
に
お
け
る
書
道
興
隆
の
基
礎
を
つ
く
り
、
書
道

家
松
平
穆
堂
、
吉
田
芭
竹
な
ど
多
く
の
門
弟
を
育
て
、
他
方
で
金
融
機
関
済
急
社
（
後
に
荘
内
銀
行
の
前
身
六
十
七
銀
行
に
吸
収
さ
れ
た
）

の
社
主
を
つ
と
め
る
な
ど
庄
内
の
経
済
界
の
指
導
的
役
割
を
果
た
し
て
も
い
た
。

そ
の
長
男
黒
崎
幸
吉
は
、
一
九
〇
七
年
（
明
治
四
〇
年
）
に
東
京
の
第
一
高
等
学
校
を
卒
業
し
、
法
科
大
学
（
現
在
の
東
京
大
学
法

学
部
）
の
政
治
学
科
に
入
学
、
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
二
年
）
一
〇
月
か
ら
内
村
鑑
三
の
聖
書
研
究
会
に
出
席
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
一
一
年
（
明
治
四
四
年
）
に
大
学
卒
業
後
、
住
友
総
本
店
に
入
社
し
、
高
木
寿
美
子
と
結
婚
し
て
い
る
。
そ
の
間
経
理
課
主
計
係
、
住

友
家
嗣
子
住
友
寛
一
の
補
導
係
（
一
緒
に
渡
米
）、
住
友
製
鋼
所
副
支
配
人
な
ど
を
歴
任
し
た
後
、
一
九
二
一
年
（
大
正
一
〇
年
）、
妻
寿
美
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子
の
急
逝
後
、
基
督
教
伝
道
者
と
な
る
決
心
を
し
、
住
友
を
退
職
し
、
内
村
鑑
三
の
指
導
を
受
け
つ
つ
、
そ
の
準
備
に
あ
た
っ
て
い
た
。

黒
崎
は
一
九
二
二
年
（
大
正
一
一
年
）
欧
州
留
学
に
出
発
し
一
九
二
五
年
（
大
正
一
四
年
）
三
月
に
帰
国
す
る
ま
で
、
ド
イ
ツ
、
ス
イ

ス
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
各
地
の
大
学
を
訪
ね
研
鑽
を
続
け
た
。
帰
国
後
は
『
永
遠
の
生
命
』
を
創
刊
し
、
鶴
岡
、
神
戸
な
ど
に
住
み
、
さ
ら

に
有
名
な
『
注
釈
新
約
聖
書
』、
あ
る
い
は
ギ
リ
シ
ア
語
辞
典
や
文
法
書
な
ど
を
執
筆
し
、
無
教
会
の
指
導
者
と
し
て
、
ま
た
新
約
聖
書
学

者
と
し
て
、
さ
ら
に
は
著
作
家
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

黒
崎
は
一
九
二
二
年
（
大
正
一
一
年
）
に
欧
州
留
学
で
出
か
け
て
い
る
が
、
そ
れ
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
で
、
敗
戦
国
と
な
っ
た
ド
イ
ツ

と
、
戦
勝
国
と
な
っ
た
日
本
の
と
の
違
い
を
身
を
も
っ
て
経
験
す
る
時
で
も
あ
っ
た
。
黒
崎
に
よ
れ
ば
、
彼
は
欧
州
留
学
に
あ
た
っ
て
、
住

友
の
退
職
金
と
し
て
得
た
住
友
の
株
を
担
保
に
一
万
円
の
融
資
を
受
け
て
出
か
け
て
い
る
。

当
時
の
ド
イ
ツ
は
第
一
次
世
界
戦
争
に
敗
北
し
、
カ
イ
ゼ
ル
の
退
位
と
な
り
ド
イ
ツ
も
一
つ
の
共
和
国
と
な
り
、
非
常
に
貧

困
に
陥
り
マ
ル
ク
の
価
値
が
非
常
に
下
落
し
た
時
で
あ
っ
た
の
で
、
私
は
悠
々
と
し
て
足
掛
け
四
年
、
前
後
二
年
半
余
の
往
復

の
滞
在
の
旅
費
の
ほ
か
、
英
、
仏
、
伊
、
ス
イ
ス
な
ど
に
も
行
き
、
特
に
英
国
と
ス
イ
ス
に
は
一
学
期
ず
つ
滞
在
し
て
勉
強
も

で
き
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
）
20
（

。

〔
ベ
ル
リ
ン
滞
在
の
〕
間
に
大
学
生
か
ら
ギ
リ
シ
ア
語
や
ラ
テ
ン
語
を
教
え
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
当
時
ド
イ
ツ
は
一

般
に
戦
後
の
貧
困
に
苦
し
ん
で
お
っ
た
の
で
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
た
め
に
教
え
て
く
れ
る
学
生
は
い
く
ら
で
も
あ
っ
た
。
謝
礼
は

一
回
何
千
マ
ル
ク
と
か
い
う
の
で
彼
ら
に
と
っ
て
は
大
金
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
日
本
金
に
し
て
一
回
十
六
、
十
七
銭
、
ま
っ

た
く
相
済
ま
な
い
よ
う
な
額
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
私
は
ど
れ
ほ
ど
助
か
っ
た
か
分
ら
な
い
。
信
仰
の
本
質
的
な

も
の
に
つ
い
て
は
別
に
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
ド
イ
ツ
の
学
者
の
学
風
に
つ
い
て
は
学
ぶ
と
こ
ろ
が
非
常
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に
多
く
、
日
本
の
大
学
に
比
較
し
て
羨
ま
し
い
点
が
沢
山
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
ド
イ
ツ
の
学
風
の
特
徴
も
こ

れ
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
背
景
の
下
に
ド
イ
ツ
の
学
者
の
業
績
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、

非
常
に
有
り
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
）
21
（

。

そ
の
後
黒
崎
は
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
で
学
び
、
さ
ら
に
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
滞
在
し
、
名
著
『
カ
ル
ビ
ン
伝
』
の
も
と
に
な
る
研
究
を
な
し
て

い
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
は
当
時
国
際
連
盟
の
次
長
で
あ
っ
た
新
渡
戸
稲
造
や
日
本
政
府
代
表
と
し
て
国
連
に
駐
在
し
て
い
た
前
田
多
門
一
家

と
の
交
流
を
楽
し
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
英
国
に
滞
在
し
、
帰
路
パ
レ
ス
チ
ナ
と
エ
ジ
プ
ト
に
立
ち
寄
り
、
一
九
二
五
年
（
大
正
一
四
年
）
三

月
三
日
に
神
戸
に
帰
国
し
た
。

こ
の
黒
崎
幸
吉
は
、
一
九
二
二
／
二
三
冬
学
期
と
一
九
二
三
年
夏
学
期
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
講
義
に
出
席
し
て
い
る
。

「
冬
学
期
に
は
『
新
約
聖
書
緒
論
』、
夏
学
期
に
は
『
教
会
史
』
の
講
義
」
を
聞
い
て
い
る
）
22
（

。
も
ち
ろ
ん
こ
の
時
期
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
規
則
上
は

教
授
職
を
定
年
退
職
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
特
例
で
定
年
を
延
期
さ
れ
、
教
授
会
に
は
責
任
を
負
わ
な
い
教
授
と
し
て
、
講
義
と
博
士
候

補
生
の
指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
。
黒
崎
が
聞
い
た
の
は
「
教
会
史
概
論
」
と
「
新
約
時
代
史
」
の
講
義
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
そ
れ
よ
り
早
く
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
噂
を
聞
き
つ
け
、
彼
ら
よ
り
も
早
く
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
知
り
、
彼
の
著
作
を
読
ん
で
い
た
の
は
作

家
の
森
鴎
外
で
あ
る
。
彼
は
一
八
八
七
年
四
月
一
六
日
か
ら
ベ
ル
リ
ン
に
滞
在
し
て
お
り
、
一
八
八
八
年
七
月
五
日
に
は
帰
国
の
途
に
つ
い

て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
講
義
を
直
接
聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
ベ
ル
リ
ン
着
任
は

一
八
八
八
年
一
〇
月
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
ハ
ル
ナ
ッ
ク
招
聘
問
題
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
神
学
部
人
事
の
最
重
要
問
題
と
し
て
一
八
八
七

年
一
二
月
に
は
既
に
公
に
な
っ
て
お
り
、
ク
ル
ト
・
ノ
ー
ヴ
ァ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
既
に
公
表
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
人
事
に
プ
ロ
イ
セ

ン
合
同
教
会
福
音
主
義
教
会
宗
務
局
が
介
入
し
、
人
事
が
棚
上
げ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ビ

ス
マ
ル
ク
の
政
治
的
介
入
に
よ
っ
て
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
森
鴎
外
は
こ
の
人
事
に
つ
い
て
何
ら
か
の
こ
と
を
聞
い
て
い
た
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可
能
性
は
あ
る
。
と
い
う
の
も
鴎
外
は
、
こ
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
題
材
に
し
た
小
説
を
帰
国
後
、
一
九
一
二
年
に
な
っ
て
書
い
て
い
る
。
そ
れ

が
「
か
の
よ
う
に
」
で
あ
る
。

3
．
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
小
説
、
あ
る
い
は
森
鴎
外
の
「
政
治
神
学
」

一
九
一
二
年
一
月
の
『
中
央
公
論
』
誌
に
不
思
議
な
小
説
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
か
の
よ
う
に
」
の
題
さ
れ
た
短
編
で
、
著
者
は
森

鴎
外
で
あ
る
。
こ
の
短
編
は
日
本
で
は
じ
め
て
書
か
れ
た
政
治
神
学
的
な
文
芸
作
品
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
と
い
う
の
も
、
鴎
外
が
こ
の

小
説
の
中
で
描
き
出
し
て
い
る
の
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
が
担
っ
て
い
た
社
会
的
な
機
能
に
つ
い
て
だ
か
ら

で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
一
見
、
現
実
世
界
の
政
治
政
策
と
は
何
の
関
係
も
な
い
よ
う
に
思
え
る
「
神
学
的
な
テ
ク
ス
ト
」
の
背
後
に

あ
る
「
政
治
的
な
暗
号
」
の
解
読
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
鴎
外
は
そ
れ
を
驚
く
ほ
ど
正
確
に
行
い
、
日
本
に
紹
介
し
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
独
自
の
政
治
的
な
見
解
を
当
時
の
日
本
社
会
に
向
け
て
語
ろ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
神
学
者
で
も
社
会
学
者
で
も
な

く
、
陸
軍
軍
医
総
監
で
あ
っ
た
森
林
太
郎
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
の
時
代
の
日
本
の
神
学
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

テ
ィ
ズ
ム
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
森
鴎
外
こ
そ
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
神
学
の
社
会
的
な
機
能
を
十
分
に
知
っ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
神
学
の
政
治
的
意
義
さ
え
も
理
解
で
き
た
数
少
な
い
日

本
人
で
あ
っ
た
）
23
（

。
こ
の
報
告
は
、
そ
の
意
味
で
は
、
鴎
外
に
よ
っ
て
か
つ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
を
、
彼
の
時
代
よ
り
も
、
は
る
か
に
入
手
し

易
く
な
っ
た
諸
資
料
を
用
い
て
、
改
め
て
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
）
24
（

。

そ
れ
で
は
、
鴎
外
の
問
題
提
起
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
第
一
に
は
こ
の
時
代
の
神
学
の
社
会
的
・
政
治
的
機
能
の
解
明
と
い
う

問
題
意
識
で
あ
る
。
既
に
「
神
学
的
な
テ
ク
ス
ト
」
の
背
後
に
あ
る
「
政
治
的
な
暗
号
」
の
解
読
と
言
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
日
本
社
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会
の
問
題
と
し
て
の
「
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
」
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
な
ぜ
日
本
人
が
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
の
神
学
を
知
ら
ね

ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

森
鴎
外
は
一
八
八
四
年
か
ら
一
八
八
八
年
ま
で
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
一
八
八
七
年
の
四
月
以
後
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
学
ん
で
い
る
。
こ
の

鴎
外
は
そ
の
時
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
部
分
を
上
手
に
結
び
合
わ
せ
て
、「
か
の
よ
う
に
」
と
い

う
短
編
小
説
を
発
表
し
た
。
こ
の
小
説
は
、
高
橋
義
孝
氏
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
成
立
の
経
緯
を
持
っ
た
小
説
で
あ
る
。

明
治
四
三
年
に
い
わ
ゆ
る
幸
徳
事
件
が
起
こ
り
、
日
本
に
も
社
会
主
義
、
無
政
府
主
義
、
労
働
運
動
が
漸
く
に
し
て
活
発
に

な
っ
て
き
て
、
あ
ら
ゆ
る
権
威
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
皇
室
、
伝
統
、
旧
来
の
道
徳
体
系
を
ゆ
さ
ぶ
り
は
じ
め
て
い
る
。
そ
し

て
鴎
外
は
、
そ
う
い
う
支
配
階
級
、
保
守
主
義
は
い
か
に
処
す
べ
き
か
に
つ
い
て
考
え
、「
山
県
〔
有
朋
〕
公
か
ら
危
険
思
想

対
策
、
す
な
わ
ち
思
想
善
導
の
方
法
を
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
書
い
た
の
が
『
か
の
よ
う
に
』
と
い
う
小
説
で
あ
る
）
25
（

」
と

い
う
の
が
通
説
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
小
説
の
解
釈
に
つ
い
て
は
も
っ
と
別
の
可
能
性
も
あ
る
と
思
え
る
し
、
お
そ
ら
く
鴎
外
の
書
き
た
か
っ
た
こ
と
は
、
日
本
の
保
守
主

義
の
啓
蒙
と
い
う
高
橋
氏
の
指
摘
の
さ
ら
に
先
に
あ
る
問
題
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
は
日
本
に
お
け
る
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
」
の
問
題
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
森
鴎
外
の
作
品
の
解
釈
に
留
ま
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
そ
れ
よ

り
も
重
要
な
こ
と
は
、
鴎
外
が
、
か
の
「
政
治
的
な
暗
号
」
を
解
読
し
、
日
本
の
近
代
化
の
問
題
を
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
と
の
類
比
的
な

関
係
の
中
で
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

森
鴎
外
に
は
、
実
は
「
か
の
よ
う
に
」
だ
け
で
は
な
く
、
一
九
一
二
年
か
ら
執
筆
が
開
始
さ
れ
た
秀
麿
を
主
人
公
と
し
た
連
作
が
あ
り
、

一
九
一
四
年
、
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
第
一
次
世
界
大
戦
が
開
始
さ
れ
た
年
に
短
編
集
『
か
の
よ
う
に
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
出
版
さ
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れ
て
い
る
。
こ
の
短
編
集
に
は
「
か
の
よ
う
に
」、「
吃
逆
」、「
藤
棚
」、「
鎚
一
下
」
の
四
編
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
小
説
の
主
人
公
で
あ
る
秀
麿
は
、
学
習
院
を
出
て
、
文
科
大
学
校
（
す
な
わ
ち
現
在
の
東
京
大
学
）
で
歴
史
学
を
学
び
、
ド
イ
ツ
の

ベ
ル
リ
ン
大
学
に
約
三
年
間
留
学
を
経
験
し
た
子
爵
で
あ
り
、
歴
史
家
の
仕
事
に
興
味
を
持
っ
た
貴
族
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
彼
は

歴
史
学
者
に
な
る
こ
と
を
望
ま
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
貴
族
と
し
て
の
教
養
と
箔
と
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
自
由
な
留
学
を
許
さ
れ

た
。
し
か
し
お
そ
ら
く
小
説
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
状
況
は
、
鴎
外
が
留
学
し
た
時
代
の
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も

鴎
外
は
そ
の
あ
た
り
の
記
述
に
つ
い
て
は
慎
重
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
を
試
み
て
お
り
、「
エ
エ
リ
ヒ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
総
長
」
の
時
代
に
「
大

学
の
三
百
年
祭
」
を
祝
っ
た
と
い
う
の
が
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
大
学
は
一
八
一
〇
年
の
創
設
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
記
述
は

百
年
祭
の
こ
と
を
模
範
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
「
椋
鳥
通
信
」
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

十
月
十
日
の
晩
か
ら
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
百
年
祭
が
始
ま
っ
た
。
先
ず
寺
院
で
礼
拝
が
あ
っ
て
、
そ
の
あ
と
で
三
千
人
の

学
生
が
松
火
行
列
を
し
た
。
日
本
学
生
が
交
っ
て
ゐ
る
の
に
、
見
物
人
が
い
た
づ
ら
を
し
た
。
雨
が
降
り
出
し
た
の
を
皆

平
気
で
や
っ
て
ゐ
た
。
…
…
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
百
年
祭
で
、
十
月
十
一
日
に
帝
の
演
説
が
あ
っ
た
。
教
育
に
関
係
の
な
い
、

selbstaendige Forschungsinstitute

を
作
っ
てH

um
boldt

の
遺
志
に
協
は
し
め
る
為
め
、
約
一
千
マ
ル
ク
を
出
す
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
）
26
（

。

こ
の
「
教
育
に
関
係
の
な
い
」、「
独
立
し
た
研
究
所
」（selbständige Forschungsinstitute

）
と
い
う
の
が
、
カ
イ
ザ
ー
・
ヴ
ィ
ル
ヘ

ル
ム
協
会
、
後
の
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
の
こ
と
で
あ
り
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
そ
の
初
代
の
総
裁
と
な
り
、
一
九
一
一
か
ら
一
九
三
〇

年
ま
で
そ
の
職
に
と
ど
ま
っ
た
）
27
（

。

と
こ
ろ
で
秀
麿
は
当
時
の
ド
イ
ツ
の
最
高
の
知
性
が
集
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
神
学
者
ア
ド
ル
フ
・
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フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
講
義
に
興
味
を
持
っ
た
と
い
う
手
紙
を
父
に
宛
て
て
書
い
て
い
る
。
こ
の
手
紙
こ
そ
が
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
神
学
的
な

テ
ク
ス
ト
の
背
後
に
あ
る
「
政
治
的
な
暗
号
」
の
解
読
の
作
業
に
他
な
ら
な
い
。
少
し
長
く
な
る
が
引
用
し
て
み
よ
う
。

ベ
ル
リ
ン
に
い
る
間
、
秀
麿
が
学
者
の
噂
を
し
て
よ
こ
し
た
中
に
、
エ
エ
リ
ヒ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
文
才
や
弁
舌
も
度
々
褒
め

て
あ
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
神
学
者
ア
ド
ル
フ
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
事
業
や
勢
力
が
ど
ん
な
も
の
だ
と
言
う
こ
と
を
、
繰
り
返
し

て
お
父
さ
ん
に
書
い
て
よ
こ
し
た
の
だ
が
、
ど
う
も
特
別
な
意
味
の
あ
る
仕
事
ら
し
く
、
帰
っ
て
顔
を
見
て
、
土
産
話
に
す
る

の
が
待
ち
遠
い
の
で
、
手
紙
で
お
父
さ
ん
に
飲
み
込
ま
せ
た
い
と
で
も
言
う
よ
う
な
熱
心
が
文
章
の
間
に
見
え
て
き
た
。
殊
に

大
学
の
三
百
年
祭
り
の
事
を
知
ら
せ
て
よ
こ
し
た
時
な
ん
ぞ
は
、
秀
麿
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
こ
の
目
覚
し
い
祭
り
の
中
心
人
物
と

し
て
書
い
て
、
ウ
ヰ
ル
ヘ
ル
ム
第
二
世
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
の
君
臣
の
間
柄
は
、
人
主
が
学
者
を
信
用
し
、
学
者
が
献
身
的
態
度

を
以
っ
て
学
術
界
に
貢
献
し
な
が
ら
、
同
時
に
君
国
の
用
を
な
す
と
云
う
方
面
か
ら
見
る
と
、
模
範
的
だ
と
云
っ
て
、
ハ
ル

ナ
ッ
ク
が
事
業
の
根
柢
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
為
め
に
、
と
う
と
う
父
デ
オ
ド
ジ
ウ
ス
の
こ
と
に
ま
で
溯
っ
て
、
精
し
く
新
教
神

学
発
展
の
跡
を
辿
っ
て
の
べ
て
い
た
）
28
（

。

こ
こ
で
秀
麿
が
描
き
出
し
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
姿
が
、
鴎
外
に
よ
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
神
学
的
な
テ
ク
ス
ト
の
背
後
に
あ
る
「
政
治
的
な
暗

号
」
の
解
読
作
業
の
成
果
な
の
で
あ
る
。
典
型
的
に
は
「
ウ
ヰ
ヘ
ル
ム
第
二
世
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
の
君
臣
の
間
柄
は
、
人
主
が
学
者
を
信
用

し
、
学
者
が
献
身
的
態
度
を
以
っ
て
学
術
界
に
貢
献
し
な
が
ら
、
同
時
に
君
国
の
用
を
な
す
と
云
う
方
面
か
ら
見
る
と
、
模
範
的
だ
」
と
い

う
言
葉
の
中
に
現
れ
出
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
神
学
的
テ
ク
ス
ト
と
政
治
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
相
関
関
係
の
指
摘
に
他
な
ら
な
い
。
さ

ら
に
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。
鴎
外
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
仕
事
に
以
下
に
述
べ
る
二
つ
の
点
で
関
心
を
寄
せ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し

て
鴎
外
は
こ
の
二
つ
の
点
の
故
に
、「
ド
イ
ツ
の
強
み
が
神
学
に
基
づ
い
て
い
る
）
29
（

」
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
の
で
あ
る
。
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ひ
と
つ
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
政
治
と
神
学
と
の
結
び
つ
き
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
鴎
外
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

政
治
は
多
数
を
相
手
に
し
た
為
事
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
政
治
を
す
る
に
は
、
今
で
も
多
数
を
動
か
し
て
い
る
宗
教
に
重
き

を
置
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
は
内
治
の
上
で
は
、
全
く
宗
教
を
異
に
し
て
い
る
北
と
南
と
を
擣
き
く
る
め
て
、
人
心

の
帰
嚮
を
操
っ
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
）
30
（

。

こ
れ
は
こ
の
時
代
の
宰
相
ビ
ル
マ
ル
ク
の
政
策
の
こ
と
を
宗
教
と
の
関
係
で
説
明
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
プ
ロ
イ
セ
ン
主
導

に
よ
る
ド
イ
ツ
の
統
一
、
と
り
わ
け
「
小
ド
イ
ツ
」
政
策
は
、
事
実
上
こ
の
時
代
の
政
治
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
勢
力
を
抑
え
て
の
、
政
治
と

い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
鴎
外
は
言
う
。

そ
れ
だ
か
ら
ド
イ
ツ
の
政
治
は
、
旧
教
の
南
ド
イ
ツ
を
逆
ら
わ
な
い
よ
う
に
抑
え
て
い
て
、
北
ド
イ
ツ
の
新
教
の
精
神
で
、

文
化
の
進
歩
を
謀
っ
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
君
主
が
宗
教
上
の
、
し
っ
か
り
し
た
基
礎
を
持
っ
て
い
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
の
基
礎
が
新
教
神
学
に
置
い
て
あ
る
。
そ
の
新
教
神
学
を
現
に
代
表
し
て
い
る
学
者
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
な
の
で

あ
る
…
…
こ
こ
に
ド
イ
ツ
の
強
み
が
あ
る
）
31
（

。

こ
れ
は
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
当
時
置
か
れ
て
い
た
政
治
的
な
状
況
、
そ
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
学
者
と
し
て
の
立
場
の
説
明
と
し
て
は
適
切

な
も
の
で
あ
り
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
神
学
的
な
テ
ク
ス
ト
の
中
に
隠
さ
れ
た
政
治
的
な
暗
号
を
こ
の
時
代
の
社
会
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で

解
明
し
た
具
体
的
な
例
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
当
時
の
社
会
で
神
学
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
知
る
上

で
も
適
切
な
も
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
鴎
外
が
こ
の
小
説
で
述
べ
て
い
る
こ
と
は
さ
ら
に
重
用
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
代
人
に
お
け
る
「
宗
教
」
と
「
信
仰
」

と
の
乖
離
の
問
題
で
あ
る
。
鴎
外
は
こ
こ
で
神
学
と
い
う
学
問
を
現
実
世
界
で
は
ま
っ
た
く
何
の
意
味
も
持
た
な
い
虚
学
と
し
て
で
は
な

く
、
神
学
の
社
会
的
な
機
能
を
見
抜
き
、
む
し
ろ
政
治
的
な
機
能
を
持
っ
た
神
学
が
あ
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

鴎
外
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
神
学
、
と
り
わ
け
ル
タ
ー
派
の
神
学
の
役
割
が
こ
の
時
代
の
政
治
に
お
い
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の

な
ら
ば
、
必
然
的
に
人
々
は
さ
ぞ
信
仰
深
い
人
々
な
の
だ
ろ
う
考
え
る
わ
け
だ
が
、
彼
は
実
は
現
実
に
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

注
目
し
て
い
る
。
ま
た
人
々
が
伝
統
的
な
教
会
制
度
に
熱
心
に
帰
依
し
て
い
る
か
と
言
え
ば
そ
う
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
て
い

る
。
こ
こ
が
鴎
外
の
視
点
の
鋭
い
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
代
に
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、「
信
仰
」
で
は
な
く
「
神
学
」
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘

で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
「
い
か
な
る
神
学
か
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

鴎
外
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
一
体
宗
教
を
信
じ
る
に
は
神
学
は
い
ら
な
い
）
32
（

」。
神
学
は
学
問
を
し
な
い
、
す
な
わ
ち
一
般
民
衆
に

は
必
要
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
必
要
な
の
は
「
学
問
を
修
め
た
人
々
」
の
た
め
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
啓
蒙
主
義
の
影
響

を
受
け
、
合
理
的
な
精
神
を
身
に
つ
け
た
者
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
鴎
外
は
言
う
。「
元
来
学
問
を
し
た
も
の
に
は
、
宗
教
家
の
謂
う
『
信

仰
』
は
な
い
）
33
（

」。
そ
れ
は
、
教
養
は
あ
る
が
、
信
仰
の
な
い
人
だ
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
学
問
の
あ
る
人
々
は
、
確
か
に
「
信
仰
」
は
な
い

が
、
社
会
に
お
け
る
「
宗
教
」
が
果
た
し
て
い
る
意
義
は
認
め
て
い
る
人
々
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
機
能
を
支
え
る
「
神
学
」
を
必
要
と
し

て
い
る
人
々
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
近
代
に
お
け
る
宗
教
と
信
仰
と
の
乖
離
現
象
で
あ
り
、
同
時
の
こ
の
時
代
の
「
神
学
」

の
特
徴
な
の
で
あ
る
。

近
代
人
は
合
理
的
な
思
考
方
法
や
生
活
態
度
を
身
に
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
内
容
」
と
し
て
の
「
信
仰
」
は
既
に
失
っ
て
い
る
が
、

「
形
式
」
と
し
て
の
「
宗
教
」
は
社
会
で
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
矛
盾
を
鴎
外
は
見
落
と
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ド
イ
ツ

に
お
い
て
神
学
は
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
場
合
に
は
、
実
は
こ
の
「
宗
教
」
と
し
て
の
ル
タ
ー
派
の
政
治
的
役
割
の
こ
と
な
の
で
あ

る
。
鴎
外
は
政
治
的
な
機
能
を
果
た
す
「
神
学
」
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
神
学
の
使
用
の
仕
方
の
政
治
的
な
意
味
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に
つ
い
て
も
十
分
に
承
知
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
に
そ
の
よ
う
な
機
能
を
十
分
に
果
た
し
得
る
成
熟
し
た
政
治
家
や
官
僚
の
み
な
ら
ず
、
神
学

者
が
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。

鴎
外
は
さ
ら
に
、
近
代
人
と
し
て
、
信
仰
の
な
い
人
を
批
判
し
な
い
が
、
信
仰
も
な
く
宗
教
の
機
能
も
否
定
す
る
人
は
「
危
険
思
想
家
」

で
あ
る
と
い
う
大
変
興
味
深
い
命
題
を
提
示
す
る
）
34
（

。
そ
し
て
逆
に
、
信
仰
を
持
っ
て
は
い
な
い
が
、
神
学
の
政
治
的
な
機
能
を
熟
知
し
、
社

会
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
を
肯
定
で
き
る
人
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
近
代
人
で
あ
り
、
実
は
そ
こ
に
こ
そ
ド
イ
ツ
の
強
み
が
あ
る
と

言
う
の
で
あ
る
。

鴎
外
は
こ
の
時
代
の
人
々
の
宗
教
に
つ
い
て
の
態
度
を
三
つ
に
類
型
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
は
「
信
仰
の
あ
る
者
た

ち
」
で
あ
り
こ
れ
は
一
般
の
民
衆
で
あ
り
、
伝
統
主
義
者
た
ち
で
あ
る
。
第
二
に
、「
無
信
仰
で
、
宗
教
の
必
要
性
を
認
め
な
い
者
た
ち
」

で
あ
り
、
こ
れ
は
「
危
険
な
思
想
の
持
ち
主
た
ち
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
三
が
「
無
信
仰
だ
が
宗
教
の
思
想
だ
け
は
認
め
る
」
い
わ
ば

中
庸
な
、
穏
健
な
思
想
の
持
ち
主
た
ち
で
あ
る
。「
か
の
よ
う
に
」
で
提
起
さ
れ
て
い
る
問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
教
養
が
あ
る
が
信
仰
に
つ

い
て
は
形
式
的
に
敬
意
を
払
う
だ
け
の
人
々
が
、
い
か
に
し
て
、
信
仰
は
な
く
と
も
、
宗
教
の
必
要
性
だ
け
は
認
め
る
よ
う
に
な
る
か
、
と

い
う
問
題
で
あ
り
、
第
三
の
立
場
の
者
た
ち
の
育
成
に
よ
る
国
家
形
成
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
仕
事

は
ま
さ
に
こ
の
第
三
の
者
た
ち
の
育
成
に
関
与
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
の
が
秀
麿
の
口
を
通
し
て
語
ら
れ
た
鴎
外
の
見
方
で
あ
る
。
そ
し

て
ド
イ
ツ
の
強
み
は
こ
の
第
三
の
人
々
が
政
治
的
な
要
所
を
占
め
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
鴎
外
は
驚
く
ほ
ど
正
確
に
、
ド
イ
ツ
・
ル
タ
ー
派
的
な
も
の
の
公
共
世
界
に
お
け
る
機
能
を
分
析
し
、
最
近
J
・
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
が
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
宗
教
の
間
』（
二
〇
〇
五
年
）
35
（

）
で
指
摘
し
た
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
な
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
公
共
性
の

問
題
に
つ
い
て
、
鴎
外
は
小
説
と
い
う
手
法
を
用
い
て
で
あ
る
が
、
既
に
一
九
一
二
年
の
時
点
で
論
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
鴎
外
が
こ
の
短
編
小
説
の
中
で
問
う
て
い
る
第
二
の
こ
と
は
、
日
本
の
状
況
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
は
た
し
て
こ
の
よ
う
な

立
場
は
可
能
か
、
と
い
う
問
い
が
提
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
鴎
外
の
こ
の
短
編
小
説
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
の
社
会
に
お
け
る
神
学
の
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機
能
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
日
本
の
社
会
と
政
治
を
批
判
的
に
論
じ
る
視
点
と
材
料
と
を
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
い
う
神
学
者
の
仕
事
を
通
し
て

提
供
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

4
．
東
京
に
お
け
る
ド
イ
ツ
人
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク

さ
て
、
日
本
人
が
ベ
ル
リ
ン
で
ど
の
よ
う
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
講
義
を
聞
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
受
容

し
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
次
に
、
日
本
に
や
っ
て
来
た
ド
イ
ツ
人
が
ど
の
よ
う
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
を
紹
介
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
こ
れ
も
ま
た
こ
れ
ま
で
見
落
と
さ
れ
て
き
た
が
、
日
本
に
お
け
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
受
容
の
重
要
な
視
点
な
の
で
あ
る
。

鴎
外
は
小
説
の
中
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
神
学
教
授
で
、
皇
帝
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
の
正
枢
密
顧
問
官
、
ビ
ス
マ
ル
ク
の
盟
友
で
あ
る
ア
ド

ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
姿
を
描
き
だ
し
た
が
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
姿
を
自
伝
の
中
で
証
言
し
て
い
る
の
は
、
三
浦
ア
ン
ナ
で
あ
る
。

ま
た
三
浦
の
教
え
子
の
ひ
と
り
美
濃
部
綾
子
に
よ
る
私
家
版
の
三
浦
ア
ン
ナ
の
回
想
録
も
三
浦
が
語
っ
た
こ
と
と
し
て
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
触
れ

て
い
る
）
36
（

。

三
浦
ア
ン
ナ
、
ド
イ
ツ
名
は
ア
ン
ナ
・
シ
ュ
ラ
ン
ゲ
は
一
八
九
四
年
一
一
月
一
三
日
に
北
ド
イ
ツ
の
ポ
ル
メ
ル
ン
の
ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
に
生

ま
れ
て
い
る
。
曽
祖
父
の
代
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
の
が
れ
て
ド
イ
ツ
に
移
住
し
た
貴
族
の
子
孫
で
、
こ
の
地
方
の
領
主
の
ひ
と
り
で
あ
っ

た
。
芸
術
に
も
学
問
に
も
早
く
か
ら
才
能
を
示
し
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
哲
学
部
、
後
に
神
学
部
に
学
び
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
も
と
で
学
位
論
文
を

書
く
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。

三
浦
ア
ン
ナ
は
第
一
次
大
戦
後
ド
イ
ツ
留
学
中
の
京
都
大
学
建
築
学
教
授
の
三
浦
耀
と
結
婚
し
、
共
に
帰
国
し
、
京
都
大
学
と
立
教
大
学

で
ド
イ
ツ
文
学
と
キ
リ
ス
ト
教
美
術
史
を
教
え
た
。
伝
記
の
中
で
は
三
浦
ア
ン
ナ
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
も
と
で
、
オ
リ
ゲ
ネ
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ス
に
関
す
る
論
文
で
博
士
号
を
取
得
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
資
料
で
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら

の
伝
記
的
記
述
は
三
浦
ア
ン
ナ
自
身
の
証
言
で
は
な
く
、
ま
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
思
想
を
神
学
者
で
は
な
い
美
濃
部
が
詳
細
に
紹
介
す
る
こ
と

も
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
第
一
次
資
料
と
し
て
扱
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
三
浦
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
の
関
係
は
、
た
と
え
ば

三
浦
ア
ン
ナ
が
日
本
で
産
ん
だ
娘
に
「
ハ
ル
ナ
」
と
い
う
名
を
つ
け
た
こ
と
な
ど
か
ら
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
三
浦
が
述
べ
て
い
る
通

り
、「
ハ
ル
ナ
」
の
名
は
、「
ハ
ル
ナ
ッ
ク
」
の
名
前
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
三
浦
ア
ン
ナ
は
日
本
で
夫
を
亡
く
し
た
後
、
ハ
ル

ナ
ッ
ク
を
通
し
て
京
都
大
学
の
波
多
野
精
一
に
就
職
の
斡
旋
を
依
頼
し
、
京
都
大
学
と
同
志
社
大
学
で
ド
イ
ツ
語
講
師
の
職
を
得
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
三
浦
が
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
指
導
を
受
け
た
学
生
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
既
に
述
べ
た
通
り
三
浦
ア
ン
ナ
の
場
合
に
は
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
思
想
に
つ
い
て
言
及
し
た
一
次
資
料
、
し
か
も
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
側

の
資
料
で
も
裏
づ
け
を
得
ら
れ
る
論
文
な
ど
が
な
い
こ
と
か
ら
、
三
浦
ア
ン
ナ
を
通
し
て
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
影
響
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
際
に
重
要
な
の
が
オ
ッ
ト
ー
・
モ
ー
リ
ッ
ツ
・
シ
ュ
ミ
ー
デ
ル
と
い
う
独
逸
普
及
福
音
新
教
伝
道
会
の
宣
教
師
で
あ

る
。
そ
し
て
彼
が
日
本
で
最
初
に
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
思
想
と
生
涯
と
を
紹
介
し
た
人
物
で
あ
ろ
う
。

シ
ュ
ミ
ー
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
国
内
で
も
既
に
そ
の
名
を
忘
れ
ら
れ
て
久
し
い
人
物
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ー
デ
ル
は
一
八
五
八
年
に

生
ま
れ
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
や
イ
ェ
ー
ナ
で
学
び
、
H
・
グ
ー
テ
、
R
・
A
・
リ
プ
シ
ウ
ス
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り

も
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ッ
ヒ
時
代
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
師
事
し
そ
の
強
い
影
響
の
も
と
初
期
キ
リ
ス
ト
教
史
、
そ
し
て
後
に
は
い
わ
ゆ
る
神
学
的
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
の
イ
エ
ス
伝
研
究
に
つ
い
て
の
著
作
を
残
し
て
い
る
）
37
（

。

一
八
八
七
年
に
独
逸
普
及
福
音
新
教
伝
道
会
の
宣
教
師
と
し
て
来
日
し
、
独
逸
学
協
会
学
校
と
新
教
新
学
校
で
教
え
、
い
わ
ゆ
る
「
新
神

学
」
と
し
て
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
伝
え
ら
れ
た
立
場
と
と
も
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
は
こ
の
独
逸
普
及
福
音
新
教
伝
道
会
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
隅
谷
三
喜
男
に
よ
れ
ば
、「
独
逸
普
及
福
音
教
会
は
教
会
と
し
て
拡
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大
し
て
行
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
教
会
ほ
ど
明
治
社
会
に
影
響
を
与
え
た
キ
リ
ス
ト
教
会
は
他
に
は
な

い
。
社
会
的
な
影
響
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
教
会
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
来
た
諸
教
派
教
会
に
決
し
て
ひ
け
を
と
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
）
38
（

」。
こ
の
独
逸
普
及
福
音
教
会
が
「
日
本
に
与
え
た
影
響
は
、
た
だ
キ
リ
ス
ト
教
界
に
の
み
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
文
学
、
哲
学
、
歴
史
学
な
ど
の
学
術
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
し
、
社
会
主
義
思
想
と
そ
の
運
動
に
お
い
て
も
少
な
か
ら
ぬ
足
跡
を

残
し
た
）
39
（

」。

「
独
逸
普
及
福
音
新
教
伝
道
会
」
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
の
ル
タ
ー
派
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
創
設
さ

れ
た
、
世
界
伝
道
の
た
め
の
社
団
で
あ
る
。
そ
の
成
立
か
ら
日
本
伝
道
ま
で
の
歴
史
を
ま
ず
概
観
し
て
お
こ
う
。

一
八
八
四
年
六
月
五
日
に
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
で
、
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
公
カ
ー
ル
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
の
庇
護
の
も
と
に
ド
イ
ツ
の
世
界

政
策
を
前
提
に
、
そ
の
宗
教
的
な
課
題
を
担
う
世
界
伝
道
の
た
め
の
社
団
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
れ
がA

llgem
einer E

vangelischer- 

Protestantischer M
issionsverein

で
あ
る
。
こ
の
社
団
の
世
界
宣
教
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
こ
の
社
団
の
中
心
的
な
牧
師
の
ひ
と
り
で
あ
っ

た
エ
ル
ン
ス
ト
・
ブ
ス
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
、
一
八
七
六
年
に
書
か
れ
た
彼
の
『
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
、
そ
の
原
理
的
正
当
性
と
実

践
的
適
応
』
は
そ
の
思
想
的
な
源
泉
で
あ
る
）
40
（

。
こ
の
論
文
は
元
来
懸
賞
論
文
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
中
で
ブ
ス
は
宗
教
史
学
派
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
る
神
学
研
究
の
立
場
、
す
な
わ
ち
比
較
宗
教
史
研
究
を
前
提
に
し
、
他
方
で
キ
リ
ス
ト
教
的
な
文
化
の
妥
当
性
と
優
位
性
と
に
基
づ

い
た
伝
道
論
を
展
開
し
て
い
る
。

ま
た
こ
の
社
団
に
お
い
て
ブ
ス
と
共
に
理
論
的
・
実
践
的
な
影
響
を
与
え
て
い
た
の
が
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
牧
師
ヴ
ィ
ル
フ
リ
ー
ト
・
シ
ュ

ピ
ン
ナ
ー
で
あ
り
、
彼
が
こ
の
社
団
の
最
初
の
宣
教
師
と
し
て
日
本
に
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
際
承
認
さ
れ
た
こ
の
社
団
の
規
約
の
中
に
次
の
よ
う
な
項
目
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
こ
の
伝
道
会

は
、
キ
リ
ス
ト
教
及
び
キ
リ
ス
ト
教
的
な
文
化
を
、
非
キ
リ
ス
ト
教
諸
国
民
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
諸
国
民
の
既
存
の
真
理
契
機
と
結
び
付

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
拡
大
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」（
第
二
条
）。
あ
る
い
は
「
非
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
一
般
的
な
文
化
的
傾
向

ky5031ハルナックdB.indd   194 11.7.25   2:21:50 PM



195 ベルリンの日本人と東京のドイツ人

（
植
民
地
の
開
発
、
地
理
学
や
民
族
学
そ
の
他
）
を
助
け
、
そ
こ
に
生
き
て
い
る
信
者
た
ち
の
仲
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
概
念
を
養
う
こ
と
」

（
第
三
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
社
団
は
は
じ
め
か
ら
、
従
来
か
ら
海
外
伝
統
を
し
て
い
た
敬
虔
主
義
グ
ル
ー
プ
の
素
朴
な
伝
道
活
動
と

は
異
な
っ
て
い
た
。
彼
ら
の
活
動
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
伝
達
と
し
て
の
伝
道
を
超
え
て
、
文
化
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
達
と

い
う
側
面
が
前
面
に
出
て
い
た
。

こ
の
普
及
福
音
新
教
伝
道
会
は
、
一
八
八
五
年
九
月
三
〇
日
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
で
第
一
回
総
会
を
開
催
し
、
オ
ッ
ト
ー
・
プ
フ
ラ
イ
デ

ラ
ー
が
講
演
を
し
た
。
こ
の
講
演
に
こ
の
社
団
の
特
性
が
よ
く
現
れ
出
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
プ
フ
ラ
イ
デ
ラ
ー
は
ま
さ
に
こ

の
時
代
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
典
型
的
な
神
学
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
既
に
述
べ
た
通
り
、
一
八
七
〇
年
と
七
一
年
に
起
こ
っ
た

帝
国
の
成
立
は
、
帝
国
の
市
民
宗
教
と
し
て
の
「
ド
イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
教
」
が
認
識
す
る
「
国
民
史
（nationale G

eschichte

）
の
絶
頂

期
に
お
け
る
神
の
歴
史
的
な
啓
示
）
41
（

」
で
あ
る
と
言
い
切
り
、
そ
こ
に
ド
イ
ツ
特
有
の
文
化
理
念
が
啓
示
さ
れ
て
い
る
と
見
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
彼
は
帝
国
の
基
盤
に
据
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
ド
イ
ツ
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
人
間
性
の
宗
教
）
42
（

」
で
あ
る
と
彼
は
考
え
て
い

た
。彼

の
講
演
は
「
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
類
に
つ
い
て
の
キ
リ
ス
ト
教
的
文
化
民
族
の
教
育
的
な
課
題
）
43
（

」
と
い
う
も
の
で
、
彼
は
こ
の
中
で

も
ド
イ
ツ
的
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
神
の
歴
史
的
な
啓
示
を
語
り
、
他
の
非
キ
リ
ス
ト
教
的
な
民
族
を
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
文
化
と
世
界

観
へ
と
導
く
こ
と
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
文
化
民
族
と
し
て
の
ド
イ
ツ
の
課
題
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
世
界
伝
道

論
は
明
ら
か
に
従
来
の
素
朴
な
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音
の
伝
達
と
い
う
敬
虔
主
義
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
も
の
と
は
異
な
っ
て
、
こ
の
時
代
の
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
の
政
治
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
世
界
政
策
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
神
学
者
で
あ
る
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
は
こ
の
伝
道
社
団
の
活
動
を

支
持
し
て
い
る
。
彼
は
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
グ
ス
タ
フ
・
ヴ
ァ
ル
ネ
ッ
ク
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
の
社
団
へ
の
批
判
に
答
え
、
社
団
を
擁
護

し
、
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
の
活
動
か
ら
区
別
さ
れ
る
伝
道
が
必
要
で
あ
り
、
庶
民
層
へ
の
浸
透
や
貧
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民
救
済
活
動
の
よ
う
な
手
段
を
用
い
て
伝
道
す
る
の
で
は
な
く
、
教
養
層
へ
の
浸
透
と
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
社
会
的
な
広
が
り
を
示
さ
ね
ば

な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
ヴ
ァ
ル
ネ
ッ
ク
は
こ
の
時
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
伝
道
学
の
大
家
で
あ
っ
た
が
、
ヴ
ァ
ル
ネ
ッ
ク
も
従

来
の
敬
虔
主
義
の
伝
道
活
動
も
、
直
接
的
な
影
響
力
（
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ
た
数
や
伝
道
事
業
の
具
体
的
な
数
値
な
ど
）
を
重
ん

じ
る
た
め
に
、
よ
り
重
要
な
文
化
へ
の
浸
透
な
ど
の
間
接
的
な
影
響
力
を
軽
視
し
て
い
る
と
ト
レ
ル
チ
は
批
判
し
た
の
で
あ
る
）
44
（

。

こ
の
伝
道
社
団
は
一
八
八
五
年
に
な
っ
て
、
第
一
回
総
会
の
直
前
に
、
最
初
の
宣
教
師
と
し
て
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
牧
師
で
あ
っ
た
ヴ
ィ
ル

フ
リ
ー
ト
・
シ
ュ
ピ
ン
ナ
ー
を
選
び
、
派
遣
を
決
定
し
た
。
当
初
の
こ
の
社
団
は
イ
ン
ド
へ
の
宣
教
師
の
派
遣
を
考
え
て
お
り
、
イ
ン
ド
に

関
心
を
持
ち
、
宗
教
学
的
な
イ
ン
ド
研
究
を
続
け
て
い
た
シ
ュ
ピ
ン
ナ
ー
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
頃
ベ
ル
リ
ン
に
留
学

中
で
あ
っ
た
和
田
垣
謙
三
（
後
の
東
京
帝
国
大
学
農
学
部
教
授
）
と
ド
イ
ツ
駐
在
公
使
青
木
周
三
（
後
の
外
務
大
臣
）
等
の
強
力
な
要
請
が

あ
り
、
伝
道
地
は
イ
ン
ド
か
ら
日
本
へ
と
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
日
本
民
族
に
属
す
る
人
々
自
身
か
ら
直
接
に
、
日
本
で
こ
そ
全

力
を
あ
げ
て
活
動
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
請
が
な
さ
れ
、
早
速
そ
の
方
向
に
進
む
こ
と
に
決
め
た
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
）
45
（

。

シ
ュ
ピ
ン
ナ
ー
は
元
来
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
A
・
E
・
ヴ
ィ
ー
ダ
ー
マ
ン
の
学
生
で
、
イ
ン
ド
の
宗
教
に
興
味
を
持
ち
、
日
本
に
赴
任
す
る

際
に
も
ド
イ
ツ
人
で
当
時
イ
ギ
リ
ス
在
住
の
著
名
な
宗
教
学
者
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
を
訪
問
し
、
ア
ジ
ア
の
宗
教
に
つ
い
て
の
情
報
を
得

て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
こ
の
普
及
福
音
伝
道
会
の
後
援
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
名
誉
会
員
で
も
あ
る
。
シ
ュ

ピ
ン
ナ
ー
は
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
を
経
由
し
て
、
一
八
八
五
年
九
月
に
日
本
に
到
着
し
た
。

シ
ュ
ピ
ン
ナ
ー
は
元
来
ス
イ
ス
人
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
社
団
は
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
公
カ
ー
ル
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
の
庇
護
の
も
と
に
設
立
さ

れ
て
い
た
の
で
、
彼
は
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
の
領
邦
教
会
に
移
籍
し
、
カ
ー
ル
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
の
庇
護
の
も
と
に
日
本
に
派
遣
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
シ
ュ
ピ
ン
ナ
ー
は
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
の
領
邦
教
会
に
お
け
る
職
務
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
お
い
て
遂
行
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。

礼
拝
様
式
、
神
学
教
育
の
方
法
、
ま
た
使
用
言
語
に
至
る
ま
で
本
国
と
の
関
係
を
保
持
し
て
お
り
、
こ
れ
は
い
わ
ば
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
の
領
邦

教
会
の
ひ
と
つ
の
教
区
（G

em
einde

）
が
日
本
に
作
ら
れ
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
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彼
は
築
地
の
外
国
人
居
留
地
に
住
み
、
東
京
に
教
会
を
組
織
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
組
織
は
駐
日
ド
イ
ツ
公
使
フ
ォ
ン
・
デ
ン
ホ

フ
を
中
心
に
な
さ
れ
た
。
シ
ュ
ピ
ン
ナ
ー
は
彼
の
来
日
の
四
年
前
に
独
逸
学
の
普
及
を
目
指
し
、
ま
た
明
治
政
府
の
独
逸
学
へ
の
友
好
的
な

奨
励
の
も
と
に
創
立
さ
れ
た
独
逸
学
協
会
学
校
で
教
え
な
が
ら
、
伝
道
活
動
を
開
始
し
た
。
一
八
八
七
年
一
〇
月
三
一
日
に
本
郷
の
壱
岐
坂

に
壱
岐
坂
会
堂
を
建
設
し
て
い
る
が
、
こ
の
教
会
の
最
初
の
洗
礼
者
が
永
井
荷
風
の
祖
母
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
は
シ
ュ
ミ
ン
ナ
ー
は
門
下
の
学
生
を
教
育
す
る
た
め
に
新
教
神
学
校
を
設
立
し
て
い
る
。
こ
の
学
校
は
小
さ
な
学
校
で
あ
っ
た

が
、
ド
イ
ツ
の
諸
大
学
の
神
学
部
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
見
本
と
し
、
ド
イ
ツ
語
の
他
に
も
、
古
典
語
や
哲
学
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
神
学
の
諸

科
を
教
育
し
た
。
三
並
良
の
『
日
本
に
於
け
る
自
由
基
督
教
と
其
先
駆
者
』
は
普
及
福
音
教
会
五
〇
年
を
記
念
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
中
に
こ
の
神
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
触
れ
た
個
所
が
あ
り
、
聖
書
学
や
教
会
史
は
当
時
の
宗
教
史
学
派
の
影
響
の
も
と
に
、

歴
史
的
＝

批
判
的
な
研
究
が
講
義
さ
れ
、
組
織
神
学
や
倫
理
学
、
宗
教
哲
学
の
み
な
ら
ず
、
哲
学
史
の
講
義
な
ど
も
充
実
し
て
い
た
こ
と
が

読
み
取
れ
る
。
た
と
え
ば
後
に
日
銀
総
裁
と
な
り
、
さ
ら
に
は
枢
密
院
の
構
成
員
と
な
っ
た
深
井
英
五
は
こ
の
神
学
校
の
教
育
が
、
そ
れ
以

前
に
受
け
た
同
志
社
の
普
通
教
育
よ
り
も
は
る
か
に
高
度
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
そ
の
講
義
の
多

く
は
ド
イ
ツ
語
で
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
学
校
は
小
さ
い
が
、
当
時
大
変
有
名
に
な
り
、
森
鴎
外
な
ど
は
し
ば
し
ば
出
入
り
し

て
お
り
、
小
説
『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
な
ど
に
も
こ
の
学
校
の
様
子
を
描
い
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
一
八
九
一
年
に
上
富
坂
に
新
校
舎
が
落
成
し
た
際
の
落
成
式
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
落
成
式
の
主
賓
は
東
京
帝
国
大
学

総
長
の
加
藤
弘
之
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
祝
辞
を
述
べ
て
い
る
。

新
教
神
学
校
の
課
程
を
見
る
と
、
帝
国
大
学
文
科
大
学
に
一
人
の
姉
妹
を
得
た
よ
う
な
気
が
し
て
誠
に
喜
ば
し
い
。
近
来
私

立
学
校
は
営
利
を
目
的
と
し
、
又
は
拝
金
宗
の
実
用
教
育
を
主
義
と
す
る
も
の
が
多
い
が
、
新
教
神
学
校
の
よ
う
な
学
校
が
盛

ん
に
な
れ
ば
、
そ
の
悪
風
を
救
い
、
幽
遠
高
尚
の
思
想
を
涵
養
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
）
46
（

。
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こ
の
普
及
福
音
教
会
が
、
明
治
政
府
に
お
け
る
英
米
仏
の
影
響
に
対
し
て
、
政
治
に
お
い
て
も
、
学
問
の
世
界
に
お
い
て
も
対
抗
し
得
る

よ
う
な
ド
イ
ツ
学
と
ド
イ
ツ
文
化
の
移
入
に
貢
献
し
、
ま
た
政
府
内
の
親
ド
イ
ツ
派
の
庇
護
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の

教
会
と
神
学
校
の
急
速
な
発
展
と
浸
透
は
、
た
と
え
ば
東
京
大
学
に
お
け
る
英
語
に
よ
る
講
義
の
廃
止
や
、
ド
イ
ツ
的
な
学
問
の
浸
透
と
深

く
関
係
し
て
い
る
と
見
て
間
違
い
な
い
。

明
ら
か
に
こ
の
独
逸
普
及
福
音
新
教
伝
道
会
の
日
本
に
お
け
る
伝
道
活
動
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
や
っ
て
来
た
宣
教
師
た
ち
の
そ
れ
と
は
異

な
っ
て
い
た
。
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
は
今
後
詳
細
に
比
較
・
分
析
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
顕
著
な
特
徴
を
先
に
示
す
な
ら
ば
、
ア
メ

リ
カ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
、
明
治
政
府
や
官
僚
と
結
び
つ
く
よ
り
は
、
民
間
で
あ
る
こ
と
の
自
覚
を
比
較
的
強
く
持
ち
、
明
治
に

な
り
失
業
し
た
武
士
階
層
か
ら
多
く
の
指
導
者
を
得
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
伝
道
会
は
、
む
し
ろ
明
治
政
府
に
近
く
、
そ
の
信
徒
や
理
解
者

の
多
く
が
官
僚
や
政
府
の
要
職
に
つ
い
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
教
＝

ア
メ
リ
カ
の
宗
教
と
い
う
意
識
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
の
経
済
的
な
援
助
と
結
び
つ
き
、
ア
メ
リ
カ
文
化
の
代

弁
者
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
、
反
伝
統
的
で
あ
り
、
反
政
府
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
、
む

し
ろ
既
存
の
国
家
シ
ス
テ
ム
と
結
び
つ
く
キ
リ
ス
ト
教
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
シ
ュ
ピ
ン
ナ
ー
の
講
義
を
聞
き
、
最
初
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
な
っ
た
者
た
ち
の
リ
ス
ト
は
赤
司
繁
雄
氏
に
よ
れ
ば
次
の
通
り
で

あ
る
。

向
軍
治
（
慶
応
大
学
教
授
）、
丸
山
通
一
（
旧
制
第
一
高
等
学
校
教
授
）、
谷
泰
吉
（
医
師
）、
反
井
扑
（
医
師
）、
島
安
次
郎

（
工
学
博
士
）、
中
村
健
一
郎
（
彦
根
高
商
校
長
）、
司
馬
亮
太
郎
（
独
協
中
学
校
長
）、
小
川
尚
義
（
台
北
大
学
教
授
）、
藤
浪

鑑
（
京
都
大
学
医
学
部
教
授
）、
長
岡
文
之
助
（
林
博
、
林
野
局
技
官
）、
桜
井
恒
二
郎
（
医
博
、
九
州
大
学
教
授
）、
小
松
原
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英
太
郎
（
文
部
大
臣
）、
樫
田
亀
一
郎
（
医
博
、
侍
医
）」
な
ど
が
い
た
。
ま
た
後
の
第
一
三
代
日
銀
総
裁
と
な
る
深
井
英
五
も

シ
ュ
ペ
ン
ナ
ー
の
新
神
学
校
の
卒
業
生
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
「
呉
秀
三
（
東
京
大
学
教
授
）、
高
田
耕
安
（
茅
ヶ
崎

南
湖
院
の
創
設
者
）、
大
西
祝
（
早
稲
田
大
学
、
京
都
大
学
教
授
）、
藤
代
禎
輔
（
京
大
学
長
）、
宮
入
慶
之
助
（
日
本
住
血
吸

虫
の
発
見
者
）
47
（

）。

さ
て
シ
ュ
ミ
ー
デ
ル
は
一
八
九
二
年
に
帰
国
す
る
ま
で
の
五
年
間
に
、
原
始
キ
リ
ス
ト
教
史
を
中
心
と
し
た
教
会
史
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教

文
学
、
宗
教
哲
学
な
ど
の
講
義
を
担
当
し
、
ま
た
『
六
合
雑
誌
』
や
こ
の
教
会
の
機
関
紙
で
あ
る
『
真
理
』
に
論
文
を
発
表
し
、
近
代
聖
書

学
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
高
等
批
評
」
と
呼
ば
れ
た
立
場
か
ら
の
議
論
を
展
開
し
、
ア
メ
リ
カ
の
教
会
の
伝
道
に
よ
っ
て
成
立
し
た
日
本
の

教
会
の
正
典
論
に
基
づ
く
聖
書
学
、
あ
る
い
は
保
守
派
の
聖
書
信
仰
の
立
場
に
あ
る
人
々
に
衝
撃
を
与
え
た
。
来
日
中
に
書
い
た
『
東
京
の

教
会
の
一
週
間
）
48
（

』
は
ド
イ
ツ
で
も
評
判
に
な
り
、
帰
国
後
は
ヴ
ァ
イ
マ
ー
ル
近
郊
の
ゲ
ッ
テ
ル
の
教
会
の
牧
師
を
経
て
、
最
後
は
ギ
ム
ナ
ジ

ウ
ム
の
宗
教
の
教
授
と
な
っ
た
。

さ
て
、
こ
の
シ
ュ
ミ
ー
デ
ル
が
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
三
年
）
に
『
真
理
』
の
第
二
巻
二
二
号
の
四
七
九
〜
四
八
一
頁
に
「
ハ
ル
ナ
ッ
ク

氏
略
伝
」
と
い
う
小
さ
な
文
章
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
が
お
そ
ら
く
わ
が
国
で
最
初
に
書
か
れ
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
紹
介
で
あ
る
。
以
下
の

よ
う
な
文
章
で
あ
る
。
最
後
に
「
み
訳
」
と
あ
る
の
は
三
並
良
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
漢
字
は
引
用
者
の
判
断
で
一
部
当
用
漢
字
に
直
し
て

あ
る
。
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5
．
シ
ュ
ミ
ー
デ
ル
「
ハ
ル
ナ
ッ
ク
氏
略
傳
」

「A
dol 〔

マ
マ
〕

ph H
arnack

は
千
八
百
五
十
一
年
七
月
を
以
て
ド
ル
パ
ー
ト
府
に
生
る
ド
ル
バ〔
マ
マ
〕ー

ト
は
魯
領
東
海
諸
州
の
大
學
の
在
る
所
に
し

て
魯
國
當
時
の
皇
帝
が
ス
ラ
ヴ
エ
ン
人
種
を
合
一
せ
ん
と
の
大
計
畫
を
爲
さ
さ
り
し
以
前
は
ド
ル
パ
ー
ト
大
學
の
教
授
は
殆
ん
ど
皆
獨
乙

人
な
る
か
然
ら
さ
れ
は
獨
魯
人
よ
り
成
れ
り
氏
の
父
テ
ヲ
ド
ジ
ウ
ス
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
氏
は
千
八
百
十
七
年
ペ
ー
ト
ル
ス
ブ
ル
ク
に
生
れ
後

同
府
大
學
の
神
學
科
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
、
殊
に
極
端
な
る
固
執
ル
ー
テ
ル
派
に
属
せ
り
、
ア
ド
ル
フ
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
氏
は
千
八
百
六
十
九

年
よ
り
七
十
二
年
迄
ド
ル
パ
ー
ト
に
在
て
神
學
を
修
め
後
千
八
百
七
十
四
年
に
至
り
ラ
イ
プ
チ
ヒ
府
に
於
て
教
會
歴
史
教
授
の
免
状
を
得

千
八
百
七
十
六
年
同
府
大
學
員
外
教
授
と
な
れ
り
余
甞
て
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
學
に
遊
學
せ
し
日
ハ
ル
ナ
ッ
ク
教
授
の
講
義
を
聴
け
り
此
時
教
授

尚
ほ
甚
だ
若
冠
恰
も
一
學
生
の
如
し
然
れ
ど
も
其
の
博
學
多
識
に
し
て
辧
舌
爽
活
な
る
能
く
聴
講
者
の
望
を
得
た
り
當
時
余
の
為
め
甚
だ
有

益
な
り
し
は
教
授
の
聴
講
者
及
び
教
授
の
設
立
せ
し
教
會
歴
史
會
の
會
員
よ
り
な
る
神
學
研
究
會
な
り
き
此
會
に
於
て
は
會
員
互
に
思
想
の

交
換
、
學
理
上
の
討
論
或
は
他
人
の
論
文
を
批
評
せ
し
か
為
め
余
は
始
め
て
學
理
研
究
の
厳
正
な
る
方
法
を
學
び
得
た
り
余
等
同
輩
當
時
基

督
降
誕
祭
に
際
し
ハ
ル
ナ
ッ
ク
教
授
を
招
待
し
た
る
こ
と
あ
り
し
か
此
時
教
授
は
余
等
學
生
に
直
正
の
神
學
生
理
想
は
宗
教
上
深
邃
と
不
屈

不
撓
の
勉
學
と
を
兼
有
す
る
こ
と
な
り
と
勧
告
せ
り
千
八
百
七
十
九
年
教
授
は
ギ
ー
セ
ン
大
學
に
招
聘
せ
ら
れ
正
員
教
授
と
な
れ
り
當
時
ラ

イ
プ
チ
ヒ
大
學
籔
百
の
學
生
は
教
授
を
し
て
大
學
を
去
ら
し
む
べ
か
ら
ず
と
文
部
大
臣
に
献
白
せ
し
か
事
無
益
と
な
り
教
授
は
遂
に
ギ
ー
セ

ン
大
學
に
趣
け
り
籔
年
を
出
で
ず
し
て
學
生
等
再
び
教
授
を
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
學
正
員
教
授
と
し
て
招
聘
せ
ん
と
盡
力
す
る
所
あ
り
し
か
ラ
イ

プ
チ
ヒ
固
執
派
の
柱
右
と
呼
ば
る
ゝ
教
授
ル
ー
タ
ル
ト
氏
大
に
之
れ
に
反
對
せ
し
を
以
て
や
み
ぬ
後
ハ
ル
ナ
ッ
ク
教
授
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大

學
に
招
聘
せ
ら
れ
し
が
後
又
た
ベ
ル
リ
ン
大
學
に
招
聘
せ
ら
る
ゝ
こ
と
な
れ
り
當
時
普
國
の
固
執
派
は
百
万
力
を
盡
し
て
之
れ
を
拒
絶
せ
ん
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と
せ
り
然
れ
と
も
當
時
の
文
部
大
臣
子
爵
ゴ
ス
レ
ル
氏
は
井
ル
ヘ
ル
ム
帝
の
保
護
を
得
て
神
學
科
大
學
の
意
志
を
貫
轍
し
遂
に
若
冠
な
れ
ど

も
近
世
に
鏘
々
た
る
教
會
歴
史
家
を
伯
林
大
學
教
授
と
な
り
た
り
し
今
や
教
授
は
獨
逸
の
首
都
に
あ
り
て
勢
力
あ
る
甚
だ
大
な
り

其
の
著
述
の
著
明
な
る
者
を
擧
く
れ
は
下
の
如
し
教
授
は
他
の
二
碩
學
と
協
向
し
て
使
徒
時
代
の
師
父
の
著
書
に
批
評
を
加
へ
て
出
版

し
又Zeit des Ignatius, das M

önchthum
 seine Ideale und G

eschichte 

を
著
述
せ
り
其
の
大
著
述
と
云
ふ
べ
き
者
は
「
教
義
歴
史
」

三
巻
（Lehe 〔
マ
マ
〕

buch der D
ogm

engeschichte. 1886

―90

）
な
り
其
の
第
一
巻
は
ニ
カ
ヤ
信
條
近
年
に
至
る
迄
の
発
達
、
第
二
巻
と
三
巻

は
現
今
に
至
る
迄
の
教
義
の
発
達
を
論
せ
り
各
巻
皆
一
年
を
出
で
す
し
て
再
版
せ
ら
れ
た
り
其
他
教
授
は
「
教
義
略
史
」（G

rundris 〔
マ
マ
〕

s der 

D
ogm

engeschichte

）
及
ひ
二
百
年
代
の
新
約
書
（D

as neue Testam
ent um

s Jahr 200.

）
を
著
述
せ
り
千
八
百
八
十
七
年
以
来
教
授

は
ギ
ー
セ
ン
府
の
シ
ュ
ー
レ
ル
氏
が
発
行
す
る
「
神
學
的
文
學
誌
」（T

heologische Litteraturzeitung

）
の
論
文
を
草
す
同
雑
誌
は
新
版

の
神
學
書
を
掲
示
し
且
つ
批
評
す
る
も
の
な
り
又
た
教
授
は
余
が
親
友
マ
ル
チ
ン
、
ラ
ー
デ
の
発
行
す
る
週
刊
雑
誌D

ie christliche W
elt

に
協
力
し
又
た
近
来
に
至
り
発
行
せ
ら
る
Zゝeitschrift für T

heologie und K
irche

に
協
力
す
此
の
雑
誌
は
聖
書
教
會
歴
史
等
の
研
究
に

従
事
す
る
の
み
な
ら
ず
復
た
大
に
実
際
的
に
盡
す
所
あ
り

ハ
ル
ナ
ッ
ク
教
授
の
神
學
上
の
立
場
は
次
の
如
し
教
授
は
始
め
固
執
派
に
属
し
た
り
し
が
後
ち
忽
ち
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
府
な
る
調
和
派

神
学
の
大
斗
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
、
リ
ッ
チ
ュ
ル
の
影
響
を
受
け
た
り
リ
ッ
チ
ュ
ル
氏
ハ
〔
マ
マ
〕學
理
と
其
の
所
論
と
は
甚
だ
論
難
す
べ
き
も
の
あ

り
と
雖
ど
も
氏
の
人
物
の
為
め
其
の
學
生
は
甚
だ
氏
に
服
せ
り
ハ
ル
ナ
ッ
ク
教
授
は
特
に
リ
ッ
チ
ュ
ル
氏
の
説
を
執
て
神
學
上
の
辧
理

（Specutation

）
を
排
撃
し
神
學
の
上
に
哲
學
の
影
響
す
る
こ
と
を
拒
絶
し
、
其
の
古
代
基
督
教
に
関
す
る
所
論
も
亦
た
リ
ッ
チ
ュ
ル
氏
の

影
響
を
受
け
た
り
し
が
後
又
た
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
學
派
に
属
す
る
教
會
歴
史
の
碩
學
オ
ー
ベ
ル
ベ
ッ
ク
氏
の
影
響
を
受
け
て
リ
ッ
チ
ュ
ル
氏

の
偏
頗
を
放
棄
し
た
り
故
に
今
日
教
授
が
古
代
基
督
教
に
関
す
る
所
論
は
批
評
進
学
の
柱
右
な
る
ホ
ル
ス
テ
ン
、
ホ
ル
ツ
マ
ン
、
リ
ッ
プ

ジ
ュ
ス
、
プ
ラ
イ
デ
レ
ル
、
ワ
イ
ツ
ゼ
ッ
ケ
ル
等
の
所
論
と
異
な
る
所
甚
だ
僅
少
な
り
是
れ
以
下
の
論
文
）
49
（

を
見
て
も
知
る
べ
き
な
り
要
す
る

に
教
授
は
、
春
秋
尚
ほ
強
壮
に
し
て
活
発
、
信
仰
に
富
み
學
理
上
極
め
て
自
由
な
る
神
學
界
の
一
大
人
物
な
り
（
み
訳
）」
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お
わ
り
に

日
本
に
お
け
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
紹
介
は
実
は
英
語
圏
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
開
始
さ
れ
て
お
り
、
他
の
国
々
よ
り
も
か
な
り
早
い
段
階
で
行
わ

れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ま
た
ベ
ル
リ
ン
を
訪
問
し
た
日
本
人
は
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
の
神
学
者
よ
り
は
は
る
か
に
少
な
い
が
、
そ
の

仕
事
の
本
質
を
正
確
に
理
解
し
、
日
本
に
紹
介
し
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
後
何
と
い
っ
て
も
日
本
の
神
学
と
教
会
は
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
と
そ
の
学
派
、
さ
ら
に
は
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
と
そ
の

学
派
の
影
響
を
大
き
く
受
け
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
仕
事
は
不
当
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
オ
ッ
ト
ー
・
モ
ー
リ
ッ

ツ
・
シ
ュ
ミ
ー
デ
ル
が
一
八
九
〇
年
に
最
初
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
紹
介
を
し
て
か
ら
、
今
年
〔
こ
の
講
演
は
二
〇
一
〇
年
に
な
さ
れ
た
〕
ま
で

一
二
〇
年
の
時
間
が
経
過
し
た
が
、
こ
の
一
二
〇
年
の
日
本
に
お
け
る
ハ
ル
ナ
ッ
ク
研
究
を
さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
も
必
要
で

あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
大
切
な
こ
と
は
、
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
や
神
学
的
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
た
ち
の
ラ
ベ
リ
ン
グ
を
直
接
知
ら
な
い
世
代
に

よ
っ
て
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
仕
事
そ
れ
自
体
の
研
究
や
検
討
が
、
自
由
に
、
バ
ル
ト
の
呪
縛
を
越
え
て
は
じ
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
第
一
に
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
主
要
な
テ
ク
ス
ト
の
翻
訳
が
開
始
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
近
年
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
『
マ
ル
キ
オ

ン
』
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
が
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
の
研
究
は
近
年
の
グ
ノ
ー
シ
ス
研
究
の
発
展
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
が
、
い
ず
れ
の
そ
の
後
の
研
究
も
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
仕
事
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
マ

ル
キ
オ
ン
研
究
の
も
っ
と
も
重
要
な
書
物
の
一
冊
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
日
本
に
は
ま
だ
こ
の
書
物
の
翻
訳
さ
え
な
い
。
ま
た
彼

の
『
教
義
史
』
全
三
巻
の
翻
訳
も
な
い
。
さ
ら
に
は
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』
の
最
新
の
校
訂
版
に
よ
る
翻
訳
も
な
い
状
態
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
翻
訳
が
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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ま
た
第
二
に
、
ハ
ル
ナ
ッ
ク
が
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
に
お
い
て
果
た
し
た
政
治
的
役
割
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
政
治
史
と
の
共
同
研
究

が
、
ま
た
当
時
の
学
問
・
文
化
行
政
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
大
学
史
と
の
共
同
研
究
が
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
明
治
以
後
の
日
本
の
近
代
化
と
の
関
係
で
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
仕
事
が
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
東
京
と
ベ
ル
リ

ン
と
を
、
も
ち
ろ
ん
地
理
的
、
文
化
的
、
宗
教
的
、
政
治
的
差
異
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
「
同
時
代
」
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
課

題
で
あ
る
。
そ
れ
は
従
来
の
比
較
文
化
、
比
較
宗
教
学
な
ど
と
は
違
っ
た
方
法
論
を
必
要
と
し
て
い
る
。
シ
ュ
ミ
ー
デ
ル
が
東
京
の
神
学
校

で
行
っ
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
つ
い
て
の
講
義
と
、
ベ
ル
リ
ン
で
波
多
野
精
一
が
聞
い
た
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
講
義
は
言
葉
の
壁
を
越
え
て
、「
同
時

代
」
と
い
う
視
点
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
宗
教
政
策
と
日
本
の
明
治
時
代
以
後
の
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
、
あ

る
い
は
日
本
の
明
治
政
府
に
よ
る
学
問
行
政
と
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
文
教
政
策
や
大
学
論
は
、
比
較
や
影
響
史
の
研
究
と
い
う
よ
り
は
、
同
時
代

に
お
け
る
二
つ
の
政
策
事
例
と
し
て
研
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
代
史
的
研
究
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
、
か
つ
て
二
〇
〇
六
年
に

「
日
本
に
お
け
る
ド
イ
ツ
年
」
の
企
画
の
ひ
と
つ
と
し
て
森
美
術
館
で
「
東
京
―
ベ
ル
リ
ン
／
ベ
ル
リ
ン
―
東
京
」
が
行
わ
れ
た
時
に
試
み

ら
れ
た
方
法
論
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
今
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
研
究
に
お
い
て
重
要
な
視
点
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
注

（
1
） 

本
論
は
二
〇
一
〇
年
九
月
七
日
に
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
大
学
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
部
で
行
っ
た
講
義
の
日
本
語
訳
で
あ
る
。
講
義
原
稿
の
校
正
や

修
正
は
ド
イ
ツ
語
訳
は
原
田
芳
乃
氏
とA

lf C
hristophersen

教
授
に
助
け
て
い
た
だ
い
た
。

（
2
） A

dolf von H
arnack, D

as W
esen des C

hristentum
s. H

erausgegeben und kom
m

entiert von T
rutz R

endtorff, G
ütersloh 1999 

が
出
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版
さ
れ
た
。
ま
た
拙
論
「
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
に
つ
い
て
」『
形
成
』（
二
〇
〇
一
年
六
月
号
）
を
参
照
の
こ
と
。
ち
な
み
に
『
キ

リ
ス
ト
教
の
本
質
』
は
一
九
〇
〇
年
の
初
版
、
一
九
六
四
年
に
ブ
ル
ト
マ
ン
の
序
文
を
付
し
て
再
編
集
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
ブ
ル
ト
マ
ン
版
」

（A
dolf von H

arnack, D
as W

esen des C
hristentum

s. M
it einem

 G
eleit-w

ort von R
udolf B

ultm
ann, M

ünchen

）
と
ト
ゥ
リ
ル
ハ
ス

に
よ
る
序
文
が
付
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
ト
ゥ
リ
ル
ハ
ス
版
」（A

dolf von H
arnack, D

as W
esen des C

hristentum
s. M

it einem
 G

eleitw
ort 

von W
olfgang T

rillhaas, 2.A
uflage, G

ütersloh 1985 

と
が
あ
り
、
そ
れ
に
「
レ
ン
ト
ル
フ
版
」
が
加
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
さ
ら
に

二
〇
〇
五
年
に
オ
ス
ト
エ
ー
ヴ
ェ
ナ
ー
版
が
加
わ
っ
た
。
注
13
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
） 

こ
の
当
時
の
様
子
に
つ
い
て
はJ. R

ohls, Protestantische T
heologie der N

euzeit II. D
as 20. Jahrhundert. T

übingen 1997 

を
参
照
の

こ
と
。

（
4
） E

berhart B
usch, K

arl B
arth Lebenslauf. N

ach seinen B
riefen und autobiographischen Texten, M

ünchen 1975, 1978

（3.A
ufl.

）, 
352ff. 

を
参
照
の
こ
と
。

（
5
） 

こ
の
時
代
の
神
学
史
の
分
析
と
し
て
は
、Wolfhart Pannenberg, Problem

geschichte der neuern evangelischen T
heologie in D

eutsch-

land, G
öttingen 1997

を
参
照
の
こ
と
。

（
6
） K

arl B
arth, D

er R
öm

erbrief, Zürich 1922
（2.A

ufl.

）

（
7
） 

バ
ル
ト
の
論
文
集
に
収
録
さ
れ
た
往
復
書
簡
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。K

arl B
arth, A

ntw
ort auf H

errn Professor von H
arnack offenen 

B
rief, in: D

ie christliche W
elt, 37

（1923

）, N
r.16/17

（
＝K

arl B
arth, T

heologische Fragen und A
ntw

orten. G
esam

m
elte Vorträge, 

B
d.3

）1957

（
8
） W

issenschaftliche T
heologie

の
訳
語
を
「
科
学
的
」
と
す
る
か
「
学
問
的
」
と
す
る
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。W

issenschaftlich

に
は

い
わ
ゆ
る
「
自
然
科
学
」
と
い
う
意
味
合
い
は
一
般
的
に
は
な
い
が
、
精
神
科
学
が
自
然
科
学
的
な
方
法
論
を
取
り
入
れ
、
ひ
と
つ
の
「
科
学
」

に
な
ろ
う
と
し
た
努
力
し
た
時
代
の
考
え
方
の
産
物
と
し
て
「
科
学
的
神
学
」
と
い
う
訳
の
可
能
性
も
可
能
で
あ
る
。「
学
問
的
」
と
訳
し
た
場

合
に
は
、
よ
り
包
括
的
で
あ
り
、
諸
学
問
論
、
あ
る
い
は
諸
学
の
体
系
を
想
定
し
て
い
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
。

（
9
） 

こ
の
逆
説
的
な
命
題
の
意
味
に
つ
い
て
は
拙
著
『
ア
ポ
ロ
ゲ
テ
ィ
ー
ク
と
終
末
論
』（
北
樹
出
版
）
の
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
お
よ
び
第
一
章
、
二
章
、

三
章
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
こ
の
時
代
に
お
け
る
神
学
的
な
状
況
に
つ
い
て
はFriedrich W

ilhelm
 G

raf, Protestantische T
heologie in der 

G
esellschaft des K

aiserreichs, in: Profile des neuzeitlichen Protestantism
us. B

d.2, K
aiserreich Teil1, G

üthersloh 1992 

を
参
照
の
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こ
と
。

（
10
） 
こ
の
点
に
つ
い
て
の
い
わ
ば
社
会
学
的
な
考
察
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
精
神
史
的
な
考
察
と
し
て
は
、
上
山
安
敏
『
神
話
と
科
学
――
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

知
識
社
会　

世
紀
末
〜
二
〇
世
紀
』（
岩
波
現
代
文
庫
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
11
） 

水
垣
渉
「
ア
ド
ル
フ
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
に
お
け
る
『
キ
リ
ス
ト
教
の
ギ
リ
シ
ア
化
』
の
問
題
」『
途
上
』（
神
戸
改
革
派
神
学
校
）
一
七
（
一
九
八
二

年
）
を
参
照
の
こ
と
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
教
理
史
研
究
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
の
仕
事
の
評
価

に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。T

hom
as H

übner, A
dolf von H

arnacks Vorlesungen über das W
esen des C

hristentum
s unter 

besonderer B
erückssichtung der M

ethodenfragen als sachgem
äßer Zugang zu ihrer C

hristlogie und W
irkungsgeschichte. 

Frankfurt, 1994

（
12
） A

dolf von H
arnack, D

as W
esen des C

hristentum
s. H

erausgegeben und kom
m

entiert von T
rutz R

endtorff, G
ütersloh 1999

（
13
） A

dolf von H
arnack, D

as W
esen des C

hristentum
s. Sechzehn Vorlesungen von Studienreden aller Fakultäten im

 W
intersem

ester 

1899/1900 an der U
niversität B

erlin gehalten von A
dolf v. H

arnack. hsg. von C
laus-D

ieter O
stövener, 2005, 2007

（2. A
ufl.

）, 
T

übingen

（
14
） K

arl H
. N

eufeld, A
dolf von H

arnack
―W

esen des C
hristentum

（1900

）, in: M
ariano D

elgado

（hrsg.

）, D
as C

hristentum
 der 

T
heologen im

 20. Jahrhundert. Vom
 ” W

esen des C
hristentum

s “ zu den ” K
urzform

eln des G
laubens “ Stuttgart 2000, 17: ders., 

A
dolf von H

arnacks K
onflikt m

it der K
irche. W

eg-Stationen zum
 W

esen des C
hristentum

s

（
＝Inns-B

rucker T
heologische 

Studien, B
d.4

）, Innsbruck 1979

（
15
） V

gl. S. Sykes, T
he Identity of C

hristianity. T
heologians and the E

ssence of C
hristianity from

 Schleierm
acher to B

arth, London 

1984

（
16
） 

原
田
健
編
『
原
田
助
遺
稿
集
』
一
九
七
一
年　

八
六
頁

（
17
） 

安
部
磯
雄
『
社
會
主
義
者
と
な
る
ま
で
――
安
部
磯
雄
自
叙
傳
』
明
善
社　

一
九
四
七
年　

二
三
〇
頁
以
下

（
18
） 

山
谷
省
吾
「
解
説
」『
波
多
野
精
一
全
集
』（
第
二
巻
）
岩
波
書
店　

四
八
〇
頁

（
19
） 

こ
の
全
文
は
拙
論
「
黒
崎
幸
吉
の
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
論
――
『
新
世
』
に
掲
載
さ
れ
た
『
全
集
』
未
収
録
の
論
稿
を
め
ぐ
っ
て
」

『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
四
五
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
八
七
〜
二
一
五
頁
を
参
照
の
こ
と
。
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（
20
） 『
永
遠
の
生
命
』
第
三
六
〇
号　

昭
和
三
六
年
九
月　
『
著
作
集
』
第
五
巻　

三
九
四
頁

（
21
） 
同
右

（
22
） 
黒
崎
の
ハ
ル
ナ
ッ
ク
論
に
つ
い
て
は
拙
論
「
黒
崎
幸
吉
の
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
論
――
『
新
世
』
に
掲
載
さ
れ
た
『
全
集
』
未
収

録
の
論
稿
を
め
ぐ
っ
て
」『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
四
五
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
八
七
〜
二
一
五
頁

（
23
） 

ち
な
み
に
森
鴎
外
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
の
終
わ
り
、
一
九
一
五
年
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
か
ら
ベ
ル
リ
ン
に
転
任
す
る
こ
と
を
最
初
に
日
本

に
伝
え
た
人
物
で
も
あ
る
。「
宗
教
哲
學
の
講
座
。E

rnst T
roeltsch

が
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
か
ら
ベ
ル
リ
ン
に
遷
つ
て
、Schleierm

acher

の
跡

の
歴
史
的
講
座
を
占
め
た
」
と
「
水
の
あ
な
た
よ
り
」（
一
九
一
四
年
七
月
一
五
日
）
に
書
い
て
い
る
。（『
鴎
外
全
集
』
第
二
七
巻　

九
一
三
頁
）

（
24
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
拙
著
『
ハ
ル
ナ
ッ
ク
と
そ
の
時
代
』（
二
〇
〇
〇
年
）
に
お
い
て
論
じ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
先
に
山
上
安
敏
氏

が
『
神
話
と
科
学
――
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
知
識
社
会　

世
紀
末
〜
二
〇
世
紀
』（
一
九
八
四
年
）
で
取
り
扱
っ
て
い
た
問
題
で
あ
る
。

（
25
） 

新
潮
社
文
庫
版
の
高
橋
義
孝
氏
の
「
解
説
」
よ
り
引
用
。

（
26
） 

引
用
は
『
近
代
文
学
注
釈
体
系　

森
鷗
外
』（
校
訂
・
注
釈
・
解
説
三
好
行
雄
）
一
九
六
六
年
（
有
隣
堂
）
三
四
一
頁
よ
り

（
27
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
はA

dolf von H
arnack, Zur K

aiserlischen B
otschaft von 11. O

ktober: B
egründung von Forschungsinstituten. in: 

D
ie W

oche 12.10.1910, 1933

―1937

を
参
照
の
こ
と
。「
そ
の
組
織
と
は
、
個
人
の
醵
金
に
よ
る
研
究
所
の
創
設
を
図
ろ
う
と
し
て
一
九
一
一

年
に
創
立
さ
れ
た
カ
イ
ザ
ー
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
協
会
で
あ
る
。
こ
の
協
会
は
、
価
値
あ
る
貢
献
の
見
返
り
と
し
て
特
別
な
ガ
ウ
ン
を
着
用
す
る

権
利
と
、
年
に
一
度
皇
帝
と
朝
食
を
共
に
す
る
権
利
と
を
持
つ
会
員
と
、
お
も
に
会
員
た
ち
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
る
全
体
的
方
針
の
決
定
者
た

る
理
事
会
と
、
理
事
会
か
ら
選
出
さ
れ
る
管
理
委
員
会
、
そ
し
て
理
事
会
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
協
会
会
長
つ
ま
り
管
理
委
員
長
と
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
た
。
一
九
一
一
年
か
ら
一
九
三
〇
年
に
か
け
て
会
長
職
に
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
協
会
の
主
要
な
創
設
者
で
も
あ
る
ア
ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・

ハ
ル
ナ
ッ
ク
で
あ
る
。
ハ
ル
ナ
ッ
ク
の
当
初
の
計
画
に
よ
れ
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
が
研
究
所
の
た
め
に
土
地
を
提
供
し
、
財
源
と
指
導
者
が

調
達
可
能
に
な
っ
た
時
点
で
設
立
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
際
、
協
会
側
が
そ
の
建
造
物
を
建
て
て
、
そ
の
運
営
費
を
ま
か
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。
さ
ら
に
、
政
府
は
研
究
所
内
部
に
役
職
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
そ
の
在
職
者
は
公
務
員
と
さ
れ
た
。」（John L. 

H
eilbron, M

ax Planck. E
in Leben für die W

issenschaft 1858-1947, Stuttgart 1988

（『
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
の
生
涯
』（
村
岡
普
一
訳
）

法
政
大
学
出
版
局　

七
二
頁
（
一
部
変
更
し
て
引
用
し
た
））

（
28
） 

引
用
は
新
潮
社
文
庫
版
か
ら
行
っ
て
い
る
。
五
四
頁
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（
29
） 

同
上
書　

五
五
頁

（
30
） 
同
上

（
31
） 
同
上

（
32
） 

同
上

（
33
） 

同
上

（
34
） 

こ
の
あ
た
り
の
鴎
外
の
発
言
は
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
帝
政
期
の
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
機
能
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
適
切
な
考
察
の
ひ
と
つ
で

あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
た
と
え
ばH

einrich A
ugust W

inkler, Vom
 linken zum

 rechten N
ationalism

us. D
er deutsche Liberalism

us 

in der K
rise von 1878/79, in: G

eschichte und G
esellschaft 4

（1978

）, 5

―28: ders., D
er N

ationam
ism

us und seine Funktionen, 

in ders.

（hrsg.

）, N
ationalism

us, K
önigstein 1978, 5

―46; R
einhard W

ittram
, K

irche und N
ationalism

us in der G
eschichte des 

deutschen Protestantism
us und im

 19. Jahrhundert, in: ders., D
as N

ationale als europäisches Problem
, G

öttingen 1954, 109

―148: H
orst Zillessen

（hrsg.
）, Volk-N

ation-Vaterland. D
er deutsche Protestantism

us und der N
ationalism

us, G
ütersloh 1970; 

ders., Protestantism
us und politische Form

. U
ntersuchung zum

 protestantischen Verfassungsverständnis, G
ütersloh

等
の
記
述

と
比
較
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
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