
　

若
い
時
代
に
北
ド
イ
ツ
で
勉
強
し
て
い
た
時
、

貧
乏
学
生
で
あ
っ
た
私
が
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
す
る

た
め
の
経
済
的
な
手
段
は
、
町
の
バ
ス
に
乗
っ

て
郊
外
の
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
ま
で
出
掛
け
、
そ

こ
で
自
然
豊
か
な
周
辺
を
ひ
た
す
ら
歩
き
ま
わ

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
バ
ス
を
降
り
て
散
策
す
る

中
で
、
目
の
中
に
ま
た
耳
の
中
に
飛
び
込
ん
で

く
る
周
辺
の
事
物
に
身
を
委
ね
た
り
、
あ
る
い

は
思
い
つ
く
ま
ま
に
い
ろ
い
ろ
な
想
念
の
世
界

に
浸
っ
た
り
し
て
、
身
体
と
心
の
柔
ら
か
さ
を

取
り
戻
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
習
慣
は
今
も

続
い
て
い
る
が
、
最
近
散
策
中
に
し
き
り
に
頭

の
中
を
駆
け
巡
る
の
は
日
本
の
私
立
大
学
の
あ

り
よ
う
で
あ
る
。
少
子
社
会
に
あ
っ
て
、
50
年

近
く
前
の
団
塊
の
世
代
の
当
時
か
ら
す
る
と
、

18
歳
人
口
は
そ
の
40
％
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。

し
か
し
日
本
の
私
立
大
学
は
増
え
続
け
、
現
在

は
６
０
０
を
超
え
る
数
に
達
し
、
そ
の
結
果
、

過
当
競
争
の
中
で
経
営
の
継
続
が
困
難
に
な
る

学
校
も
出
て
き
て
い
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
欧
米
列
強
の
波
に
洗
わ
れ
、

開
国
を
強
い
ら
れ
た
明
治
期
の
日
本
で
は
多
く

の
私
立
学
校
が
設
立
さ
れ
た
。
官
立
で
は
な
く

私
立
で
あ
る
こ
と
に
意
義
を
認
め
て
、
１
８
７

５
年
に
誕
生
し
た
わ
が
同
志
社
も
そ
の
う
ち
の

一
つ
で
あ
る
。
創
立
者
の
新
島
襄
は
、
幕
末
か

ら
明
治
初
期
の
10
年
に
及
ぶ
期
間
を
米
国・

ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
過
ご
し
、
１
８
７
４

年
に
帰
国
し
た
。

　

新
島
は
、
滞
米
中
に
洗
礼
を
受
け
、
フ
ィ
リ
ッ

プ
ス
ア
カ
デ
ミ
ー
、
ア
マ
ー
ス
ト
大
学
、
ア
ン

ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
校
と
い
う
３
つ
の
私
立
学
校

で
学
ん
だ
。
そ
れ
ら
の
学
校
は
ア
メ
リ
カ
建
国

の
歴
史
に
そ
の
名
を
刻
む
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
会
衆
主
義
キ
リ
ス
ト
教
徒
が

自
分
た
ち
の
子
弟
の
教
育
の
た
め
に
設
立
し
た

学
校
で
あ
っ
た
。
こ
の
環
境
に
育
ま
れ
た
新
島

に
と
っ
て
、
新
し
い
日
本
の
形
成
に
は
教
育
こ

そ
が
枢
要
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
教
育
機

関
は
キ
リ
ス
ト
教
的
人
間
理
解
に
基
づ
き
、
そ

の
た
め
に
は
米
国
で
彼
が
学
ん
だ
諸
学
校
の
よ

う
に
私
立
学
校
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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帰
国
翌
年
に
京
都
に
設
立
さ
れ
た
同
志
社
英
学

校
は
、
し
か
し
、
経
営
に
辛
酸
を
な
め
る
こ
と

に
な
る
。

　

１
８
８
８
年
、
新
島
は
弟
子
の
徳
富
猪
一
郎

（
蘇
峰
）
の
助
け
を
得
て
「
同
志
社
大
学
設
立
の

旨
意
」
を
公
に
し
、
同
志
社
教
育
の
賛
同
者
を

求
め
た
。
そ
こ
で
彼
は
「
素
よ
り
資
金
の
高
よ

り
云
ひ
、
制
度
の
完
備
し
た
る
所
よ
り
云
へ
ば
、

私
立
は
官
立
に
比
較
し
得
可
き
者
に
非
ざ
る
可

し
」
と
告
白
し
つ
つ
、
し
か
し
、
私
学
で
し
か

な
し
得
な
い
こ
と
と
し
て
、「
我
れ
自
か
ら
我
事

を
為
す
の
原
則
」
に
基
づ
い
て
こ
そ
そ
の
教
育

は
懇
切
で
「
周
到
に
行
き
届
く
」
と
主
張
す
る
。

　

さ
て
、
日
本
に
お
け
る
私
立
大
学
へ
の
国
か

ら
の
補
助
金
と
国
立
大
学
へ
の
交
付
金
と
の
間

に
は
、
比
べ
よ
う
も
な
い
差
が
存
在
す
る
。
と

り
わ
け
、
旧
帝
国
大
学
へ
の
交
付
金
は
、
６
０

０
あ
る
私
立
大
学
へ
の
補
助
金
に
匹
敵
す
る
現

状
が
あ
る
。
財
務
面
を
念
頭
に
置
け
ば
、
近
年

の
大
学
ラ
ン
キ
ン
グ
の
よ
う
に
画
一
的
な
基
準

で
序
列
が
決
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
違
和
感
を

禁
じ
得
な
い
。

　

日
本
の
私
立
大
学
の
課
題
に
思
い
を
向
け
る

時
、
こ
れ
も
ま
た
比
べ
よ
う
も
な
い
も
う
一
つ

の
差
異
の
前
に
立
ち
尽
く
す
。
日
本
の
私
立
大

学
で
は
、
収
入
の
お
よ
そ
４
分
の
３
を
学
生
納

付
金
に
依
存
し
て
い
る
。
米
国
の
名
だ
た
る
大

学
も
私
立
大
学
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
納
付
金

の
予
算
に
占
め
る
割
合
は
平
均
し
て
４
分
の
１

ほ
ど
だ
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
差
異
の
背
景
に
は
、

寄
附
文
化
の
違
い
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

思
い
返
せ
ば
、
同
志
社
も
創
立
以
来
、
い
か

に
多
く
の
人
々
の
篤
志
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

き
た
こ
と
か
。
創
立
の
地
、
今
出
川
キ
ャ
ン
パ

ス
に
あ
る
５
つ
の
重
要
文
化
財
は
全
て
、
草
創

期
の
支
援
者
に
よ
る
篤
志
が
な
け
れ
ば
存
立
し

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
の
私
学
の
発
展
の

た
め
に
は
、
建
学
の
精
神
に
賛
同
す
る
支
援
者
、

す
な
わ
ち
校
友
、
同
窓
、
ご
父
母
他
ス
テ
ー
ク

ホ
ル
ダ
ー
へ
の
顕
彰
の
気
持
ち
を
今
一
度
確
認

す
る
必
要
を
思
う
次
第
で
あ
る
。

水谷 誠●学校法人同志社理事長
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