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LiteraturanschauungdesfrUhenOgais

MasafumiSUZUKI

MoriOgai(1862-1922)giltalseinerderDichtersowieLiteraturkriti-

ker,diezumerstenMaldiedeutscheLiteraturinJapanimportiertenund

dieGrundlagefUrdiemodernejapanischeLiteraturschufen.Seine

EinstellungzureuropaischenLiteraturwarabereigenartigimVergleich

zuseinenZeitgenossen.ErkritisierteheftigdenvonZolaverfechteten

"Naturalismus"
,deraufdiedamaligeWeltderdeutschenLiteratur

grossenEinflussausUbte,undempfahldafUrleidenschaftlichdieromanti-

scheundnationaleLiteraturwiedieSchillers.IndieserArbeitwird

erstrebt,denHintergrundvonseinereher"konservativen"Literaturan-

schauungzubetrachten.OgaibegannmitdemDeutschlernenimAlter

von10Jahren,umbis22,woernachDeutschlandzumMedizinstudium

ging,aneinerPrivatschule,einemVorbereitungskursundderUniversitat「

Deutschintensivweiterzulernen.Seined6utschenSprachkenntnisse

standendeshalbfastaufderh6chstenStufe,diedamaligeJapanererrei-

chenkonnten.AberdiesehoheSprachfahigkeiterlangteernurfUrdas

Medizinstudium,dasausdertotalenUbernahmederdeutschenMedizin

bestand,undererfuhrwahrenddesStudiumsinJapankaumuberdie

deutscheKultur.Mank6nntealsosagen,dassOgaimitdemGermanistik-

studiumerstnachderAnkunftinDeutschlandangefangenhat.Bei

seinemAufenthaltinDeutschlarldlaserwahlloshunderteBUcher,

besondersdeutschewieeuropaischeKlassiker,Romantiker,Daudet,P.

Heyse,HartmannundalsLiteraturhistorikerR.v.Gottschal1.Erlas

wohldabeieinsnachdemanderenausschlieBlichauseigenemInteresse,
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denninseinenLeseaktivitatenbeobachtetmankaumTendenz.Undes

istauchnichtverwundernswert,dasservondendeutscherlzeitgen6ssi-

schenDichtern,alsodendesRealismus-Keller,Meyer,Stifter,Fontane

u.s.W.-fastgarnichtsgelesenhatte.Eswaredeswegenleichtzu

vermuten,dasswederRealismusnochNaturalismusdemliteralischen

GeschmackOgaispasste,unddasseralsFolgedavondenWegvom

deutschenRealismuszumNaturalismuseherungenttgenderlebenkonnte.

AusderausfUhrlichenForschungUberOgaisBibliothekergibtsichkein

Hinweis,dasserZolas"Leromanexp6rimental",andemerscharfe

KritikUbte,mindestensinderUbersetzunggelesenhatte.Diemangeln-

denErlebnissevomfrtthenOgaittberRealismusundNaturalismusk6nn-

tenn銭mlichzurAbneigmggegendiedamaligemodernedeutscheLite-

raturundzumgrossenLobUber'dieRomantikunddenVormarzfUhren.

DieseSituationsolltespatergemildertwerden,indemerauchnaturalisti-

scheDichterwieHauptmannoderIbsenanerkannte.
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明
治
維
新
以
降
の
我
が
国
は
、
産
業
技
術
同
様
精
神
科
学
面
に
お
い
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
絶
対
的
な
模
範
と
し

て
発
展
を
遂
げ

る
わ

け
だ
が
、
文
学
に
お
い
て
は
そ
の
図
式
に
微
妙
な
相
違
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
当
時

の
文
学
者
に
は
、
西
欧
文
学

を
新
た
な
文
学
の
地

平
と
し
て
遥
か
に
仰
ぎ
見
、
自
ら
率
先
し
て
そ
の
精
神
を
学
ぼ
う
と
し
た
者
も
少
な
く
は
な
か
っ
だ
が
、
反
面
旧
来

の
文
学
を
守
り
通

そ
う
と
し
た
者
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
開
化
的
な
文
学
者
た
ち
に
あ

っ
て
も
、
彼
ら
が
生
ま
れ
育

っ
た
国
文
学

・
漢
文
学

の
下
地
か
ら
は
容
易

に
抜
け
出
す
こ
と
が
叶
わ
ず
、
そ
う
し
た
背
景
か
ら
、
和
洋
が
奇
妙
に
折
衷
し
た
過
渡
的
な
産
物
が
次
々
と
生
み

出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
森
鴎
外
も
、
そ
う
し
た
日
本
文
学

の
過
渡
期
的
な
時
期
に
活
躍
し
、
最
終
的
に
は
そ
の
ジ
レ
ン
マ
を
克
服
し

た

(或

い
は
超
越
し
た
)
数
少
な
い
作
家
の
う
ち
の

一
人
だ
が
、
小
論
で
は
、
青
年
期
の
鴎
外
と
ド
イ
ツ
文
学

の
関
わ
り
を
傭
瞼
す
る

こ
と

に
よ
り
、
彼
独
特

の
西
欧
文
学

へ
の
入
門
態
度
を
考
察
し
て
ゆ
き
た
い
。

精
神
世
界

の
推
移
が
常
に
技
術
世
界
の
進
展
に

一
歩
遅
れ
る
こ
と
は
世
の
常
で
あ
る
が
、
鴎
外
が
世
に
現
れ
た
時

代
(明
治
二
二
年
・

一
八

八
九
年
以
降
)
と
い
う
の
は
、
丁
度
西
欧
精
神
文
化
が
近
代
日
本
に
も
根
付
き
始
め
た
時
期

に
符
号
す
る
。
そ
れ
ま
で
の
明
治
文

学
は
、
い
わ
ば
黎
明
期
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
当
時
は
近
世
後
期
の
作
風
を
色
濃
く
背
負
う
戯
作
者
め
い
た
作
家
た
ち
の
集
団
(仮

名
垣
派
、
柳
亭
派
な
ど
)
が
、
旧
来
の
文
学
形
式
を
主
張
し
続
け
た
と
同
時
に
、
主

に
評
論
の
分
野
で
福
沢
諭
吉
、
西
周
ら
が
西
欧
思

想
を
精
力
的
に
輸
入
し
た
。
即
ち
、
動
乱
の
明
治
維
新
期

に
は
文
学
も
含
め
た
芸
術

一
般
が
、
支
援
者
を
失

っ
た
せ

い
で

一
時
中
断
し
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た
形
と
な
り
、
明
治
期

に
そ
の
活
動
が
再
開
さ
れ
て
も
、
暫
く
は
前
時
代

の
創
作
形
式
が
継
承
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る

(全
体
、
精
神
文

化
の
伝
播
に
お
い
て
は
、
思
想
と
芸
術
を
比
較
す
る
と
、
思
想
が
い
ち
早
く
輸
入
さ
れ
、
芸
術
批
評
が
そ
の
後
を
追

い
、
や
や
遅
れ
て

芸
術
本
体
が
本
格
的

に
輸
入
さ
れ
る
傾
向
が

一
般
的
で
あ
る
)。
勿
論
、
鴎
外
以
前

の
我
が
国
に
は
、
い
わ
ゆ
る
近
代
的
「文
壇
」
と
い
っ

た
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
文
学
界
は
形
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
し
て
や
小
説
に
お
い
て
も
、
詩

に
お
い
て
も
、
文
芸
評
論

に
お
い
て
も
語
る
に

足
る
革
新
は
殆
ど
為
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
と

い
う
の
が
実
態
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
分
野
の
こ
と
ご
と
く
で
、
鴎
外
が
新
境
地
を

切
り
拓

い
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
を
、
我
々
は
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
(唯

一
戯
曲
に
お
い
て
は
、
彼
の
功
績
は
既
に
色
槌
せ
た

感
が
あ
る
。
た
だ
演
劇

に
関
し
て
は
、
我
が
国
に
も
ほ
ぼ
完
成
し
た
演
劇
形
式
が
存
在
し
て
い
た
。
従

っ
て
、
そ
も
そ
も
西
欧
演
劇
形

式
に
我
が
国
が
馴
染
む
ま
で
に
は
、
詩
歌

・
小
説
形
式
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
時
間
と
手
間
が
か
か
り
、
そ
の
本
格
的
な
導
入
は
約
二
十

へ

年
遅
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
導
入
も
鴎
外
の
影
響
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
。
更
に
廻
り
合
わ
せ
次
第
で
は
、
我
が
国

の
演
劇
界
に
彼
が
決
定
的
な
影
響
を
も
た
ら
し
か
ね
な
か

っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
点

に
つ
い
て
は
後

に
述
べ
た
い
。)

世

に
二
大
文
豪
と
し
て
鴎
外

・
漱
石
の
名
が
喧
伝
さ
れ
て
き
た
が
、
鵬
外
の
十
六
年
後
に
デ
ビ

ュ
ー
し
た
漱
石

の
頃
に
は
、
こ
う
し

た
文
芸
の
各
分
野
が
、
西
欧
文
学

の
影
響
の
も
と
着
実
に
発
展
し

つ
つ
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
鵬
外
と
漱
石

の
日
本
文
学
史
上
に

お
け

る
位
置
づ
け
は
、
次
元
を
違
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
高
橋
義
孝
は
、

い
み
じ
く
も

「森
鴎
外
と
と
も
に
事
実
上
何
か
が
終
わ
り
、

ニ

夏
目
漱
石
と
と
も
に
事
実
上
何
か
が
始
ま

っ
た
」
と
主
張
す
る
が
、
こ
の
指
摘
は
鵬
外
以
前
の
文
学
者
に
必
須
で
あ

っ
た
漢
籍
の
素
養
、

及
び

と
り
わ
け
そ
の
文
体

に
着
目
し
た
時
に
有
効
な
発
言
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
晩
年

の
鴎
外
は
、

い
う
な
れ
ば

「先
祖
が
え
り
」
的

傾
向
を
示
し
た
が
、
そ
の
中
で
万
人
が
傑
作
と
認
め
る

『濯
江
抽
斎
』
や

『北
條
霞
亭
』
が
世
に
出
た
わ
け
で
あ
る

か
ら
、
彼
が
旧
体

質
を
多
分
に
背
負

っ
た
文
学
者
で
あ

っ
た
と
い
う
主
張
も
故
な
し
と
は
し
な
い

(そ
し
て
必
然
的

に
現
代
で
は
漱
石
以
上
に
閑
却
さ
れ

よ
う

と
し
て
い
る
)
。
た
だ
、
明
治
二
十
年
代

の
鴎
外
は
、
突
然
大
量
に
受
容
し
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
化

へ
の
興
奮
が
冷
め
や
ら
ず
、
正
に

カ
オ

ス
と
も
い
う

べ
き
我
が
国
の
文
学
界
に
道
標
を
立
て
る
べ
く
、
時
に
は
無
用
な
軋
礫
さ
え
引
き
起

こ
す
ほ
ど

に
、
様
々
な
試
行
錯
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誤
を
繰
り
広
げ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
先

に
述
べ
た
如
く
、
彼
で

「始
ま

っ
た
も
の
」
は
確
か
に
存
在
し
た
の
だ
が
、
そ
の
多
く
は

後
の
彼
が
発
表
し
た
別
方
向
の
巨
大
な
作
品
群

の
中
に
埋
没
し
て
し
ま

っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

一
切

の
贅
言
を

そ
ぎ
落
と
し
た
鴎
外
晩
年
の
歴
史
小
説
群
に
、
彼
自
身
の
、
感
傷
に
溺
れ
饒
舌
に
酔

い
し
れ
た
青
年
期
を
投
影
す

る
こ
と
な
ど
至
難

の

技
で
あ
る
。
外
国
文
学

に
通
暁
し
た
人
間
が
生
み
出
す
作
品
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
彼
の
歴
史
小
説
は
や
は
り
驚

嘆
す

べ
き
産
物
と
い

え
よ
う
。
(同
じ
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学

に
通
じ
た
漱
石
が
晩
年
に
著
す
極
め
て
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
小
説
群
と
は
、
こ
の
点
で
も
好
対
照

を
成

そ
う
。
た
だ
、
創
作
形
式

の
推
移
か
ら
い
え
ば
、
左
か
ら
右

へ
と
針
が
振
り
切
れ
る
よ
う
な
鴎
外
文
学

の
変

遷
に
は
、

一
際
興
味

深
い
も
の
が
あ
る
。
)
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
青
年
期

に
親
し
ん
だ
、
否
の
ぼ
せ
上
が

っ
た
と
さ
え

い
え
る
ド
イ
ツ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
と

彼
と
の
関
係
を
探
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
が
始
め
よ
う
と
し
た
も
の
の
実
体
が
自
ず
と
浮
か
び
上
が
る
筈
で
あ
る
。

鴎
外
漁
史
森
林
太
郎

(
一
八
六
二
ー

一
九
二
二
)
の
経
歴
を
こ
こ
で
改
め
て
列
挙
す
る
必
要
は
微
塵
も
あ
る
ま

い
。
代
わ

っ
て
、
彼

と
ド

イ
ツ
語

・
ド
イ
ツ
文
学
と
の
交
わ
り
を
紹
介
し
て
お
く
。
津
和
野
藩
医
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
鴎
外
は
、
幼
少
よ
り
漢
文
並
び

に
オ
ラ
ン
ダ
語
を
学
ぶ
が
、
十
歳
に
な
る
と
、
い
よ
い
よ
大
学
医
学
部
入
学
の
下
準
備
と
し
て
ド
イ
ツ
語
を
学
ぶ
た
め
に
上
京
す
る
。

当
時

は
官
立
高
等
教
育
機
関
の
入
学
試
験
科
目
に
は
ド
イ
ツ
語
も
あ

っ
た
た
め
、
そ
の
予
備
校
と
し
て
、
東
京

に
は
ご
く
私
的
な
も

の

か
ら
学
校
然
と
し
た
も
の
ま
で
三
十
程
度

の
ド
イ
ツ
語
塾
が
開
設
さ
れ
て
い
た
。
大
規
模
な
塾
で
は
寄
宿
制
も
採
用
さ
れ
、
ド
イ
ツ
語

ヨ

の
み
な
ら
ず
、
他
言
語

(英

・
仏
)
や
そ
の
他

の
科
目

(数
学

・
漢
学

・
地
理

・
科
学
な
ど
)
も
教
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ

う
し
た
塾

で
当
時
最
大
規
模
を
誇

っ
た

「進
文
学
社
」
に
鵬
外
は
入
学
し
ド
イ
ツ
語
学
習
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら

一
年
と

数
カ
月
後
に
十
二
歳
と
い
う
若
年
で
東
京
医
学
校
予
科

に
首
尾
よ
く
合
格
し
、
そ
の
三
年
後
に
本
科
入
学
、
更
に
四
年
後

に
は
医
学
部

卒
業
、
東
京
陸
軍
病
院
着
任
と
、
些
か
の
時
間
的
浪
費
も
な
く
教
育
課
程
を
駆
け
抜
け
る
。
大
秀
才
鴎
外
の
面
目
を
最
も
施
す
時
期
が

こ
の
時

で
あ
ろ
う

(そ
の
余
り
の
早
熟
ぶ
り
に
予
科
入
学
基
準
年
齢
に
足
ら
ず
、
彼
は
年
を
二
歳
偽

っ
て
入
学
し
た
)。
当
時
の
大
学
医

学
部

で
の
講
義
は
、

お
雇

い
外
国
人

(全
員
ド
イ
ツ
人
)
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
で
の
講
義
が
過
半
を
占
め
て
い
た
た

め
、
進
文
学
社
入
学
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か
ら
大
学
卒
業
ま
で
の
八
年
間
余
り
の
問
、
鴎
外
が
日
々
ド
イ
ツ
語
と
深
く
関
わ
り
続
け
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

彼
の
ド
イ
ツ
語
運
用
能
力
は
非
常

に
高

い
水
準
に
達
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な

い
。
事
実
、
彼

の
残
し
た
独
文
は

た
だ
の
り

日
本

人
が
到
達
し
得
る
殆
ど
最
高
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
。
ま
た
、
彼

の
会
話
能
力
を
示
す
直
接
的
な
証
拠
は
な
い
が
、
軍
医
監
石
黒
忠
恵

に
そ

の
語
学
力
を
買
わ
れ
、
万
国
赤
十
字
社
同
盟
総
会
に
陪
席
さ
せ
ら
れ
た
事
実
や
、
地
質
学
者
ナ
ウ
マ
ン
と
繰

り
広
げ
た
日
本
人
の

未
開

性
に

つ
い
て
の
口
頭
で
の
論
争
な
ど
、
や
は
り
当
時

の
留
学
生
で
も
稀
な
ほ
ど
の
語
学
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
疑
い
は
あ
る

ま
㎞
・

と
こ
ろ
が
、
鴎
外
と
ド
イ
ツ
文
学
の
交
わ
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ド
イ
ツ
語
学
習
開
始
か
ら
遥
か
に
遅
れ
、
明
治
十
七
年

(
一

八
八
四
、
鴎
外
二
二
歳
)
か
ら
の
ド
イ
ツ
留
学
時
代

に
よ
う
や
く
始
ま

っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
な
ぜ
と

い
う
に
、
そ
れ
ま
で

の
我

が
国
で
は
、
ド
イ
ツ
語
教
育
は
な
か
な
か
の
隆
盛
を
見
せ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
は
大
学
予
備
門
を
く
ぐ
る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ

ず
、
ド
イ
ツ
文
学

・
文
化
研
究
と
な
る
と
、
端
緒
さ
え
開
か
れ
て
は
い
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
帝
国
大
学
文
科
大
学
に
独
逸
文
学
科

が
増

設
さ
れ
る
の
は
、
よ
う
や
く
明
治
二
十
年
に
な

っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
畢
寛
そ
れ
以
前
の
我
が
国
に
は
ド
イ
ツ
文
学
に
関
す

る
文
献
は
殆
ど
流
入
し
て
こ
な
か

っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
鴎
外
が
学
ん
だ
ド
イ
ツ
語
塾
で
の

一
般
的
な
教
科
書
は
、
歴
史
書
、

地
理
書
、
窮
理
書
、
文
曲
ハの
類
で
あ
り
、
文
学
を
読
ん
だ
と
い
う
形
跡
は
見
ら
れ
な

い
。
従

っ
て
、
ラ
イ
プ
チ
ヒ
に
降
り
立

っ
た
鴎
外

の
前

に
、
初
め
て
ド
イ
ツ

・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
全
貌
が
姿
を
現
し
、
彼
は
そ
れ
ら
の
読
破
に
勇
躍
と
し
て
取
り
掛
か

っ
た
わ
け
で
あ

る
。
留
学
生
活
を
綴
る

『独
逸
日
記
』
に
も
、
ベ
ル
リ
ン
到
着
か
ら
二
週
間
ほ
ど
経
た
明
治
十
七
年
十
月
二
四
日

の
日
記
は

「夜
は
独

　

逸
詩
人
の
集
を
渉
猟
す
る
こ
と

〉
定
め
ぬ
」
と
い
う
結
語

で
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
更
に
翌
年
八
月
十
三
日
の
段
で
は
、
「架
上
の
洋
書

と
う
き
ょ
う
け
つ

し

は
既

に
百
七
十
余
巻
の
多
き
に
至
る
。
鎖
校
以
来
、
暫
時
閑
暇
な
り
。
手
に
随

い
て
経
閲
す
。
其
適
言
ふ
可
か
ら
ず
。
盗

胸

決
砒
の
文

じ
ょ
う
れ
い
ほ
う
う

つ

に
は
希
騰
の
大
家
ソ
フ
オ
ク
レ
エ
ス
、
オ
イ
リ
ピ
デ

エ
ス
、
エ
ス
キ

ユ
ロ
ス
の
伝
奇
あ
り
。
穰

麗
豊
蔚
の
文
に
は
仏
蘭
西
の
名
匠
オ
オ

ネ

エ
、
ア
レ
ヰ
イ
、
グ

レ
ヰ
ル
の
情
史
あ
り
。
ダ

ン
テ
の
神
曲
は
幽
昧
に
し
て
悦
惚
、
ギ

ョ
エ
テ
の
全
集
は
宏
壮

に
し
て
偉
大
な
り
。
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誰
か
来
た
り
て
余
が
楽
を
分

つ
者
ぞ

(ル
ビ
書
き
筆
者
)
L
と
あ
る
。
こ
の
文
か
ら
は
、
ゲ
ー
テ
、
シ
ラ
ー
全
集
を
始
め
と
し
て
、
独
書

が
整
然
と
並
ぶ
書
架
を
前
に
し
な
が
ら
、

一
人
悦
に
入

っ
て
い
る
林
太
郎
青
年

の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
読
了
し
た
本

に
対

し
て
そ
の
日
付
を
書
中

に
書
き
入
れ
る
習
慣
が
あ

っ
た
た
め
、
留
学
時
代

の
読
書
活
動
が
相
当
旺
盛
で
あ

っ
た
様
子
を
窺
う
こ
と

モ

が
で
き
る
。
勿
論
、
留
学
の
目
的
は
ド
イ
ツ
医
学
の
修
得
に
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
日
々
の
業
務
を
鴎
外
は
誠

実
に
こ
な
し
た
が
、

帰
宅
後
、
或

い
は
休
日
と
も
な
る
と
、
し
ぼ
し
ぼ
読
書

に
没
頭
し
た
の
で
あ
る
。

従

っ
て
、
ド
イ
ッ
留
学
時
代

に
鴎
外
は
、
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
に
は
医
学

(衛
生
学
)
を
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
は
ド
イ
ツ

・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

文
学

を
精
力
的
に
学
ん
だ
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
基
本
的
ス
タ
ン
ス
は
、
結
局
生
涯
に
渡

っ
て
継
続
さ
れ
、
こ
れ
も
実
は
鴎
外
文
学

が
持

つ
ひ
と
つ
の
特
徴
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
詳
細
は
改
め
て
述

べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
さ
て
、
鴎
外
が
ド
イ
ツ
文
学

に
開
眼
し
た
留

学
時

代
は
、
ま
た
ド
イ
ツ
文
学
自
体
に
と

っ
て
も
非
常
に
微
妙
な
時
代
で
あ

っ
た
。

一
八
三
二
年
に
巨
星
ゲ
ー
テ
が
没
す
る
と
、
ド
イ

ツ
文

学
界
全
体
が
軽
い
虚
脱
状
態
に
陥
り
、
そ
れ
か
ら
未
だ
に
脱
し
き
れ
て
い
な
い
。
ゲ
ー
テ
時
代
後
期

に
隆
盛

と
な

っ
た

ロ
マ
ン
主

義
で
は
、
ド
イ
ツ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
が
、
写
実
主
義

に
移
行
す
る
と
、
フ
ラ
ン
ス
や

ロ
シ
ア
の
後
塵
を
拝

す
る
状
態
と
な
る
。
戯
曲

の
世
界
で
は

一
八
六
三
年

に
没
し
た

ヘ
ッ
ベ
ル
以
降
、
泰
斗
と
呼
び
う
る
作
家
は
見
当

た
ら
な
く
な
る
。
し

か
し
、
政
治
面
か
ら
見
れ
ば

一
八
七

一
年

に
ド
イ
ッ
帝
国
が
建
国
さ
れ
、
民
衆

の
気
運
は
上
昇
の

一
途
を
辿

っ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
れ

に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
文
学
は
、
鴎
外
の
帰
国
直
後
か
ら
世
紀
転
換
期
文
学

へ
の

一
大
変
革
期
を
迎
え
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て

鴎
外
が
滞
在
し
て
い
た
こ
ろ
の
ド
イ
ツ
文
学
は
、
爆
発

へ
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
溜
め
込
ん
だ
最
終
段
階
に
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。
と
こ
ろ

が
、

当
時
の
鴎
外
は
こ
う
し
た
周
囲
の
動
き
に
は
殆
ど
頓
着
せ
ず
、
文
学
の
王
道
た
る
ゲ
ー
テ
、
シ
ラ
ー
を
始
め
と
す
る
西
欧
の
名
作　

に
挑

戦
す
る
傍
ら
、
世
紀
転
換
期
文
学
か
ら
は
歯
牙
に
も
か
け
ら
れ
な

い
P
・
ハ
イ
ゼ

の
短
編
集
な
ど
を
好
ん
で
繕

い
て
い
た
ら
し

い
。

こ
れ
は
ひ
と
昔
前

の
文
学
部
に
入
り
た
て
の
学
生
が
行
う
読
書
行
動
に
類
似
し
て
お
り
、
鵬
外
の
西
欧
文
学
体
験

は
こ
こ
か
ら
開
始
さ

れ
る

こ
と
が
了
解
さ
れ
る
か
と
思
う
。
同
様
に

「教
科
書
」
と
し
て
R

・
v
・
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
の

"二
8
茜
H
一ω
o
げ
Φ
日
o
鼻
Φ艮

一ぎ
ひqΦ
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目

良
い
Φび
窪
ω坤
鋤
ひq
Φ
炉

を
精
読
し
、
そ
の
理
論
に
多
大
な
影
響
を
受
け
、
そ
こ
か
ら
ゾ
ラ
排
斥
、
ド
ー
デ
ー
称
揚

と
い
う
彼
の
基
本
的

文
学
的
姿
勢
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
の
様
子
は
、
鴎
外
最
初
期
の
文
学
論
文

『小
説
論
』
に
詳
し
い
。

そ
こ
で
の
ゾ
ラ
排
斥
の
実
態
は
、
そ
の
文
学
理
論

の
否
定
で
あ

っ
て
、
後

に
彼
が
坪
内
適
遥
と
繰
り
広
げ
る

(も
し
く
は
適
遥

に
挑
み

か
か
る
)
「没
理
想
論
争
」

の
本
質
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

ゾ

ラ
の

『実
験
小
説
論
』

(こ
の
文
章
を
鴎
外
は

「
エ
ッ
セ
イ
」
と
断
じ
、
論
文
と
は
決
し
て
認
め
よ
う
と
は
し
な

い
)
が
ク

ロ
ー
ド
・

ベ
ル
ナ
ー
ル
の

『実
験
医
学
序
説
』

に
基
づ

い
て
い
る
こ
と
は
有
名
だ
が
、
文
学
理
論
が
そ
も
そ
も
医
学
理
論
を
援
用
す
る
こ
と
に
、

よ

い

鴎
外
は
強

い
ア
レ
ル
ギ
ー
を
示
す
の
で
あ
る
。
鴎
外
の
最
も
早
い
文
学
論
文
と
目
さ
れ
て
い
る

『小
説
論
』
の
中
で
、
「余
が
讐

に
し
て

せ
う
せ
つ
ろ
ん

さ
う

か
く

ご
と

せ
ん
ぱ
く

い

小
説
論
を
艸
す
る
は
此

の
如
く

(筆
者
注

"
以
前

に
西
洋
の
医
学
と
日
本

の
詩
学
を
関
連
付
け
た
小
永
井
小
船
の
こ
と
)
淺
薄
な
る
意

し
や
う
も
と
つ
く

あ
ら

　
　

匠

に
基
く

に
は
非
ざ
る
な
り
」
と
わ
ざ
わ
ざ
断
り
を
入
れ
て
か
ら
、
彼
は
医
学
と
文
学

の
弁
別
を
説
明
し
て
ゆ
く

の
だ
が
、
そ
こ
に
は

自
然
科
学
的
理
論
と
芸
術
的
理
論
何
れ
に
も
当
代
随

一
と
任
じ
な
が
ら
、
両
者
を
同
次
元
で
論
じ
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な

い
鴎
外
独
自

の
衿
持
が
垣
間
見
え
る
。
た
だ
、
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
た

『実
験
小
説
論
』
を
、
彼
が
ど
の
程
度
理
解
し
て
い
た
か
は
、
疑
問

の
残

る
点

で
あ

る
。
鵬
外
は
論
文
中
に
お
い
て
他
論
文

の
要
約
を
得
意
と
し
、
ま
た
そ
の
簡
潔
で
当
を
得
た
要
約
に
は
、
し
ば
し
ば
感
嘆
を
禁
じ

得
な

い
が

(彼
は
文
芸
作
品
に
お
い
て
も
要
約
を
好
み
、
百
篇

に
余
る
戯
曲
梗
概
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
鴎

外
博
士
な
ら
ぬ

「梗

概
博
士
」
と
椰
楡
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ

っ
た
)、
「実
験
小
説
論
」
の
紹
介
は
、
簡
略
に
過
ぎ
た
観
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
鴎
外
は

「実
験

コ

小
説
論
」
の
要
諦
を
、
「小
説
は
公
衆

の
面
前
に
て
行
ふ
試
験

の
記
事
な
り
。
小
説
は
分
析
的
批
評
な
り
」、
と
解
釈

し
、
そ
こ
か
ら
「空

想
を
廃
し
、
事
実
の
み
を
描
写
す
る
文
学
」
と
し
て
ゾ
ラ
文
学
を
糾
弾
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の

「実

験
小
説
論
」
は
、
そ

れ
ほ
ど
偏
向
し
た
論
旨
で
は
な

い
。
鴎
外
の
指
摘
し
た
点

に
関
す
る
と
、
「実
験
小
説
家
」
は

「事
実
」
で
は
な
く
、
「事
実
」
が
連
鎖

的
に
招
来
さ
れ
る

「
因
果
関
係
」
を
描
く
の
で
あ

っ
て
、
「事
実
」
、
即
ち
自
然
環
境

の
初
期
設
定
は
科
学
者
に
お
け
る
実
験

の
設
定
同

デ
テ
ル
ミ
ニ
ス
ム

様
、
小
説
家

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
事
実
の
連
鎖
か
ら
観
察
さ
れ
た
因
果
関
係
こ
そ
、
「真
理
」
で
あ
り
、
「
決

定
性
」
で
あ



る

(こ
う
し
た

「決
定
性
」
と
、
因
果
関
係
と
無
関
係

に
事
実
が
出
現
す
る

「宿
命
性
」
と
を
、
ゾ
ラ
は
明
確

に
対
時
さ
せ
、
「宿
命
性
」

を
実

験
小
説
か
ら
退
け
て
い
る
)
。
従

っ
て
実
験
小
説
家
は

「事
実
」
で
は
な
く

「真
理
」
の
描
写
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い

う

の
が
ゾ
ラ
の
論
旨
で
あ
る
。
そ
れ
を
鴎
外
は
少
な
か
ら
ず
極
端
に
解
釈
し
、
「正
史
が
文
学
だ
ろ
う
か
、
日
刊
新
聞

の
雑
報
が
文
学
だ

ろ
う

か
」
と
非
を
替
め
る
が
、
そ
う
し
た
反
応
は
、
ド
イ
ツ
で
自
然
主
義
が
台
頭
し
た
頃

の
守
旧
派
文
学
者
達
の
反
応
に
共
通
し
た
面

が
あ
る
。
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「
わ
た
し
た
ち
は
確
か
に
、
本
当
の
事
実
を
示
す
た
め
に
は
現
象
を

つ
く
り
だ
し
て
、
こ
れ
を
誘
導
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に
作
品

に
お
け
る
わ
た
し
た
ち
の
創
造
と
才
能

の
分
野
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
後
に
述

べ
ね
ば
な
ら
ぬ
形
式
や
文
体

に
た
よ

る
ま
で
も
な
く
、
実

験
的
方
法
を
小
説
に
採
用
す
る
場
合
は
、
自
然
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
な
く
自
然
を
変
化
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
は
自
明
の
こ
と
で

　
ニ

あ

る

。
」

鵬
外

は
こ
う
し
た
ゾ

ラ
の
主
張
も
知
悉
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
の
彼
の
蔵
書
中
に
は
、
ゾ

ラ
の
著
作
は
見
当
た
ら
な
い
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
鴎
外
は
自
然
主
義

の
前
段
階
で
あ
る
写
実
主
義
自
体
を
さ
し
て
好
ん
で
読
ま
な
か

っ
た
ふ
し
が
見
ら
れ
る
。
留
学

中
に
彼
が
蒐
集
し
た
独
書

に
つ
い
て
は
詳
細
な
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
リ
ス
ト
を
見
渡
し
て
も
ド
イ
ツ
写
実
主
義
作
家

の
名

は
敬
馬
く
ほ
ど
少
な
い
。
書
物

に
は
読
了
日
と
簡
単
な
読
後
評
が
漢
文
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
夫
々
即
妙

の

一
文
が
光
る
中
、
珍
し
く
通

読
し
た
ケ
ラ
ー
の
『村

の
ロ
メ
オ
と

ユ
リ
ア
』
に
つ
い
て
は
、
「通
篇
日
本
戯
曲
を
護
む
が
如
し
」
と
い
か
に
も
素

っ
気
な
い
。

マ
イ
ヤ
ー

や
フ

ォ
ン
タ
ー
ネ
と
い
っ
た
ド
イ
ツ
写
実
主
義

の
代
表
的
作
家
に
至

っ
て
は
、
手
に
取

っ
た
様
子
も
な

い
の
で
あ

る

(彼
が
滞
独
中

に

購
入
し
た
独
文
学
関
連
文
献
は
、
レ
ク
ラ
ム
文
庫
が
そ
の
半
数
を
占
め
る
も
の
の
、
総
数
四
五
〇
冊
を
越
え
る
。
ゲ
ー
テ
、
シ
ラ
ー
、

ハ
イ
ネ
そ
し
て
ド
ー
デ
ー
に
つ
い
て
は
殊
更
耽
読
し
た
跡
を
窺
わ
せ
る
が
、
写
実
主
義
作
家
に

つ
い
て
は
、
短
編
集
に
収
録
さ
れ
た
も
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コ
ニ

の
を
除

い
て
、
ケ
ラ
ー

『村
の
ロ
メ
オ
と
ユ
リ
ア
』
と
シ

ュ
テ
ィ
フ
タ
ー

『ブ
リ
ギ

ッ
タ
』
が
見
当
た
る
だ
け
で
あ
る
)。
更
に
、
作
品

と
平
行
し
て
理
論

の
学
習
の
た
め
、
文
学
史
も
渉
猟
し
て
い
る
の
が
い
か
に
も
鴎
外
ら
し
い
が
、
ゴ
ッ
ト
シ
ャ
ル
は
ま
だ
し
も
他
の
著

　
　

者
に
至

っ
て
は
殆
ど
現
在
に
そ
の
名
を
残
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
段
で
は
や
や
偏
向
的
な
文
学
史
を
摂
取
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
現

へ
　

代
で
も
定
評
の
あ
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
や
ブ
ラ
ン
デ
ス
の
文
学
史
に
触
れ
た
の
は
後
世
で
あ
る
ら
し
い
。
従

っ
て
、

ロ
マ
ン
主
義
か
ら
写
実

主
義

を
経

て
自
然
主
義

へ
と

一
種
必
然
的
に
至
る
ド
イ
ツ
文
学
の
流
れ
を
帰
国
直
後

の
鴎
外
は
十
分
に
把
握
し
て
い
な
か

っ
た
可
能
性

が
あ

る
。
彼
の
批
判
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ホ
ル
ツ

・
シ

ュ
ラ
ー
フ
が
開
始
し
た
と
さ
れ
る

「徹
底
自
然
主
義
」
に
、
よ
り
ふ
さ
わ
し

い

も
の
で
あ
り
、
当
然

の
よ
う
に
、
「事
実
」
の
み
を
列
記
す
る

「徹
底
自
然
主
義
」
は
長
続
き
し
な
か

っ
た
。
だ
が
他
の
自
然
主
義
作
家

エ
ハ

た
ち
は
、
創
作
の
源
泉
と
な
る

「詩
想
」
を
何
に
も
増
し
て
重
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

鴎
外

の
、
ゾ

ラ
の
言
葉
尻
を
捕
ら
え
た
と
ま
で
思
わ
れ
る
こ
う
し
た
論
法
は
、
適
遥
と
の

「没
理
想
論
争
」
で
も
顔
を
見
せ
る
わ
け
だ

が
、
犀
利
な
分
析

に
か
け
て
は
人

一
倍
の
自
負
を
持
ち
、

ひ
と
た
び
論
争
と
な
れ
ば
決
し
て
後

に
は
引
か
な
か

っ
た
彼
も
、
そ
の
感
性

に
お

い
て
は
非
常
な
柔
軟
さ
を
有
し
て
い
た
。
ゾ
ラ
の
理
論
を

(自
分
な
り
に
)徹
底
的
に
論
破
し
な
が
ら
も
、
そ

の
作
品
群
の
魅
力
を

　
モ

否
定

し
な
い
点
な
ど
は
、
典
型
的
な
例
で
あ
る
(そ
の
魅
力
は
実
験
小
説
理
論

に
よ
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
を
断

っ
て
は
い
る
が
)。
特

に
、
自
然
主
義
劇
作
家
の
二
大
巨
頭
と
も
形
容
し
う
る
イ
プ
セ
ン
と

ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
を
共
に
評
価
し
、
解
説
を
執
筆
し
て
い
る
点
な
ど

は
、
彼

の
文
学
的
感
性
の
奥
行
き
を
物
語
る
も
の
だ
ろ
う

(イ
プ
セ
ン
も

ハ
ウ
プ
ト

マ
ン
も
、
生
来
の
創
作
者

で
あ
り
、
文
学
論
め
い

た
文
章
を
残
し
て
い
な
い
こ
と
も
幸
い
し
た
や
も
し
れ
な
い
)
。
従

っ
て
彼
は
理
論
的
に
は

「反
自
然
主
義
」

(実
際
の
と
こ
ろ
は

「
反

徹
底
自
然
主
義
」
)
を
標
榜
し
て
い
た
が
、
作
品
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
、
自
然
主
義
的
な
作
品
も
十
分
評
価
し
て
い
た
と
い
え
る
。
鴎

外
自
身
、
後
期
に
生

み
出
し
た
歴
史
小
説
群
は
、
強
固
な
社
会
的
枠
組

み
の
中
で
苦
闘
し
な
が
ら
も
結
局
そ
の
枠
組
み
を
崩
す
こ
と
の

く
び
き

で
き
な
い
人
物
た
ち
を
描

い
た
意
味
で
西
欧
自
然
主
義
的
で
あ
り
、
特

に
封
建
制
と
い
う
乾
の
前

に
滅
び
去
る

一
族
を
描
く

「阿
部

一

族
」

な
ど
に
は
、

ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の

「
フ
ロ
リ
ア
ン

・
ガ
イ
ヤ
i
」
や

「
ア
ト
レ
ウ
ス
四
部
作
」
と
共
通
し
た
抜

き
が
た
い
デ
テ
ル
ミ



ニ
ス
ム
が
通
底
し
て
い
よ
う
。
さ
て
そ
こ
で
、
自
然
主
義
を
理
論
的
に
は
斬

っ
て
捨

て
る
反
面
、
帰
国
直
後

の
鴎
外
は
い
か
な
る
文
学

を
推
挙
し
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
点

に
つ
い
て
非
常

に
示
唆

に
富
む
文
章
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

"α
び
興

Φ
貯
Φ
づ
Φ
器

　
　

国
o
洋
毒
αq
q
Φユ
巷
碧
δ
o
げ
Φ嵩
=
8
轟
耳
霞
"

(「
日
本
文
学
の
新
た
な
る
方
向
」)
と
題
し
た
独
文
論
文
で
あ
る
。

こ
の
論
文
の
概
要
を

纏

め
る
と
、
以
下

の
通
り
で
あ
る
。
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政
治
が
恣
意
的
に
無
用
な
介
入
を
す
る
と
、
文
学
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
は
確
か
だ
が
、
我
が
国
で
は
来
る
べ
き
政
治
的
新
体
制

へ

の
期
待
が
様
々
な
文
学
を
生
み
出
し
て
い
る
。
坪
内
適
遥
は

『小
説
真
髄
』
に
よ
り
旧
来
の
文
学
を
排
斥
し
、
文
学
者

に
課
せ
ら
れ
た

使
命
を
初
め
て
明
確
に
し
た
。
ま
た
彼
の
作
品
は
明
ら
か
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
を
範

に
取

っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
適
遥
と
は
別
方

向

に
進
む
作
家
が
山
田
美
妙
で
あ
る
。
彼
は
日
本
史
か
ら
題
材
を
取
り
な
が
ら
、
他

に
は
見
ら
れ
ぬ
口
語
文
体
を
用

い
、
人
物
像
の
立

体
的

な
造
形
を
長
所
と
す
る
。
彼
に
は
そ
の
斬
新
性
故

に
様
々
な
非
難
が
浴
び
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
独
創
的
な
文
体
の
功
績
は
疑

い
が

な

い
。
我
が
国
の
文
学
に
お
け
る

「う
た
」
や

「和
歌
」
や

「詩
」
の
語
法
は
、
例
え
ぼ
ド
イ
ツ
に
お
け
る

「
二
ー

ベ
ル
ン
ゲ

ン
の
歌
」

や
韻
律
詩

の
よ
う
な
も
の
で
、
古
代
日
本
語

の
形
骸
に
他
な
ら
な

い
。
そ
の
た
め
我
が
国
の
文
学
は
、
シ
ラ
ー
の
如
き
大
衆
的
人
気
を

博
す

る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「国
民
文
学
」
を
有
し
な
い
民
族
の
精
神
は
衰
退
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
京
伝
や
馬
琴

の

文
学

は
、
民
族
の
精
神
と
あ
る
程
度
結
び
付

い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
余
り
に
知
性
を
頼
み
と
し
過
ぎ
て
お
り
、
素
朴

な
民
族
精
神
に
は
理
解
し
難

い
も
の
だ

っ
た
。
そ
の
代
わ
り
、
小
唄
な
ど
の
通
俗
的
な
文
学
も
現
れ
た
の
だ
が
、
ブ

レ
ン
タ
ー
ノ
が
保

護
す

る
程

の
価
値
も
な
い
代
物

で
あ
る
。
近
代
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
成
立
し
、
読
売
新
聞
に
よ
り
初
め
て
現
代
日
本
語
が
文
学
的
に
使

用
し
得
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
優
雅
さ
の
欠
如
が
、
読
者
を
し
て
馬
琴
の
亜
流
と
い
う
誤

っ
た
革
新
的
方
法

へ
と
向
か

わ
し

め
た
。
こ
う
し
た
空
白
状
態

か
ら
新
た
な
日
本
文
学
が
生
ま
れ
で
て
こ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
読
売
新
聞

の
大
衆
的

ス

タ
イ

ル
と
、
芸
術
的
に
完
成
し
た
形
式
が
結
び
付

い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
、
山
田
美
妙
が
そ
の
方
向

に
進

ん
だ

の
で
あ
る
。
山
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田
美
妙
が
日
本
古
来
の
精
神
と
西
欧
文
学
の
持

つ
様
式
美
を
見
事
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
が
現
在
置
か
れ
た
疾
風
怒
濤
時
代

か
ら
真
の
国
民
文
学
を
打
ち
立
て
る
な
ら
ば
、
国
民
全
体
の
本
質
を
表
現
す
る
創
造
者
と
い
う
詩
人
最
高
の
栄
誉

を
彼
は
担
う

こ
と
に

　
　

な

る

で
あ

ろ

う

。

初期鴎外のドイツ文学観

こ

の
論
文
は
、
鵬
外
が
帰
国
し
て
か
ら
半
年
後

に
書
か
れ
た
も
の
で
、
思
想
的
な
深
み
を
見
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
文
学
を
知

っ
た
鴎
外
の
日
本
文
学
に
関
す
る
第

一
印
象
と
い
う
意
味
で
、
彼
の
文
学
的
直
感
を
探
る
に
は
好
適

の
文
章
で
あ
ろ
う
。

二
年
後
に
執
拗
な
論
戦
を
仕
掛
け
る
適
遥
の
功
績
を
認
め
て
い
る
の
も
目
を
引
く
が
、
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
や
シ
ラ
ー
や
ブ

レ
ン

タ
ー

ノ
と

い
う
文
言
に
い
か
に
も
洋
行
帰
り
と
い
う
バ
タ
臭
さ
が
漂

っ
て
い
る
。
更
に

「
国
民
文
学
」
や

「疾
風

怒
濤
時
代
」
と
い
う

(ド

イ
ツ
本
国
に
と

っ
て
も
大
時
代
な
)
用
語
が
登
場
す
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
彼

の
文
学
的
理
想
郷
は
、
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
或
い

は
三
月
前
期
時
代
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
対
し
て
、
鴎
外
当
時
の
ド
イ
ッ
文
学
の
状
況
は
、
余

り
参
考
に
は
さ
れ
て

い
な

い
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
(そ
れ
に
関
連
し
て
少
し
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
、
鴎
外
が

「国
民
文
学
」

("
Z
曽鉱
8

巴
洋
①鑓
9
》
)
と

い
う
単
語
を
極
め
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
利
用
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
何
故
な
ら

「国
民
文
学
」
と
い
う
概
念
は
、
す
で
に
ゲ
ー
テ
に
よ
り

人
類
普
遍

の
文
学
を
目
指
す

「世
界
文
学
」

("芝
Φ
匡
箒

『讐
貫
"
)
と
い
う
概
念
に
克
服
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
ド
イ
ツ
で
も
対
ナ
ポ
レ

オ

ン
開
放
戦
争
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
文
学
的
ア
ナ
ク

ロ
ニ
ズ
ム
の
響
き
を
多
分
に
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
鴎

外
は
そ
れ
を
知

っ
た

上
で
、
日
本

の
精
神
状
況
を
ド
イ
ツ
か
ら
百
年
遅
れ
た
も
の
と
し
て
敢
え
て
こ
の
用
語
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
、
写
実
主

義
か
ら
自
然
主
義

へ
と
至
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
の
流
れ
に
つ
い
て
の
認
識
が
当
時
の
鴎
外

に
は
ま
だ
希
薄
で
あ

っ
た
故
に
、
こ
の
語
が

用

い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
)

そ
し
て
、
日
本
文
学
の
行
く
末
を
担
う
最
も
ふ
さ
わ
し

い
人
物
と
し
て
、
鴎
外
が
美
妙
山
田
武
太
郎

の
名
を
明
言
し
た
事
実
は
、
当

時

の
鴎
外
の
文
学
観
を
端
的
に
示
す
例
と
い
え
よ
う
。
こ
の
論
文
が
書
か
れ
た
年
の
新
年

に
、
美
妙
は

「胡
蝶
」

を
世
に
問

い
、
前
々
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年

の

「武
蔵
野
」
と
相
侯

っ
て
、
そ
の
言
文

一
致
体
と
斬
新
な
作
品
構
成
を
武
器
に
、

二

一
歳
と
い
う
若
さ
で
華

々
し
い
筆
名
を
勝
ち

得
よ
う
と
し
て
い
た
。
確
か
に
彼
の
作
品
は
、
日
本
史
か
ら
取

っ
た
題
材
を
口
語
文
で
描
写
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
大
衆
的
ス
タ
イ
ル
と

芸
術
的
に
完
成
し
た
形
式
が
結
び
付
き

つ
つ
あ
る
」
か
の
ご
と
き
印
象
を
与
え
、
来
る
べ
き
文
学
に

「国
民
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」

と

「国
民
的
大
衆
性
」
及
び

「優
雅
さ
」
を
要
求
し
た
鴎
外

に
と

っ
て
美
妙
が
最
も
嘱
望
す
べ
き
作
家
で
あ

っ
た
こ
と
も
頷
け
よ
う
。

ま
た
、
「胡
蝶
」
に
限

っ
て
い
え
ば
、

こ
の
作
品
は
非
常
に
注
目
す
べ
き
文
体
を
有
し
て
い
る
。
即
ち
、
地
の
文
は
当
時
の
口
語
体

で
も

他
に
類
を
見
な
い

「
で
す
・ま
す
」
体
を
使
用
し
て
い
る
の
に
対
し
、
作
中
の
会
話
文
は
純
然
た
る
文
語
体
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

逆
の
例
は
、
紅
葉
の

「
金
色
夜
叉
」
や
藍
花
の

「不
如
帰
」

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
以
降
の
口
語
体
小
説
に
は
普

通
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
が
、
「胡
蝶
」
の
ス
タ
イ
ル
は
語
り
手
の
主
体
性
と
自
由
度
を
よ
り
強
調
す
る
点
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
文
学
に
お
け
る

』

人

称
小
説
L

("一9
肉
O
日
鋤
昌
"
)
や

「書
簡
体
・日
記
体
小
説
」、
そ
し
て

「枠
物
語
」
に
通
じ
る
要
素
を
有
し
て
い
る

(「胡
蝶
」
の
前
後

に
は
作
者

に
よ
る
口
上
が
付
け
ら
れ
て
い
る
)
。
論
文
を
発
表
し
た
ニ
カ
月
後
、
鴎
外
は
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
の

「リ
ッ
プ

・
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ィ

ン
ク

ル
」
を
翻
訳
し
た

「新
浦
島
」
に
お
い
て

「胡
蝶
」

の
地
の
文
体
を
模
倣
し
て
い
る
が
、
こ
の
文
体
が
鴎
外

の
激
賞
を
呼
ぶ

一
因

と
な

っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
は
疑

い
が
な
い
。
だ
が
そ
の
文
章
自
体
は
、
浪
漫
的
を
過
ぎ

て
余
り
に
主
観
に
走

っ
て
お
り

(作
者

の
感

想
や
講
釈
が
時
折
混
じ
る
)、
纏
わ
り
つ
く
よ
う
な
粘
着
性
を
有
し
た

一
種
独
特

の
も
の
で
、

口
語
と
い
う
よ
り
講
談
・浪
曲

の
類
に
似

つ
か
わ
し
い
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
や
は
り
過
渡
期
に
生
み
出
さ
れ
た
文
章

の
感
は
否
め
な
い
。
こ
の
美
妙
が
、
写

実
を
旨
と
し
ゾ

ラ
を

手
本

に
取

っ
て
い
た
と
い
う
の
は
少
々
意
外
な
思
い
も
す
る
が
、
そ
れ
を
後
で
知

っ
た
鴎
外
も
同
感

で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
後

に
美
妙

が
著
し
た

「日
本
韻
文
論
」
を
評
し
て
、
鴎
外
は

「美
妙
齋
主
人
が
韻
文
論
」
を
書
き
、
そ
の
中
で
は

「
日
本
文
学

の
新
た
な
る
方
向
」

で
の
手
放
し
の
誉
め
よ
う
と
は
う
ら
は
ら
に
、
美
妙
の
論
旨

の
悉
く
に
留
保
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
「憾
む
」
と
い
う
言
葉
が
し
ば
し
ば

ニ
　

用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
鴎
外
の
無
念
さ
を
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
総
じ
て
初
期
の
鵬
外
は
、
当
時

の
文
学
界
を
挑
発
せ

ん
ば

か
り
に
、
そ
の
辛
辣
無
比
の
舌
鋒
を
誰
彼
構
わ
ず
向
け
て
い
た
た
め
、
彼
に
称
揚
さ
れ
た
国
内
の
文
学
者
な
ど
ご
く
僅
か
に
過
ぎ
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な
い

(こ
の
他
に
、
文
学
者
個
人
を
ま
が
り
な
り
に
も
正
面
き

っ
て
賞
賛
し
た
鵬
外

の
文
章
と
い
う
の
は
、
二
十
年
後
に
二
葉
亭
四
迷

の
追
悼
文
を
物
し
た
程
度
だ
ろ
う
か
)
。
そ
し
て
、
そ
の
筆
頭
で
あ

っ
た
美
妙

の
文
学
に
つ
い
て
評
し
た
文
章
が
「
日
本
文
学

の
新
た
な

る
方
向
」
と
銘
打

っ
た
三
頁
程

の
小
論
文
の
み
と
い
う

の
は
、
正
に
筆
者

の

「憾
み
」
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
美
妙
を
絶
賛
し
た
理

由
が
彼

に
よ
り
詳
述
さ
れ
て
い
れ
ぼ
、
初
期
鴎
外
の
文
学
観
は
、
後
世

に
よ
り
明
確
な
姿
を
残
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
美
妙
が
以
降
不

振
に
陥
る
こ
と
に
よ
り
、
鵬
外

の
目
利
き
違

い
が
立
証
さ
れ
る
形
と
な

っ
た
が
、
帰
国
後
も
、
忙
中
に
あ
り
な
が
ら
彼
は
独
文
学
研
究

の
研
鐙
を
怠
ら
な
か

っ
た
。
特
に
、
留
学
時
代

に
は
読
む
こ
と
が
叶
わ
な
か

っ
た
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
文
学
に
触
れ

(
こ
の
詩
人
は
、
鴎
外

と
同
年
齢

で
あ
る
)
、
彼
の
作
品
の
遍
く
を
読
み
、
あ
ま

つ
さ
え
解
説
書
に
も
親
し
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
同
時
代
文
学
の
諸
相
を
確
実
に

把
捉

し
て
い
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。
明
治
三
六
年
に
は
客
観
に
徹
し
た

ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
評
伝
を
著
し
、
ド
イ
ッ
近
代
文
学

に
お
い
て
も

鴎
外

は
そ
の
着
実
な
見
識
を
実
証
す
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
彼
が
書

い
た
正
式
な
評
伝
は
ゲ
ー
テ
と

ハ
ウ
プ
ト

マ
ン
の
み
で
あ
る
。
評

伝
に
お
い
て
鴎
外
は
、

ハ
ウ
プ
ト

マ
ン
が
文
壇
に
デ
ビ

ュ
ー
し
た
際

の
余
り
に
も
有
名
な
自
由
劇
場
主
催

「
日
の
出
前
」
初
演
ス
キ
ャ

ン
ダ

ル
を
、
あ
た
か
も
身
を
も

っ
て
体
験
し
た
か
の
よ
う

に
伝
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
明
治
二
二
年
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
が
も
う

一
年

ベ
ル
リ
ン
に
留
ま

っ
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
実
際
に
こ
の
騒
動
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
筈
で
あ
る
。
そ
う
し
て
見
る
と
、

日
独
近
代
文
学
を
代
表
す
る
両
者
は
、
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
、
も
の
の
見
事
に
す
れ
違

っ
た
の
で
あ
る
。
鴎
外
は
ド
イ
ツ
の
新
聞
を
購

ニ

　

読
し

て
い
た
た
め
、
海
外
の
騒
ぎ
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
察
知
す
る
こ
と
は
可
能
だ

っ
た
ろ
う
が
、
「
日
の
出
前
」
初
演
の
熱
気
と
興
奮
を

肌
で
感
じ
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
、
同
時
代
文
学

へ
の
見
方
も
相
応
に
変
わ

っ
た
も
の
と
な

っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

ひ
い
て
は
我
が
国
の

自
然
主
義
を
輸
入
す
る
速
度
も
早
ま

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
独
仏

の
近
代
写
実
主
義
演
劇
運
動
を
手
本
と
し
て
、
小
山
内
薫
と
市
川

左
団
次
が

「自
由
劇
場
」
を
旗
揚
げ
す
る
の
は
、
ド
イ
ツ
か
ら
遅
れ
る
こ
と
丁
度

二
十
年
の
明
治
四
二
年
で
あ

っ
た
。
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註

一

日
夏
臥
之
、
『鴎
外
文
学
』
、
日
本
図
書

セ
ン
タ
ー

平
成
二
年
、

一
九
九
-

二
二
二
頁
参
照
。

二

高
橋
義
考
、
『森
鴎
外
』
、
厚
文
社

昭
和
四
〇
年
、
七
頁
。

三

宮
永
孝
、
『日
独
文
化
人
交
流
史
』、
三
修
社

平
成
五
年
、
三

一
三
-
三
三
八
頁
参
照
。そ

ん
け
ん

四

鴎
外
と
同
年
に
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
鴎
外
に
初
め
て

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
翻
訳
を
勧
め
た
巽
軒
井
上
哲
次
郎

(後
の
東
大
文
学
部

哲
学
科
教
授
)
は
、
「自
分
も
独
逸

に
行
く
迄
は
、
多
少
独
逸
語
の
稽
古
を
し
て
居

っ
た
け
れ
ど
も
、
な
か
〉
独
逸
語
は
未
熟

で
、

独
逸
書
を
読
む
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
」
と
告
白
し
て
い
た
。
上
掲
書
、
三

一
〇
頁
。

五

森
鴎
外
、
「独
逸
日
記
」
、
『鴎
外
全
集
』
第
三
五
巻
、
岩
波
書
店

平
成
元
年
、
九
〇
頁
。

(以
降
の
鴎
外
作
品
は
、
全
て
本
全

集
よ
り
引
用
)

六

同
書
、
三
八
頁
。
因
み
に
、
「独
逸
日
記
」
は
草
稿
が
消
失
し
て
い
る
が
、
元
来
漢
文
で
記
さ
れ
た
と
す
る
見
解
が

一
般
的
で
あ

る
。
引
用
文
中

の
晦
渋
極
ま
り
な
い
熟
語
も
そ
れ
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

七

一
晩
に
短
編
七
編
を
読
了
す
る
と
い
う

「離
れ
業
」
を
や

っ
て
の
け
た
と
い
う
報
告
も
あ
る
。
小
堀
桂

一
郎
、
「森
鴎
外
と
ゲ
ー

テ
の

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
」
(『ゲ
ー
テ
年
鑑
』
第
十
二
巻
、
日
本
ゲ
ー
テ
協
会
、

一
八
九
-
二

一
五
頁
)
参
照
。

八

小
堀
桂

一
郎
、
『若
き
日
の
森
鴎
外
』
、
東
京
大
学
出
版
会

昭
和
四
八
年
、
三
二
頁
参
照
。

九

森
鴎
外
、
「
エ
ミ
ル

・
ゾ
ラ
が
没
理
想
」
、
第
二
三
巻
、
八
五
頁
参
照
。

一
〇

森
鴎
外
、
「小
説
論
」
、
第
三
八
巻
、
四
五

一
頁
。
初
出
は
明
治
二
二
年

一
月
三
日
の
『読
売
新
聞
』
。
後
、
大
幅

に
修
訂
さ
れ
「讐

學

の
説
よ
り
出

で
た
る
小
説
論
」
と
し
て
同
二
五
年

一
月
二
五
日
発
行
の

『柵
草
紙
』
に
掲
載
さ
れ
た
。

=

森
鴎
外
、
「讐
學

の
説
よ
り
出

で
た
る
小
説
論
」、
第
二
二
巻
、

一
頁
。
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一
ニ

エ
ミ
ー
ル

・
ゾ
ラ
、
「実
験
小
説
論
」、
古
賀
照

一
訳
、
新
潮
社

昭
和
四
五
年
、
(新
潮
世
界
文
学
、
七
九

六
頁
)。

一
三

寺
内
ち
よ
、
「ド
イ
ツ
時
代
の
鴎
外
の
読
書
調
査
」
(『比
較
文
学
研
究
』
六
、
東
大
比
較
文
学
研
究
会

昭
和
三
二
年
、

一
〇
六

ー

=
二
七
頁
)
参
照
。

一
四

臼
o
冨
8
Φ
ω
ω
o
げ
臼
ぴ
諺
窪
o
席
ω
鼠
巨

な
ど
と
い
っ
た
文
芸
史
家
の
著
書
も
蔵
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
研
究
者
た
ち
は
、
「三
月

前
期

(<
o
同白
讐
N)
」
の
文
芸
思
潮
を
色
濃
く
背
負

っ
て
い
る
。
同
書
。

一
五

こ
の
二
大
文
芸
評
論
家
の
文
学
史
に
つ
い
て
鴎
外
は
、
小
倉
時
代
以
降

に
書

い
た
小
文
中
で
推
薦
し
て
い
る
。
森
鴎
外
、
「近
世

の
濁
逸
文
学
」
、
第
二
六
巻
、
三
四
頁
参
照
。

一
六

自
然
主
義

の
理
論
的
指
導
者
W

・
ベ
ル
シ
ェ
と
、
J

・
ハ
ル
ト
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
」
及
び

「ポ

エ
ジ
ー
」
と
い

う
用
語
を
用

い
、
詩
想

の
重
要
性
を
説

い
て

い
る
。
拙
論
、
「
ド
イ
ツ
世
紀
末
ボ

ヘ
ミ
ア

ン
と
そ

の
文
学

運
動
-
冒
αq
魯
αの
け芦

出
Φ
巨

鋤
時
§

曾
と
の
関
連
を
巡

っ
て
ー
」、

(『
ノ
ル
デ
ン
』
第

二
五
号
、
ノ
ル
デ
ン
刊
行
会

昭
和
六
三
年
、

一
五
ー
四
五
頁
)
二

八
頁
参
照
。

一
七

鴎
外
は

「讐
學

の
説
よ
り
出

で
た
る
小
説
論
」
に
お
い
て
、
ゾ
ラ
理
論
に
反
駁
し
た
後
、
こ
う
述
べ
る

「
さ
れ
ど
世
の
人
は
こ

せ
き
で
う
で
う

れ

(筆
者
注

"
ル
ゴ
ン

・
マ
ッ
カ
ー
ル
叢
書
)
を
厭
は
ず
。
其
故
は
奈
何
。
か
の
鏡
前
に
嬌
態
を
弄
す
る
赤

条
々
の
淫
女
ナ

〉
が

活
膚
は
解
剖
卓
上

の
冷
肉
に
お
な
じ
か
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
」
森
鴎
外
、
「讐
學
の
説
よ
り
出
で
た
る
小
説
論
」
、
第
二
二
巻
、
二
頁
。

一
八

こ
の
論
文
は
、
「猫
逸
文
雑
誌
會
」
か
ら
刊
行
さ
れ
た

"<
8

妻
Φω叶
轟

9

0
ωブ

と
い
う
独
文
雑
誌
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

雑
誌
の
所
在
が
長
ら
く
不
明
と
な

っ
て
お
り
、
論
文
も

「鵬
外
全
集
」
に
収
録
漏
れ
と
な

っ
て
い
た

「幻
の
論
文
」
で
あ
る
。
平

成
七
年

に
そ
の

一
号
か
ら
三
号
ま
で
再
び
発
見
さ
れ
た
際

に
は
、
耳
目
を
大

い
に
引

い
た
。
朝
日
新
聞
平
成

七
年
九
月
二
十
日
夕

刊
記
事
、
「
鴎
外

"幻
の
論
文
"
を
発
掘
」
参
照
。
こ
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
小
堀
桂

一
郎
氏

の
全
訳
と
分
析

が
後
に
出
さ
れ
て
い

る
。

小
堀
桂

一
郎
、
「
猫
文
『日
本
文
学

の
新
趨
勢
』
に
つ
い
て
」
(『森
鴎
外
研
究
』
、
岩
波
書
店

平
成
十
年
、

一
〇
三
頁
ー

一
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三

三
頁

)
参

照

。

尚

、
雑

誌

そ

の
も

の

の
解

説

に

つ

い

て

は
、

以

下

の
論

文

に
詳

し

い
。
井

戸

田

総

一
郎

、

「
『
幻

』
の
雑

誌

"
<
8

芝

Φ
ω
什
轟

9

0
ω
『

に

つ

い

て
」

(
『
ド

イ

ツ
研

究

』

二

一
、

成

文

堂

平

成

七

年

、

一
〇

七

1

=

二

頁

)
。

一
九

菊
ぎ
け
霞

○
竃

o
昌

d
び
9

①
ヨ
①
づ
Φ
o
Φ
幻
8
洋

巷

ひq
匹
興

冨
O
鋤
巳
ω
9

Φ
⇒
ζ

暮
Φ
『
讐
霞

狐
§

<
o
⇒
を

Φ
ω
什
昌
鋤
o
げ
○
馨

(ω
¥
日
○
犀
団
o
ω
・

H
OO
O◎
㊤

ω
b
GQ
南

㎝
●

"

二
〇

森

鴎

外

、

「
美

妙

齋

主

人

が
韻

文

論

」
、

第

二

三

巻

、

九

〇

ー

一
〇

五

頁

参

照

。

二

一

鴎

外

は
、

友

人

の
青

山

胤

通

(帝

大

医

科

大

学

教

授

)
と

共

に
夫

々

ド

イ

ツ

日
刊

紙

を

購

読

し

(鴎

外

、.じd
Φ
急

づ
興

日
鋤
ひq
①
三
簿

什
、、、

青

山

..内
窪
巳
ω
o
げ
Φ
N
①
津
§

ひq
.、)
、
双
方

が

読

み

終

え

た

後

に
交

換

し

て

い
た

。
森

鴎

外

、
「
故

青

山

男

爵

に
關

す

る
話

の
聞

き
書

」
、

第

三

八
巻

、

二

九

六

頁

参

照

。
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