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ゲ
ー
テ
の
な
か
の
日
本
、
日
本
の
な
か
の
ゲ
ー
テ

マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
オ
ス
テ
ン

山
崎
達
也　

訳

Ⅰ

　

数
年
ぶ
り
に
日
本
で
ゲ
ー
テ
に
つ
い
て
講
演
で
き
る
こ
と
を

た
い
へ
ん
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
ゲ
ー
テ
に
と
っ
て
、
日
本
は
第

二
の
ふ
る
さ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

が
さ
ま
ざ
ま
あ
り
、
そ
の
内
容
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
九
三
二
年
、
ゲ
ー
テ
没
後
百
周
年
を
記
念
し
て
、
日
本
ゲ

ー
テ
協
会
に
よ
り
記
念
論
文
集
が
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

論
文
集
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
た
い
へ
ん
重

要
な
ト
ー
マ
ス･

マ
ン
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な

か
に
は
次
の
よ
う
な
文
章
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
「
神
話
を
造
り
出
す
個
性
の
奇
跡
と
し
て
の
ゲ
ー
テ
と
い
う
人

物
は
い
つ
の
日
か
ナ
ザ
レ
の
イ
エ
ス
と
同
じ
く
ら
い
崇
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
愛
と
未
来
の
豊
か
さ
と
い
う
点
か

ら
言
え
ば
、
ゲ
ー
テ
と
い
う
人
物
は
イ
エ
ス
と
似
て
い
な
い
と

は
言
え
な
い
し
、
ゲ
ー
テ
は
生
き
て
い
る
と
き
か
ら
す
で
に
神

に
似
た
人
間
と
言
わ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
」

　

こ
の
論
集
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
十
七
年
後
の
東
京
に
大
き
な

ゲ
ー
テ
博
物
館
が
落
成
さ
れ
る
と
は
、
こ
の
と
き
ト
ー
マ
ス･

マ

ン
は
も
ち
ろ
ん
知
る
由
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
博
物
館

は
私
た
ち
に
「
ゲ
ー
テ
は
実
際
、
そ
の
精
神
か
ら
す
れ
ば
、
ド
イ

ツ
人
で
は
な
く
日
本
人
で
は
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
を
抱

特
別
公
開
講
演
会
よ
り
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か
せ
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
、
ゲ
ー
テ
の
崇
拝
者
で
あ
っ
た
粉こ

川が
わ

忠
が
一
九
四
九
年
に
私
財
を
投
じ
て
東
京
の
北
区
に
建
設
し
た

ゲ
ー
テ
記
念
館
な
の
で
す
。
そ
こ
に
は
粉
川
自
身
が
収
集
し
た

蔵
書
が
備
え
ら
れ
、
そ
の
数
は
二
十
二
万
点
以
上
に
及
び
、
文

献
カ
ー
ド
は
百
五
十
万
を
超
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
十
九
世
紀

か
ら
つ
づ
く
日
本
に
お
け
る
ゲ
ー
テ･

ブ
ー
ム
の
集
大
成
で
も
あ

り
ま
す
。
以
下
に
お
い
て
、
こ
の
ブ
ー
ム
に
お
け
る
熱
中
ぶ
り

の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
な
か
で
、
次
の
よ
う
な
問
い
が

浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
ゲ
ー
テ
自
身
も

日
本
へ
熱
中
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

の
答
え
は
、
一
八
一
三
年
、
当
時
若
き
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
将
校

で
後
に
陸
軍
元
帥
と
な
っ
た
ヘ
ス（H

einrich von H
ess, 1788 -1870

）

が
、
ゲ
ー
テ
を
ド
レ
ス
デ
ン
の
日
本
展
示
館
の
王
室
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
に
案
内
し
た
際
の
報
告
書
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
私
た
ち
の
今
回
の
散
策
は
日
本
展
示
館
の
み
に
限
ら
れ
た
。

（
中
略
）め
っ
た
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
芸
術
作
品
、
と
く
に
日

本
の
作
品
の
嗜
好
形
成
、
そ
の
形
式
や
画
法
に
関
す
る
ゲ
ー
テ

の
所
見
と
そ
れ
ら
を
見
比
べ
る
能
力
は
非
常
に
独
創
的
で
あ
り
、

信
頼
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ゲ
ー
テ
は
、
そ
の
芸
術
が
も

っ
て
い
る
独
自
性
を
日
本
人
特
有
の
生
活
習
慣
や
歴
史
の
成
り

行
き
か
ら
解
き
ほ
ぐ
し
明
る
み
に
出
し
た
の
で
あ
っ
た
」

　

ゲ
ー
テ
は
日
本
人
「
特
有
の
生
活
習
慣
」
に
精
通
し
て
い
た
の

で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
日
本
人
の
芸
術
を
同
質
な
も
の
と
し
て

意
識
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
少
な
く
と
も
日
本
に
お
い
て

意
識
さ
れ
た
ゲ
ー
テ
と
の
同
質
性
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た

か
に
つ
い
て
は
、
粉
川
資
料
館
に
あ
る
日
本
の
初
期
の
ゲ
ー
テ

翻
訳
や
出
版
物
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
ニ
ー
チ
ェ
（Friedrich N

ietzsche, 1844 -1900

）
が
、
ゲ

ー
テ
は
「
ド
イ
ツ
人
の
歴
史
の
な
か
で
後
に
痕
跡
を
残
さ
な
い
異

例
の
出
来
事あ」
と
簡
潔
に
述
べ
ま
し
た
が
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
期

に
、
日
出
ず
る
国
で
は
ゲ
ー
テ
受
容
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
そ

し
て
そ
の
受
容
は
、
ゲ
ー
テ
は
い
ま
だ
に
い
か
な
る
影
響
も
与

え
て
い
な
い
し
、
ゲ
ー
テ
の
時
代
は
ま
ず
も
っ
て
到
来
し
な
い

で
あ
ろ
う
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
が
少
な
く
と
も
日
本
に
お

い
て
は
真
実
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
日
本

に
ゲ
ー
テ
の
時
代
が
到
来
し
た
の
は
一
八
七
〇
年
代
の
明
治
時

代
で
あ
り
、
そ
れ
は
普
仏
戦
争
に
勝
利
し
ド
イ
ツ
が
注
目
を
集

め
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
で
す
。
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普
仏
戦
争
直
後
の
い
わ
ゆ
る
「
泡
沫
会
社
乱
立
時
代
」

（G
ründerzeit

）
に
ゲ
ー
テ
を
崇
拝
し
た
最
も
著
名
な
日
本
人
と
い

え
ば
、
一
八
八
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
で
医
学
を
研
究
し
た
優
れ
た

詩
人
森
鷗
外
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
鷗
外
は
帰
国
後
、
ゲ
ー
テ

の
数
多
く
の
詩
や
エ
ッ
セ
イ
の
卓
越
し
た
翻
訳
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』

の
全
訳
を
完
成
す
る
こ
と
で
、
例
の
ゲ
ー
テ･

ブ
ー
ム
の
幕
開
け

を
告
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
に
引
き
つ
づ
き
、
一

九
二
〇
年
代
と
三
〇
年
代
に
は
、
三
つ
の
日
本
語
に
よ
る
ゲ
ー

テ
全
集（
こ
れ
に
は
三
十
巻
を
超
え
る
改
造
社
版
も
含
ま
れ
る
）が
同
時

に
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
間
に
も
個
々
の
翻

訳
さ
れ
た
作
品
（
最
高
記
録
は
ゲ
ー
テ
の
『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』

で
四
十
を
超
え
る
翻
訳
が
あ
る
）
の
出
版
、
数
多
く
の
単
行
本
、
ゲ

ー
テ
研
究
に
関
連
す
る
ほ
と
ん
ど
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
文
献

も
世
に
出
た
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
う
え
、
日
本
の
ゲ
ー
テ･

ブ
ー
ム
は
特
定
の
人
た
ち
に
限

定
さ
れ
た
文
学
研
究
会
や
ド
イ
ツ
文
学
者
の
特
権
に
限
ら
れ
た

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
英
訳
を
通

じ
て
で
は
あ
り
ま
す
が
、
ゲ
ー
テ
が
最
初
に
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
そ
し
て

ゲ
ー
テ
を
原
文
で
読
み
始
め
た
の
は
日
本
の
哲
学
者
た
ち
だ
っ

た
の
で
す
。
二
〇
年
代
に
大
村
書
店
版
全
集
九
十
巻
が
出
版
さ

れ
る
と
、
ゲ
ー
テ
は
日
本
の
研
究
の
な
か
で
す
で
に
自
然
科
学

者
と
し
て
の
地
位
も
確
固
た
る
も
の
に
し
て
い
ま
し
た
。

　

つ
い
で
に
言
う
と
、
日
本
に
は
二
つ
の
ゲ
ー
テ
協
会
が
あ
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
年
報
を
発
刊
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
ゲ

ー
テ
没
後
百
年
目
に
当
た
る
一
九
三
二
年
に
は
、
二
冊
の
り
っ

ぱ
な
記
念
論
集
が
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

近
代
日
本
に
と
っ
て
の
ゲ
ー
テ
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
日
本

の
著
名
な
ド
イ
ツ
文
学
者
で
あ
り
翻
訳
家
で
も
あ
る
手
塚
富
雄

氏
が
、
以
下
の
よ
う
に
評
し
て
い
ま
す
。

　
「
一
八
六
八
年
以
降
、
つ
ま
り
明
治
時
代
以
降
、
た
し
か
に
ゲ

ー
テ
以
外
に
も
日
本
の
思
想
界
に
広
範
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
家
は
い
た
。
し
か
し
、
ゲ
ー
テ
は
次
の
三
点

に
お
い
て
他
の
思
想
家
を
凌
駕
し
て
い
る
。
つ
ま
り
彼
の
日
本

に
お
け
る
影
響
力
は
『
安
定
し
た
持
続
性
』
に
基
づ
く
も
の
で
あ

り
、
学
者
の
み
な
ら
ず
、『
日
本
民
族
の
幅
広
い
層
の
人
々
』
を

惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
。
し
か
も
、
日
本
人
に
対
し
て
の
影
響

力
は
、
詩
作
を
通
し
て
と
い
う
よ
り
は
、
彼
の
『
人
生
の
叡
智
』
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に
負
う
も
の
が
多
いい」

　

以
上
述
べ
た
よ
う
に
日
本
人
は
ゲ
ー
テ
を
受
容
し
て
い
っ
た

の
で
す
が
、
そ
の
ほ
か
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
ゲ
ー

テ
愛
好
家
で
あ
っ
た
三
井
光
弥
の
著
作
『
父
親
と
し
て
の
ゲ
ー

テ
』
で
す
。
さ
ら
に
は
、
門
前
町
の
日
光
市
の
か
つ
て
の
市
長
が

八
十
三
歳
に
な
っ
た
と
き
に
書
い
た
詩
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

三
月
二
十
二
日
、
ゲ
ー
テ

　

八
十
三
歳
に
て
没
す

　

我
、
三
月
二
十
二
日
の
今
日

　

八
十
三
歳
と
な
る

　

日
本
人
の
思
考
と
ゲ
ー
テ
の
思
考
と
の
間
に
あ
る
、
ひ
そ
か

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
精
神
的
な
「
親
和
力
」

（W
ahlverw

andtschaft

）
に
つ
い
て
日
本
の
ゲ
ー
テ
専
門
家
に
尋
ね

て
み
る
と
、
連
関
す
る
こ
と
が
ら
が
非
常
に
多
岐
に
わ
た
っ
て

い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
共
通
項
を
あ

げ
る
と
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
日
本
人
の

精
神
性
が
も
っ
て
い
る
要
望
に
ゲ
ー
テ
が
十
分
に
答
え
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
、
ゲ
ー
テ
の
客
観
的
で
か
つ

抽
象
的
理
論
を
避
け
る
思
考
、
汎
神
論
的
世
界
へ
の
畏
敬
、
率

直
さ
と
寛
容
の
精
神
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
こ

と
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
不
可
能
と
思
え
る
こ

と
を
も
統
合
し
て
き
た
日
本
特
有
の
実
用
的
な
シ
ン
ク
レ
テ
ィ

ズ
ム
、
折
衷
主
義
で
す
。
そ
の
統
合
と
は
つ
ま
り
、
日
本
本
来

の
自
然
宗
教
で
あ
る
神
道
と
外
来
の
宗
教
（
仏
教･

儒
教･

キ
リ
ス
ト

教
）
と
の
統
合
、
つ
い
に
は
西
洋
の
文
明
と
技
術
と
の
統
合
に
い

た
る
わ
け
で
す
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
日
本
人
は
生
ま
れ
つ
き
の
折
衷
主
義
者
な
の

で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
ゲ
ー
テ
は
日
本
人
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ

ム
の
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
な
の
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
ゲ
ー
テ
は
、

よ
く
非
難
さ
れ
る
日
本
人
の
例
の
能
力
、
す
な
わ
ち
他
人
の
真

似
を
し
て
そ
れ
を
我
が
物
と
す
る
能
力
の
保
証
人
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ゲ
ー
テ
の
こ
と
を
熟
知
し
て
い
る
日

本
人
が
そ
の
答
え
と
し
て
あ
げ
る
の
が
、
ゲ
ー
テ
が
ヴ
ィ
ル
ヘ

ル
ム･
フ
ォ
ン･

フ
ン
ボ
ル
ト
に
宛
て
た
手
紙
の
な
か
の
一
節
で

す
。
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「
最
高
の
天
才
と
は
、
い
っ
さ
い
を
受
容
し
、
い
っ
さ
い
を
自

分
の
も
の
と
し
な
が
ら
、
自
己
の
本
来
の
使
命
、
す
な
わ
ち
性

格
と
言
わ
れ
る
も
の
を
い
さ
さ
か
も
き
ず
つ
け
ず
、
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
い
よ
い
よ
そ
れ
を
高
揚
さ
せ
、
で
き
る
限
り
そ
の
能
力

を
発
揮
さ
せ
る
も
の
の
こ
と
で
すう
」

　

先
ほ
ど
ゲ
ー
テ
と
日
本
と
の
精
神
的
「
親
和
力
」
に
言
及
し
ま

し
た
が
、
そ
の
例
と
し
て
こ
こ
で
さ
ら
に
、
ゲ
ー
テ
の
礼
節
さ
、

そ
し
て
す
べ
て
の
も
の
を
認
め
、
す
べ
て
の
も
の
に
対
す
る
畏

敬
と
感
謝
の
念
を
も
つ
と
い
う
天
賦
の
才
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
れ
は
儒
教
か
ら
影
響
を
受
け
た
日
本
人
の
社
会
感

情
と
ま
っ
た
く
同
質
と
思
わ
れ
る
美
徳
な
の
で
す
。
そ
し
て
、

現
在
す
な
わ
ち
瞬
間
の
永
遠
性
を
尊
重
す
る
ゲ
ー
テ
の
価
値
観

が
日
本
人
の
人
生
観
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
で

し
ょ
う
。
さ
ら
に
は
、
日
本
の
俳
句
や
短
歌
と
い
っ
た
抒
情
詩

の
形
式
に
お
け
る
特
徴
が
ゲ
ー
テ
の
機
会
詩
の
な
か
に
見
出
さ

れ
る
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
ゲ
ー
テ
が
岩
石
の
研
究
に
携
わ
り
、
岩
石
を
「
無

言
の
教
師
」
と
名
づ
け
た
こ
と
は
石
庭
の
国
で
は
自
ず
と
理
解
さ

れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
同
様
に
、
カ
ミ
カ
ゼ
と
サ
ム
ラ
イ
の
国

で
ゲ
ー
テ
の
『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
に
特
別
な
共
感
を
抱

く
こ
と
も
誰
も
が
納
得
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
美
術
史
家
で
哲

学
者
で
あ
る
亀
井
勝
一
郎
は
、
ゲ
ー
テ
の
こ
の
書
簡
体
小
説
の

な
か
に
死
の
美
学
を
見
出
し
、
桜
の
花
散
る
な
か
、
人
間
の
苦

悩
を
清
覧
す
る
と
い
う
純
潔
な
る
理
論
に
自
己
を
献
げ
る
と
い

う
伝
統
的
な
日
本
の
考
え
か
た
に
な
ぞ
ら
え
て
い
ま
す
。
し
か

も
日
本
の
神
道
の
清
め
の
儀
式
か
ら
み
れ
ば
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』

第
二
部
の
冒
頭
「
優
雅
な
土
地
」
に
お
い
て
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
忘

却
と
赦
し
の
呪
縛
の
な
か
で
快
癒
し
て
い
く
こ
と
は
、
い
わ
ば

自
然
の
成
り
行
き
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

ゲ
ー
テ
が
こ
の
よ
う
に
日
本
に
生
き
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
、
ド
イ
ツ
文
学
者
木
村
直
司
氏
は
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ

の
ゲ
ー
テ
博
物
館
で
の
講
演
の
な
か
で
心
和
ま
せ
る
言
葉
で
こ

う
語
っ
て
い
ま
す
。

「
日
本
人
は
こ
の
ド
イ
ツ
の
思
想
の
父
に
対
し
て
、
常
に
感
謝
の

念
を
抱
き
続
け
る
こ
と
を
お
約
束
致
し
ま
す
」

Ⅱ

　

こ
の
ド
イ
ツ
精
神
の
代
弁
者
に
対
し
て
、
創
価
学
会
イ
ン
タ
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ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
創
設
者･

会
長
で
あ
る
池
田
大
作
氏
は
青
年
の
頃

か
ら
特
別
に
深
い
つ
な
が
り
を
感
じ
、
感
謝
の
念
を
抱
い
て
い

ま
す
。
二
〇
〇
九
年
十
二
月
、
ワ
イ
マ
ー
ル･

ゲ
ー
テ
協
会
か
ら

シ
ャ
ド
ウ（Johann G

ottfried Schadow, 1764 -1850

え）が
製
作
し
た
ゲ

ー
テ･

メ
ダ
ル
を
授
与
さ
れ
た
際
、
池
田
会
長
は
衷
心
か
ら
の
感

謝
の
念
を
表
明
し
、
自
ら
の
生
き
方
や
考
え
方
が
ゲ
ー
テ
の
精

神
を
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
、
日
蓮
仏
法
に
め
ぐ
り
あ
う
以
前

は
、
ゲ
ー
テ
が
精
神
的
糧
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

彼
の
夫
人
が
は
じ
め
て
彼
の
部
屋
を
訪
れ
た
と
き
に
ゲ
ー
テ
の

書
籍
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
本
棚
を
見
て
、
た
い
へ
ん
驚
い

て
い
た
と
い
う
思
い
出
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
ゲ

ー
テ
が
偉
大
な
詩
人
で
あ
り
、
ゲ
ー
テ
と
い
う
名
が
未
来
永
劫

に
残
る
で
あ
ろ
う
と
語
っ
て
い
ま
し
た
。

　

ワ
イ
マ
ー
ル･

ゲ
ー
テ
協
会
の
会
長
で
あ
る
ヨ
ッ
ヘ
ン
・
ゴ
ル

ツ
博
士
は
、
池
田
会
長
と
ゲ
ー
テ
と
の
こ
の
よ
う
な
絆
に
つ
い

て
、
ゲ
ー
テ･

メ
ダ
ル
授
与
に
関
す
る
祝
辞
の
な
か
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
「
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
人
間
主
義
の
精
神
に
お
い
て
他
者
の

幸
福
の
実
現
を
め
ざ
し
、
ま
た
人
間
自
身
の
向
上
に
よ
っ
て
よ

り
よ
き
世
界
を
実
現
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
、
た
ゆ
む
こ
と
な

く
行
動
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ゲ
ー
テ
の
中
心
的
思

想
を
実
行
に
移
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
が
、
生
涯
を
か
け
て
ゲ
ー
テ
に
深
く
心
を
寄
せ

て
こ
ら
れ
た
こ
と
は
、
自
伝
の
な
か
に
色
濃
く
表
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
多
く
の
ご
著
作
や
、
と
り
わ
け
高
校
生
や
大
学
生
に
向

け
て
行
わ
れ
た
ゲ
ー
テ
に
関
す
る
講
演
に
お
い
て
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会

長
は
、
人
格
形
成
に
関
す
る
ゲ
ー
テ
の
思
想
を
ゲ
ー
テ
の
生
涯

や
作
品
か
ら
具
体
例
を
出
し
な
が
ら
、
描
写
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
ゲ
ー
テ
の
精
神
に
根
ざ
す
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
行

動
は
、
日
本
を
越
え
て
展
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
一
例
と

し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
ラ
イ
ン
川
沿
い
の
町
ビ
ン
ゲ
ン
市
に

設
立
さ
れ
た
ド
イ
ツ
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
文
化
会
館
、
優
雅
な
『
ヴ
ィ
ラ
・

ザ
ク
セ
ン
』
で
あ
り
ま
す
。
と
い
い
ま
す
の
も
こ
の
建
物
は
、
か

つ
て
ゲ
ー
テ
が
ビ
ン
ゲ
ン
市
近
く
の
ロ
フ
ス
の
祭
り
を
訪
れ
た

こ
と
を
記
念
し
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
ヴ
ィ

ラ
・
ザ
ク
セ
ン
』
で
は
、
一
九
九
九
年
に
ゲ
ー
テ
生
誕
二
五
〇
周

年
を
祝
う
祭
典
が
執
り
行
わ
れ
、
そ
の
後
も
幾
度
と
な
く
ゲ
ー

テ
に
つ
い
て
講
演
会
が
催
さ
れ
て
い
る
の
で
す
」
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と
こ
ろ
で
ゲ
ー
テ
と
池
田
会
長
と
の
絆
を
考
え
て
み
る
と
、

日
本
に
お
け
る
ゲ
ー
テ
受
容
の
特
徴
す
な
わ
ち
ゲ
ー
テ
思
想
と

仏
教
と
の
連
関
と
い
う
こ
と
が
想
起
さ
れ
ま
す
。
と
い
う
の

も
、
先
ほ
ど
述
べ
た
東
京
ゲ
ー
テ
記
念
館
の
設
立
者
で
あ
る
粉

川
氏
の
恩
師
も
信
仰
心
厚
い
仏
教
徒
で
あ
り
、
ゲ
ー
テ
を
観
音

と
い
う
仏
教
思
想
と
結
び
付
け
て
考
え
て
い
た
か
ら
で
す
。
彼

に
と
っ
て
、
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
終
わ
り
に
示
さ
れ
て
い
る
ゲ

ー
テ
の
救
済
思
想
は
仏
の
慈
悲
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
し

た
。
同
様
に
、
ゲ
ー
テ
研
究
家
で
あ
る
星
野
慎
一
氏
は
、
ゲ
ー

テ
の
思
考
と
も
の
の
感
じ
方
は
禅
仏
教
や
他
の
大
乗
仏
教
の
中

心
と
な
る
も
の
の
見
方
と
同
じ
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て

い
ま
す
。

　

ゲ
ー
テ
が
生
命
の
永
遠
性
に
対
す
る
仏
教
的
信
念
に
近
づ
こ

う
と
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
こ
の
点

に
関
し
て
ゲ
ー
テ
自
身
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
「
私
に
と
っ
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
霊
魂
不
滅
の
信
念
は
、
活
動

と
い
う
概
念
か
ら
生
れ
て
く
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
私
が
人
生

の
終
焉
ま
で
休
む
こ
と
な
く
活
動
し
て
、
私
の
精
神
が
現
在
の

生
存
の
形
式
で
は
も
は
や
も
ち
こ
た
え
ら
れ
な
い
と
き
に
は
、

自
然
は
か
な
ら
ず
私
に
別
の
生
存
の
形
式
を
与
え
て
く
れ
る
筈

だ
か
ら
ねお
」

　

ま
た
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
な
か
に
、
間
断
な
く
な
に
か
に
駆

り
た
て
ら
れ
て
こ
の
世
の
苦
し
み
を
増
大
さ
せ
て
い
く
者
の
話

が
み
ら
れ
る
こ
と
も
興
味
深
い
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ
て
こ
の

悲
劇
は
明
ら
か
に
、
仏
教
の
知
恵
が
説
く
十
界
と
は
逆
の
道
を

歩
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
お
い
て

は
畜
生
界
か
ら
菩
薩
界
へ
と
上
昇
の
道
を
歩
む
の
で
は
な
く
、

「
天
国
か
ら
、
こ
の
世
を
通
っ
て
地
獄
へ
ま
で
も
歴
回
っ
て
も
ら

い
ま
し
ょ
う
かか
」
と
い
う
宿
命
的
な
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
の
で

す
。

　

フ
ァ
ウ
ス
ト
は
ま
た
仏
教
的
な
意
味
で
悪
い『
業
』（karm

a

）を

も
っ
て
い
る
者
と
し
て
描
か
れ
ま
す
。
つ
ま
り
フ
ァ
ウ
ス
ト
は

か
つ
て
大
量
殺
戮
者
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。「
復
活
祭
の
散

歩
」
と
の
と
き
に
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
書
生
の
ワ
ー
グ
ナ
ー
に
錬
金
術

師
で
あ
っ
た
父
と
と
も
に
体
験
し
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
ま
す
。

　
「
父
と
己
と
は
、
そ
の
悪
魔
め
く
煉
り
薬
で
、
こ
の
界
隈
の

谷
々
、
山
々
に
住
む
人
た
ち
の
間
に
、
ペ
ス
ト
よ
り
も
怖
ろ
し



272

い
害
毒
を
流
し
て
歩
い
た
の
だ
。
己
は
手
ず
か
ら
幾
千
と
い
う

人
に
こ
の
毒
薬
を
与
え
て
、
患
者
は
次
つ
ぎ
と
死
ん
で
行
っ
た

の
に
、
そ
の
己
が
、
こ
の
不
届
き
な
人
殺
し
が
、
現
在
こ
う
し

て
褒
め
そ
や
さ
れ
て
い
る
と
はき
」

　

つ
ま
り
は
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
現
在
群
衆
か
ら
崇
め
ら
れ
て
い

る
が
、
群
衆
は
自
分
た
ち
の
先
祖
が
フ
ァ
ウ
ス
ト
に
毒
を
盛
ら

れ
て
殺
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
で
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
仏
教
的
な
意
味
で
理
解
さ
れ
る
世
界
と
は
ま
っ
た
く

対
極
に
あ
る
世
界
も
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
な
か
に
は
描
か
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
世
界
は
悲
劇
の
結
末
に
な
っ
て
現
れ
て
き
ま
す
。

そ
こ
で
死
ん
だ
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
そ
の
陽
の
当
た
ら
な
い
人
生
に

つ
い
て
実
に
き
っ
ぱ
り
と
語
る
者
、
そ
れ
が
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ

レ
ス
で
す
。

　
「
一
体
、
永
遠
の
創
造
に
な
ん
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
だ
。

創
ら
れ
た
物
は
、
か
っ
攫さ
ら

っ
て
『
無
』
の
中
へ
追
い
込
む
だ
け
の

こ
と
だ
。『
過
ぎ
去
っ
た
』、
そ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
だ
。
元
か

ら
な
か
っ
た
の
と
同
じ
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
な
の
に
、
何

か
が
在
る
か
の
よ
う
に
、
ど
う
ど
う
め
ぐ
り
を
し
て
い
る
の
だ
。

そ
れ
よ
り
お
れ
と
し
て
は『
永
遠
の
虚
無
』の
方
が
結
構
だ
ねく
」

　

こ
の
こ
と
は
ブ
ッ
ダ
が
バ
ラ
モ
ン
教
の
異
端
者
で
あ
っ
た
こ

と
を
考
え
る
と
興
味
深
い
話
と
な
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
ブ

ッ
ダ
は
バ
ラ
モ
ン
教
の
二
つ
の
原
理
す
な
わ
ち
ブ
ラ
フ
マ
ン
と

ア
ー
ト
マ
ン
を
受
け
入
れ
ず
に
、
そ
の
代
わ
り
に
ニ
ル
ヴ
ァ
ー

ナ
の
思
想
を
説
い
た
か
ら
で
す
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
み
る
と
、

「
お
れ
と
し
て
は
『
永
遠
の
虚
無
』
の
方
が
結
構
だ
ね
」
と
い
う
メ

フ
ィ
ス
ト
の
言
葉
は
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の
思
想
へ
の
非
常
に
独

特
な
接
近
で
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
メ
フ
ィ
ス
ト
は
悲
劇
の

ち
ょ
う
ど
冒
頭
で
も
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
な
に
ご
と
に
も
束

縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
実
に
自
由
に
語
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は

ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
と
い
う
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
照
ら
し
て
語
っ

て
い
る
と
思
え
る
ほ
ど
で
す
。

　
「
私
は
常
に
否
定
す
る
霊
で
す
。
そ
れ
も
道
理
に
叶
っ
て
お
り

ま
し
ょ
う
、
な
ぜ
な
ら
、
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
消
え
失

せ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
か
ら
ね
。
だ
か
ら
、
何
も
生
ま
れ

て
こ
な
い
方
が
い
い
わ
け
で
し
ょ
うけ
」

　

さ
ら
に
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
な
か
で
興
味
深
い
の
は
、
望
楼
の

見
張
り
人
で
リ
ュ
ン
コ
イ
ス
と
い
う
名
の
登
場
人
物
で
す
。
彼

は
悟
り
の
境
地
に
達
し
た
唯
一
の
人
物
な
の
で
す
。
リ
ュ
ン
コ
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イ
ス
は
こ
の
世
の
苦
し
み
に
関
わ
ら
な
い
し
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
の

所
業
に
も
手
を
貸
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
リ
ュ
ン
コ
イ
ス
は

つ
ま
り
、
か
つ
て
ゲ
ー
テ
が「
行
動
者
は
つ
ね
に
無
良
心
で
あ
る
。

観
察
者
以
外
の
だ
れ
も
良
心
を
も
た
な
いこ
」
と
い
っ
た
意
味
で
世

界
を
観
察
し
悟
り
に
達
し
た
者
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
リ
ュ

ン
コ
イ
ス
す
な
わ
ち「
観
察
者
」は「
お
れ
は
森
羅
万
象
の
中
に
永

遠
の
飾
り
を
見
るさ」
と
語
る
こ
と
で
、
創
造
的
精
神
を
も
っ
た
平

和
の
使
者
と
な
る
の
で
す
。

　

じ
つ
は
ゲ
ー
テ
に
は
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
か
ぎ
ら
ず
、
仏
教

と
類
似
し
て
い
る
思
想
が
繰
り
返
し
見
ら
れ
ま
す
。
ゲ
ー
テ
は

た
と
え
ば
、
ま
だ
若
い
頃
に
親
交
の
あ
っ
た
シ
ュ
タ
イ
ン
夫
人

に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　
「
お
お
、
あ
な
た
は
前
世
に
お
い
て
私
の
姉
か
妻
で
で
も
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
かし
」

　

こ
の
一
節
は
、
ゲ
ー
テ
が
輪
廻
思
想
も
知
っ
て
い
た
こ
と
を

意
味
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
生
命
の
永
遠
性
に
つ
い
て
は
、
ゲ
ー
テ
は
「
行
為
」
と

い
う
こ
と
を
重
視
し
て
い
ま
す
。「
行
為
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

「
他
者
の
た
め
に
生
き
る
」と
い
う
こ
と
で
す
。
ゲ
ー
テ
は「
生
き

る
と
い
う
こ
と
は
、
幸
福
に
な
る
こ
と
で
あ
る
」と
い
い
ま
す
が
、

「
他
者
に
貢
献
す
る｣

「
他
者
の
幸
福
の
た
め
に
生
き
る
」こ
と
に

よ
っ
て
、
自
身
の
生
命
を
永
遠
な
ら
し
め
る
、
と
言
い
た
か
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、「
瞬
間
こ
そ
が
永
遠
で

あ
る
」
と
す
る
ゲ
ー
テ
の
思
想
と
も
関
連
づ
け
ら
れ
ま
す
。
今
の

こ
の
瞬
間
を
懸
命
に
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
瞬
間
を

無
駄
に
せ
ず
全
力
を
投
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
永
遠
性
に
自

分
は
参
画
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

ゲ
ー
テ
の
最
後
の
言
葉
と
い
わ
れ
て
い
る
「
も
っ
と
光
を
」
に

つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
り
ま
す
が
、「
も
っ
と
啓
発

を
」と
の
意
味
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。「
啓
発
」と
い
う
こ

と
も
ま
た
、
今
の
瞬
間
を
、
精
一
杯
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
永

遠
性
に
参
画
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

私
は
六
年
間
、
外
交
官
と
し
て
日
本
に
居
住
し
ま
し
た
が
、

そ
こ
で
感
じ
た
こ
と
は
、
日
本
語
の
表
現
と
い
う
も
の
は
、
短

歌
に
お
い
て
も
俳
句
に
お
い
て
も
、「
今
」
を
最
も
強
調
す
る
と

い
う
点
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ゲ
ー
テ
も
「
今
」
を
重
視
す
る
詩

を
数
多
く
残
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
点
が
、
日
本
文
化
と
ゲ
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ー
テ
と
の
最
も
興
味
深
い
共
通
項
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

最
後
に
次
の
こ
と
を
問
う
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ゲ
ー
テ
の
な
か
で
日
本
的
思
考
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
、

繰
り
返
し
蘇
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。

ゲ
ー
テ
が
日
本
的
思
考
に
取
り
組
む
契
機
と
な
っ
た
の
は
ド
イ

ツ
人
医
師
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
・
ケ
ン
プ
フ
ァ
ー
の
日
本
に
関
す

る
紀
行
文
で
し
た
。
ケ
ン
プ
フ
ァ
ー
は
十
七
世
紀
に
、
旅
行
記

を
書
く
た
め
に
、
見
聞
し
た
こ
と
を
収
集
す
る
目
的
で
無
許
可

で
日
本
上
陸
に
成
功
し
た
人
物
で
す
。
ゲ
ー
テ
は
こ
の
旅
行
記

を
読
ん
で
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
彼
は
一
八
一
三
年
ド
レ
ス
デ
ン

の
「
日
本
展
示
館
」
で
例
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
将
校
に
日
本
の
解

説
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
解
説
に
は
二
重
の
意
義
が
あ
り
ま
す
。
一
つ

は
、
ゲ
ー
テ
が
日
本
だ
け
が
有
し
て
い
る
個
性
と
い
う
観
点
か

ら
日
本
を
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
ゲ
ー

テ
が
同
時
に
日
本
と
い
う
国
の
枠
を
超
え
た
文
化
的
つ
な
が
り

の
な
か
で
日
本
を
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

一
九
九
四
年
に
日
本
の
天
皇
が
ド
イ
ツ
を
訪
問
さ
れ
た
際
、

ワ
イ
マ
ー
ル
の
ア
ン
ナ
・
ア
マ
リ
ア
図
書
館
に
立
ち
寄
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
と
き
ゲ
ー
テ
の
も
の
を
閲
覧
し
た
い
と
い
う
天
皇

の
要
望
に
応
え
て
、
ゲ
ー
テ
が
所
有
し
て
い
た
、
し
か
も
ゲ
ー

テ
自
身
の
書
き
込
み
の
あ
る
ケ
ン
プ
フ
ァ
ー
の
日
本
紀
行
文
を

呈
示
し
た
こ
と
も
し
た
が
っ
て
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
で
し

ょ
う
。

　

こ
の
旅
行
記
を
通
し
て
ゲ
ー
テ
は
日
本
の
銀
杏
の
木
と
中
央

部
が
浅
く
二
つ
に
割
れ
て
い
る
イ
チ
ョ
ウ
の
葉
を
知
る
こ
と
に

な
り
、自
分
の
庭
に
銀
杏
の
木
を
植
え
て
い
ま
す
。
一
八
一
五
年
、

ゲ
ー
テ
は
イ
チ
ョ
ウ
の
葉
を
詩
に
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
詩
は

日
本
へ
の
ゲ
ー
テ
自
身
の
個
人
的
な
遺
産
と
し
て
読
む
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。
最
後
に
こ
の
詩
の
第
一
節
目
を
引
用
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　　

東
の
邦
よ
り

　

わ
が
庭
に
移
さ
れ
し

　

こ
の
樹
の
葉
こ
そ
は

　

秘
め
た
る
意
味
を
味
わ
わ
し
め
て

　

物
識
る
ひ
と
を
喜
ば
すす
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