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総合政策学部　教授

藁
わ ら

谷
が い

郁
い く

美
み

慶應義塾とドイツ──日独国交開始160周年

　2021年は「日・プロイセン修好通商条約」によって日本とドイツの国交が始まって160年。明治期の日本は
法制、科学、芸術などさまざまな分野でドイツを模範として国づくりを進めてきました。そうした日独関係の歴
史を踏まえつつ、現在の慶應義塾における多様な分野での「ドイツ」とのつながりを紹介します。
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小
尾　

私
と
ド
イ
ツ
の
関
係
は
音
楽
に
始
ま

り
ま
す
。
わ
が
家
に
は
い
つ
も
バ
ッ
ハ
、
ベ

ー
ト
ー
ベ
ン
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
な
ど
の
音
楽
が

流
れ
て
い
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
へ
の
関
心
が
自

然
と
育
ま
れ
、
慶
應
義
塾
高
校
３
年
か
ら
ド

イ
ツ
語
を
学
び
始
め
ま
し
た
。
理
工
学
部
で

は
ド
イ
ツ
へ
の
留
学
経
験
が
あ
る
前
田
昌
信

先
生
に
師
事
し
、
先
生
が
ド
イ
ツ
と
の
学
生

交
換
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
計
画
さ
れ
た
と
き
に
、

修
士
課
程
だ
っ
た
私
は
す
ぐ
に
手
を
挙
げ
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
合
計
５
年
半
ほ
ど
バ
イ
エ

ル
ン
州
の
エ
ア
ラ
ン
ゲ
ン
大
学
で
研
究
活
動

に
従
事
し
、
学
位
を
取
得
し
ま
し
た
。

藁
谷　

今
は
文
学
や
言
語
教
育
な
ど
が
専
門

で
す
が
、
私
も
ド
イ
ツ
と
の
関
わ
り
は
ド
イ

ツ
音
楽
へ
の
熱
い
思
い
で
す
。
子
ど
も
の
頃

か
ら
ラ
ジ
オ
放
送
で
カ
ラ
ヤ
ン
の
演
奏
を
聴

い
て
い
ま
し
た
。
中
学
か
ら
は
吹
奏
楽
部
で

ク
ラ
リ
ネ
ッ
ト
を
吹
き
、
ド
イ
ツ
・
リ
ー
ト

 法学部　教授

フィリップ・オステン

ド
イ
ツ
と
の
出
会
い  

日
本
と
の
出
会
い

01座
談
会
「
日
本
と
ド
イ
ツ
」

Sym
posium

S
ym

posium

座
談
会

　

慶
應
義
塾
に
お
い
て
ド
イ
ツ
と
関
わ
り
が

深
い
３
名
の
教
員
に
語
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

理工学部　教授

小
お

尾
び

晋
し ん

之
の

介
す け
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は
大
学
だ
け
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。

藁
谷　

で
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
社
会
の

中
で
、
将
来
的
に
は
専
門
の
学
位
を
取
得
し

て
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
し
て
い
く
こ
と
が
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
に
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
私
は

学
生
に
10
年
、
20
年
後
を
見
据
え
て
学
位
を

得
て
社
会
に
出
る
こ
と
を
勧
め
て
い
ま
す
。

オ
ス
テ
ン　

も
う
一
つ
私
は
﹁
英
語
＋
α
﹂

の
語
学
に
大
学
以
前
、
学
校
教
育
の
で
き
る

だ
け
早
い
段
階
か
ら
触
れ
さ
せ
る
こ
と
も
、

今
後
は
必
要
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
小
尾
先

生
の
よ
う
に
高
校
生
か
ら
ド
イ
ツ
語
に
触
れ

る
体
験
を
す
れ
ば
、
自
ず
と
よ
り
広
い
世
界

へ
の
視
野
が
育
ま
れ
ま
す
か
ら
ね
。

小
尾　

日
本
の
学
生
は
英
語
を
習
得
す
れ
ば

十
分
だ
と
思
い
が
ち
で
す
が
、
オ
ス
テ
ン
先

生
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、こ
れ
か
ら
の
時
代
、

﹁
英
語
＋
α
﹂
は
必
要
不
可
欠
に
な
る
で
し

ょ
う
。
実
際
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
は
普

通
に
5
、
6
カ
国
語
を
操
っ
て
い
ま
す
。

藁
谷　

言
語
は
、
そ
の
言
葉
を
使
う
人
々
の

モ
ノ
の
考
え
方
や
社
会
の
見
方
を
垣
間
見
る

﹁
窓
﹂。
複
数
の
言
語
を
学
ぶ
と
、
そ
れ
だ
け

こ
の
世
界
の
様
相
を
異
な
る
窓
＝
視
座
か
ら

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

学
﹂
で
は
ま
る
で
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
驚

か
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
の
大
学
制
度
は
も
と

も
と
明
治
期
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
ベ
ル
リ
ン
大

学
︵
現
在
の
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
︶
を
モ
デ
ル

に
講
座
制
と
い
う
仕
組
み
を
導
入
し
た
の
で

す
が
、
今
や
そ
の
内
実
は
か
な
り
異
な
っ
て

い
ま
す
。
ド
イ
ツ
で
は
、
ト
ッ
プ
の
教
授
が

多
く
の
部
下
、
ポ
ス
ド
ク
・
大
学
院
生
を
束

ね
て
い
ま
す
。
日
本
と
違
っ
て
博
士
課
程
の

院
生
は
、
大
学
か
ら
給
与
を
も
ら
っ
て
研
究

活
動
に
従
事
し
、
終
業
時
間
が
来
た
ら
す
ぐ

に
帰
宅
し
ま
す
。
夜
遅
く
や
週
末
に
研
究
所

に
い
る
の
は
、
い
つ
も
私
た
ち
留
学
生
だ
け

で
し
た
。

藁
谷　

私
が
学
ん
だ
人
文
科
学
分
野
の
大
学

院
で
は
、
一
人
一
人
が
自
分
の
研
究
に
取
り

組
む
ス
タ
イ
ル
で
し
た
。
日
本
と
の
大
き
な

違
い
と
言
え
ば
、
研
究
者
志
望
で
は
な
く
て

も
博
士
課
程
に
進
む
人
が
多
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
ド
イ
ツ
で
は
修
士
と
博
士
で
は
修
了

後
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
大
き
な
差
が
あ
る
か

ら
で
す
。

小
尾　

日
本
で
は
大
学
で
学
ん
だ
専
門
性
と

社
会
で
の
職
業
が
直
接
結
び
つ
か
な
い
ケ
ー

ス
が
多
い
こ
と
も
あ
り
、
博
士
課
程
ま
で
進

学
し
よ
う
と
い
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
な

い
。
学
位
が
仕
事
や
収
入
に
直
結
し
な
い
の

︵
歌
曲
︶
に
夢
中
に
な
っ
て
歌
っ
た
り
も
し

て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
ド
イ
ツ
語
を
読
む
面

白
さ
を
感
じ
た
こ
と
が
、
後
に
ド
イ
ツ
文
学

を
専
攻
し
、
ボ
ン
大
学
に
留
学
す
る
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

オ
ス
テ
ン　

私
は
外
交
官
だ
っ
た
父
の
転
勤

で
中
学
・
高
校
、
そ
し
て
慶
應
義
塾
大
学
や

大
学
院
な
ど
と
、
自
我
形
成
期
の
ほ
と
ん
ど

を
日
本
で
過
ご
し
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
日

本
は
心
の
ふ
る
さ
と
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

藁
谷　

オ
ス
テ
ン
先
生
の
ご
専
門
の
法
学
分

野
は
わ
が
国
で
は
ド
イ
ツ
の
影
響
が
大
き
い

で
す
ね
。

オ
ス
テ
ン　

法
学
研
究
に
お
い
て
日
独
の
対

話
は
今
も
重
要
で
す
。
私
は
、
学
生
時
代
か

ら
第
二
次
世
界
大
戦
の
日
独
の
指
導
者
の
戦

争
責
任
を
法
的
に
問
う
東
京
裁
判
や
ニ
ュ
ル

ン
ベ
ル
ク
裁
判
に
関
心
が
あ
り
、
そ
れ
を
き

っ
か
け
に
国
際
刑
事
法
に
つ
い
て
研
究
を
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
実
は
こ
の
分
野
の

研
究
と
教
育
は
世
界
で
も
数
少
な
く
、
慶
應

義
塾
大
学
で
取
り
組
む
こ
と
に
大
き
な
意
義

を
感
じ
て
い
ま
す
。

小
尾　

私
は
留
学
で
ド
イ
ツ
と
日
本
の
﹁
大

異
な
る
大
学
の
制
度

「
英
語
＋α
」
の
ス
ス
メ
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１
８
６
２
年
、
福
澤
諭
吉
は
遣
欧
使
節

の
一
人
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
を
訪
れ
て
い
ま

す
。『
福
翁
自
伝
』
に
は
手
術
見
学
中
に

恐
ろ
し
く
な
り
逃
げ
出
し
た
と
い
う
福
澤

の
意
外
に
臆
病
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
ベ
ル
リ
ン
の
シ
ャ
リ
テ
病

院
で
の
出
来
事
で
し
た
。
こ
こ
で
福
澤
は

緒
方
洪
庵
が
深
く
影
響
を
受
け
た
医
学
者

フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ト
に
つ
い
て
医
師
と
話
し

ま
し
た
。
緒
方
は
フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ト
の
内

科
学
書En

ch
irid

io
n

 M
ed

icu
m

（
医

学
必
携
）
を
『
扶
氏
経
験
遺
訓
』
と
し
て

翻
訳
、
刊
行
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
部
を

ま
と
め
た
『
扶
氏
医
戒
之
略
』
に
は
「
医

の
世
に
生
活
す
る
は
人
の
為
の
み
、
己
が

た
め
に
非
ず
と
い
う
こ
と
を
そ
の
業
の
本

旨
と
す
」
な
ど
、
医
師
と
し
て
の
心
構
え

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
心
構
え
は
慶

應
義
塾
大
学
病
院
の
理
念
に
通
ず
る
と
こ

ろ
が
あ
り
、
遠
く
時
代
と
海
を
越
え
て
受

け
継
が
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
医
学
部
の
始
祖
、
北
里
柴
三
郎
も

ベ
ル
リ
ン
に
留
学
し
、
コ
ッ
ホ
の
下
で
優

れ
た
研
究
を
重
ね
ま
し
た
。

福
澤
諭
吉
の

ベ
ル
リ
ン
来
訪
と

慶
應
医
学

英
語
は
広
く
通
用
す
る
言
語
で
す
が
、
一
つ

の
窓
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
た
と
え
初
級
の
段
階

で
も
、
日
本
語
や
英
語
で
見
え
な
か
っ
た
世

界
の
光
景
が
見
え
て
く
る
の
で
す
。

オ
ス
テ
ン　

私
も
思
春
期
を
日
本
で
過
ご
し

た
お
か
げ
で
、
新
た
な
言
語
環
境
は
子
ど
も
の

と
き
は
大
変
で
し
た
が
、
視
野
も
感
性
も
大

き
く
広
が
り
、
複
眼
的
な
思
考
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
に
今
で
は
感
謝
し
て
い
ま
す
。

小
尾　

理
工
学
部
で
は
、
２
０
０
７
年
よ
り

ド
イ
ツ
・
ア
ー
ヘ
ン
工
科
大
学
の
ご
協
力
で

サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
な
ど
を
実
施
し
て
、
こ
れ

ま
で
に
２
０
０
名
以
上
が
参
加
し
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
若
者
た
ち
に
と
っ
て
の
ド

イ
ツ
へ
の
入
り
口
を
作
る
こ
と
も
自
分
の
役

割
と
考
え
て
い
ま
す
。

藁
谷　

私
は
２
０
０
０
年
春
学
期
か
ら
オ
ン

ラ
イ
ン
で
ド
イ
ツ
の
大
学
と
の
共
同
授
業
に

取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
授
業
で
は
日
本
語

と
ド
イ
ツ
語
を
両
方
使
用
し
、
バ
ー
チ
ャ
ル

な
交
流
の
後
に
現
地
へ
出
向
い
て
一
緒
に
フ

ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
う
の
で
す
。
学
生
た

ち
は
ド
イ
ツ
の
友
人
と
そ
の
後
も
つ
な
が
り

を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

小
尾　

海
外
渡
航
が
困
難
な
状
況
下
、
オ
ン

ラ
イ
ン
で
国
境
を
ま
た
い
で
学
生
間
の
交
流

が
活
発
化
し
て
い
る
こ
と
は
ポ
ス
ト
・
コ
ロ

ナ
の
明
る
い
兆
し
の
一
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

藁
谷　

ド
イ
ツ
で
は
古
く
か
ら
続
く
街
並
み

や
文
芸
の
継
承
を
大
切
に
し
ま
す
が
、
決
し

て
守
旧
的
で
は
な
く
、
時
代
に
応
じ
た
自
分

た
ち
の
在
り
方
を
常
に
追
究
し
て
い
ま
す
。

オ
ペ
ラ
で
も
古
典
的
な
様
式
に
こ
だ
わ
ら

ず
、
新
し
い
ス
タ
イ
ル
を
取
り
入
れ
て
い
ま

す
よ
ね
。

小
尾　

Ｅ
Ｕ
諸
国
の
中
で
は
ド
イ
ツ
は
日
本

人
に
と
っ
て
住
み
や
す
い
と
思
い
ま
す
し
、

日
本
人
と
ド
イ
ツ
人
の
相
性
は
い
い
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
ね
。

オ
ス
テ
ン　

そ
う
い
え
ば
初
め
て
ド
イ
ツ

︵
当
時
は
プ
ロ
イ
セ
ン
︶
を
訪
れ
た
日
本
人

の
一
人
が
福
澤
諭
吉
先
生
で
し
た
。　

藁
谷　

福
澤
先
生
が
通
訳
と
し
て
参
加
し
た

文
久
遣
欧
使
節
で
す
ね
。

オ
ス
テ
ン　

ベ
ル
リ
ン
で
福
澤
先
生
は
大
学

の
ほ
か
刑
務
所
も
訪
れ
、
そ
こ
で
受
刑
者
に

も
教
育
を
授
け
て
い
る
こ
と
に
感
銘
を
受
け

て
﹁
世
界
中
一
番
の
文
国
と
い
う
べ
し
﹂
と

書
き
残
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
福
澤
先
生

が
慶
應
義
塾
を
発
展
さ
せ
、
日
本
の
近
代
警

察
制
度
の
制
定
な
ど
に
も
一
役
買
っ
た
こ
と

に
思
い
を
は
せ
る
と
、刑
事
法
分
野
を
超
え
、

ド
イ
ツ
と
日
本
の
二
つ
の
ふ
る
さ
と
を
持
つ

私
は
深
い
感
銘
を
覚
え
る
の
で
す
。



塾  AUTUMN 2021 NO.3125

02
Literatur
Literatur

文
学
部
独
文
学
専
攻　

教
授識し

き

名な

章あ
き

喜よ
し 

の
自
在
さ
は
苦
手
と
す
る
と
こ
ろ
だ
。

　

そ
う
い
う
不
利
な
出
版
事
情
の
な
か
で
戦

後
ド
イ
ツ
語
圏
Ｓ
Ｆ
の
代
名
詞
と
な
っ
て
い

る
の
が
、
半
世
紀
以
上
続
く
シ
リ
ー
ズ
読
み

物
﹃
ペ
リ
ー
・
ロ
ー
ダ
ン
﹄︵
ハ
ヤ
カ
ワ
文

庫
で
刊
行
中
︶
で
あ
る
。
登
場
人
物
に
ド
イ

ツ
人
ら
し
い
名
前
が
出
て
こ
な
い
無
国
籍
性

の
強
い
宇
宙
英
雄
譚
だ
が
、
ド
イ
ツ
語
で
書

か
れ
れ
ば
こ
そ
の
妙
味
は
、
未
来
の
武
器
や

装
置
を
、
単
語
を
重
ね
た
新
奇
な
造
語
で
名

付
け
る
表
現
に
あ
る
。
こ
れ
は
合
成
名
詞
を

い
く
ら
で
も
作
れ
る
ド
イ
ツ
語
の
特
性
を
生

か
し
た
ア
イ
デ
ア
で
、
文
脈
で
判
断
す
る
し

か
な
い
謎
め
い
た
発
明
に
想
像
を
た
く
ま
し

く
す
る
楽
し
み
も
Ｓ
Ｆ
の
醍
醐
味
の
一
つ
で

あ
る
。

　

21
世
紀
に
入
る
あ
た
り
か
ら
、
ド
イ
ツ
で

も
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
に
目
覚
め
た
新

し
い
世
代
の
台
頭
が
め
ざ
ま
し
い
。
お
勧
め

は
Ａ
・
エ
シ
ュ
バ
ッ
ハ
の
﹃
イ
エ
ス
の
ビ
デ

オ
﹄
と
Ｆ
・
シ
ェ
ッ
ツ
ィ
ン
グ
の
海
洋
Ｓ
Ｆ

﹃
深
海
の
Ｙ
ｒ
ｒ
﹄︵
と
も
に
ハ
ヤ
カ
ワ
文

庫
︶、
ぜ
ひ
ご
一
読
を
。

的
想
像
力
は
科
学
技
術
の
ア
イ
デ
ア
と
戯
れ

る
こ
と
で
生
ま
れ
る
驚
異
の
演
出
に
真
価
を

発
揮
す
る
の
だ
が
、
ド
イ
ツ
人
は
︵
と
あ
ま

り
一
般
化
す
る
の
は
よ
く
な
い
が
︶
破
天
荒

な
ア
イ
デ
ア
の
面
白
さ
を
追
求
す
る
の
で
は

な
く
、
哲
学
し
て
し
ま
う
傾
向
が
強
い
。
そ

こ
が
ド
イ
ツ
文
学
の
長
所
で
あ
る
思
弁
的
な

深
み
を
も
た
ら
し
て
は
い
る
も
の
の
、
科
学

と
冒
険
と
を
結
び
つ
け
た
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ュ

ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
や
Ｓ
Ｆ
の
本
家
で
あ
る
英

米
圏
の
作
家
と
比
べ
る
と
地
域
限
定
の
知
名

度
に
甘
ん
じ
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
科
学
技
術
立
国
の
ド
イ
ツ
と
は
矛

盾
す
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
が
、
ド
イ

ツ
の
文
化
人
の
間
に
根
強
い
、
自
然
を
制
御

す
る
科
学
技
術
に
対
し
て
抱
く
嫌
悪
に
近
い

警
戒
心
と
科
学
技
術
を
悪
魔
化
し
が
ち
な
文

学
的
伝
統
で
あ
る
。
最
近
の
ド
イ
ツ
が
環
境

保
護
に
ど
こ
の
国
よ
り
も
熱
心
で
、﹁
緑
の

党
﹂
が
伸
長
す
る
背
景
も
そ
こ
に
あ
る
。
技

術
で
管
理
さ
れ
た
監
視
社
会
の
デ
ィ
ス
ト
ピ

ア
を
描
く
ド
イ
ツ
の
作
家
は
多
い
が
、
Ｓ
Ｆ

本
来
の
大
胆
な
未
来
予
測
に
基
づ
い
た
発
想

　

私
た
ち
が
な
ん
と
な
く
ド
イ
ツ
語
圏
に
抱

い
て
い
る
印
象
に
科
学
技
術
大
国
だ
っ
た
、

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。自
動
車
や
工
作
・

医
療
機
器
、
兵
器
、
化
学
製
品
な
ど
産
業
を

支
え
る
核
心
技
術
の
開
発
や
科
学
史
上
画
期

的
な
理
論
の
発
見
が
19
世
紀
末
か
ら
20
世
紀

前
半
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
人
研
究
者
に
よ
っ

て
担
わ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ

そ
科
学
技
術
の
未
来
を
描
く
Ｓ
Ｆ
の
分
野
で

も
、
さ
ぞ
名
作
が
た
く
さ
ん
生
ま
れ
て
い
る

だ
ろ
う
、
と
想
像
す
る
人
が
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
だ
が
こ
の
予
想
は
見
事
に
裏
切
ら
れ

る
。
ド
イ
ツ
Ｓ
Ｆ
の
父
ク
ル
ト
・
ラ
ス
ヴ
ィ

ッ
ツ
や
独
特
の
詩
的
宇
宙
観
を
持
っ
て
い
た

パ
ウ
ル
・
シ
ェ
ー
ア
バ
ル
ト
、
ド
イ
ツ
人
技

術
者
の
活
躍
を
描
い
た
ハ
ン
ス
・
ド
ー
ミ
ニ

ク
の
名
前
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。

　

ド
イ
ツ
文
学
の
弱
点
と
指
摘
さ
れ
る
の

が
、
娯
楽
性
へ
の
た
め
ら
い
で
あ
る
。
Ｓ
Ｆ

科
学
技
術
の
国
ド
イ
ツ
の
Ｓ
Ｆ

慶應義塾とドイツ──日独国交開始160周年

文
学

ド イ ツ で 人 気 の SF シ
リーズ『ペリー・ロー
ダン』シリーズの一冊
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文
学
部
美
学
美
術
史
学
専
攻

教
授後ご

藤と
う

文ふ
み

子こ 

本
質
で
あ

り
、
そ
の

よ
う
な
芸
術
家
が
自
ら
土
に
触
れ
、
生
命
的

な
存
在
で
あ
る
植
物
に
寄
り
添
っ
て
い
る
こ

と
は
、
新
し
い
芸
術
の
探
求
そ
れ
自
体
と
無

関
係
で
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。

　

あ
る
い
は
ベ
ル
リ
ン
北
西
部
に
今
も
残
る

ハ
ン
ナ
・
ヘ
ー
ヒ
︵
１
８
８
９
～
１
９
７
８
︶

の
庭
で
す
︵
写
真
２
︶。
第
一
次
世
界
大
戦

期
に
ベ
ル
リ
ン
・
ダ
ダ
運
動
唯
一
の
女
性
作

家
と
し
て
前
衛
的
な
創
作
活
動
を
旺
盛
に
展

開
し
た
彼
女
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
開
戦
の

直
後
に
こ
の
家
に
移
住
す
る
と
、
間
も
な
く

生
涯
を
か
け
て
庭
づ
く
り
に
精
魂
を
傾
け
始

め
ま
す
。
人
の
背
丈
よ
り
高
く
伸
び
た
多
年

生
植
物
や
果
樹
が
混
沌
と
生
い
茂
る
庭
は
、

ナ
チ
ス
や
ソ
連
軍
の
追
っ
手
か
ら
身
を
隠
す

場
で
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
晩
年
の
作
品

に
お
い
て
、
も
は
や
芸
術
家
の
自
己
と
庭
が

渾
然
一
体
と
化
し
た
か
の
表
現
を
認
め
る
と

き
、
庭
づ
く
り
が
、
芸
術
家
の
身
体
を
介
し
た

芸
術
創
造
と
生
き
る
こ
と
が
接
合
す
る
地
点
で

あ
っ
た
と
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。

う
な
庭
園
を
可
能
に
し
た
の
が
園
芸
技
術
の

目
覚
ま
し
い
発
展
で
し
た
。
品
種
開
発
や
改

良
が
進
み
、
目
新
し
い
形
態
や
色
彩
を
特
徴

と
す
る
多
様
な
植
物
が
市
場
に
出
回
る
と
、

一
年
を
通
し
て
そ
れ
ら
の
千
差
万
別
な
生
育

の
様
を
庭
で
楽
し
む
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た

の
で
す
。
こ
う
し
た
園
芸
史
的
観
点
か
ら
見
る

と
、
彼
ら
近
代
芸
術
家
の
庭
づ
く
り
は
時
代
の

園
芸
潮
流
に
呼
応
し
た
単
な
る
ガ
ー
デ
ニ
ン

グ
趣
味
と
受
け
取
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
例
え
ば
、
自
ら
鋤す
き

を
手
に
し
て
庭

を
耕
す
画
家
ヴ
ァ
シ
リ
ー
・
カ
ン
デ
ィ
ン
ス

キ
ー
︵
１
８
６
６
～
１
９
４
４
︶
の
姿
は
、

実
は
私
た
ち
に
も
っ
と
別
の
、
近
代
芸
術
の

本
質
に
関
わ
る
問
題
を
問
い
か
け
て
き
ま
す

︵
写
真
１
︶。
写
真
が
撮
影
さ
れ
た
当
時
の
画

家
は
、
ま
さ
に
人
間
の
内
面
や
精
神
性
を
表

出
す
る
新
た
な
抽
象
絵
画
を
模
索
し
て
い
ま

し
た
。
心
の
内
的
な
動
き
や
精
神
の
作
用
な

ど
、
生
に
関
わ
る
問
題
は
画
家
に
と
っ
て
の

　

私
の
専
門
は
近
代
の
庭
園
芸
術
で
す
。
19

世
紀
以
降
、
建
築
、
彫
刻
、
絵
画
、
工
芸
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
造
形
芸
術
領
域
で
活
躍
し
た

芸
術
家
の
な
か
に
は
、
熱
心
に
庭
づ
く
り
に

取
り
組
ん
だ
人
々
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

フ
ラ
ン
ス
印
象
主
義
の
画
家
ク
ロ
ー
ド
・
モ

ネ
が
丹
精
込
め
た
ジ
ヴ
ェ
ル
ニ
ー
の
庭
な
ど

が
有
名
で
す
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
同
時
代
の
ド

イ
ツ
で
も
、
デ
ン
マ
ー
ク
と
の
国
境
に
程
近

い
ゼ
ー
ビ
ュ
ル
の
画
家
エ
ミ
ー
ル
・
ノ
ル
デ
、

ベ
ル
リ
ン
の
画
家
マ
ッ
ク
ス
・
リ
ー
バ
ー
マ

ン
や
前
衛
的
美
術
家
ハ
ン
ナ
・
ヘ
ー
ヒ
な
ど

枚
挙
に
暇い
と
ま

が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

彼
ら
の
庭
づ
く
り
の
背
景
に
は
、
19
世
紀

半
ば
の
英
国
に
端
を
発
し
、
従
来
の
歴
史
主

義
的
な
大
規
模
庭
園
を
否
定
し
て
自
然
ら
し

さ
を
追
求
し
た
規
模
の
小
さ
な
邸
宅
庭
園

が
、
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
へ
も
伝
播
し
た
と

い
う
文
化
的
な
事
情
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ

ド
イ
ツ
近
代
美
術
と
庭
づ
く
り
の
深
い
関
係

Kunst
K

unst

美
術

写真 1 ムルナウの庭で
鋤を手にするカンディン
スキー、1910～11年頃

写真 2 植物が生い茂るハンナ・ヘーヒ
の庭（撮影：筆者、2015 年）

出典　H. Kohle (Hg.), 
Geschichte der bildenden 
Kunst in Deutschland, 
Bd. 7, München u. a.  
2008, S. 420.
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経
済
学
部　

教
授

飯い
い

田だ　

恭た
か
し 

ツ
農
村
の
細
部
に
ま
で
立
ち
入
っ
た
、
と
あ

え
て
特
記
す
る
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
ド
イ

ツ
人
と
同
じ
よ
う
に
と
の
思
い
で
や
っ
て
き

た
僕
は
こ
の
反
応
に
一
瞬
戸
惑
い
ま
し
た
が
、

よ
く
考
え
れ
ば
そ
れ
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で

す
。
実
際
日
本
と
ド
イ
ツ
は
遠
い
の
で
す
か

ら
。
し
か
し
こ
の
距
離
こ
そ
が
実
は
カ
ギ
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
歴
史
学
で
は
、
史
料

の
ど
こ
に
注
目
す
る
か
は
そ
の
人
次
第
で

す
。
僕
が
ド
イ
ツ
の
史
料
を
読
ん
で
感
じ
た

驚
き
の
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
は
、
僕
が
遠

い
日
本
を
生
活
の
場
と
し
て
き
た
が
ゆ
え
の

も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
外
か
ら
の
眼
差

し
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
発
見
に
結
実
し
、
ド
イ

ツ
農
村
史
研
究
の
国
際
的
な
発
展
に
少
し
で

も
寄
与
で
き
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
喜

ば
し
い
こ
と
で
す
。
他
方
、
ド
イ
ツ
の
史
料

に
接
し
て
感
じ
た
驚
き
を
、
日
本
語
の
読
者

や
塾
生
に
還
元
し
て
い
く
こ
と
も
僕
の
重
要

な
役
割
で
す
。
こ
れ
は
か
つ
て
岩
倉
使
節
団

が
国
を
挙
げ
て
取
り
組
ん
だ
欧
米
の
制
度
・

文
物
の
摂
取
と
い
う
仕
事
を
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と

継
承
す
る
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ノ
大
野
﹂
が
横
た
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
国

際
情
勢
は
一
変
し
て
い
ま
し
た
。
欧
米
か
ら

学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
も
は
や
日
本
で
も
自
明

で
は
な
く
、
そ
れ
へ
の
反
発
も
強
ま
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
欧
米
人
の
研
究
の
翻

訳
や
日
本
語
で
の
紹
介
が
中
心
だ
っ
た
日
本

人
の
西
洋
史
研
究
に
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
成

果
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
僕
は
留
学
以

来
、
周
り
の
ド
イ
ツ
人
と
同
じ
よ
う
に
研
究

す
る
こ
と
、
つ
ま
り
直
接
史
料
を
読
ん
で
オ

リ
ジ
ナ
ル
な
発
見
を
し
、
そ
れ
を
独
文
や
英

文
で
国
際
的
に
発
表
す
る
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー

と
し
て
き
ま
し
た
。
史
料
館
で
近
世
の
封
建

所
領
に
関
す
る
古
文
書
を
読
み
重
ね
つ
つ
、

そ
の
所
領
内
に
あ
っ
た
村
々
を
実
際
に
訪

ね
、現
地
の
教
会
に
伝
存
す
る
教
区
簿
冊︵
村

人
の
出
生
・
結
婚
・
死
亡
の
記
録
︶
を
牧
師

さ
ん
宅
に
泊
ま
り
込
ん
で
撮
影
さ
せ
て
も
ら

っ
た
り
も
し
ま
し
た
。

　

２
０
１
０
年
に
は
ベ
ル
リ
ン
で
そ
の
成
果

の
一
部
を
本
と
し
て
出
版
し
ま
し
た
が
、
そ

の
書
評
・
紹
介
の
中
に
は
、
日
本
人
が

4

4

4

4

ド
イ

　

１
８
６
１
年
に
日
本
は
プ
ロ
イ
セ
ン
と
修

好
通
商
条
約
を
結
び
ま
し
た
が
、
そ
の
10
年

後
の
１
８
７
１
年
末
、
明
治
新
政
府
の
首
脳

を
含
む
岩
倉
使
節
団
は
横
浜
港
か
ら
米
欧
回

覧
の
旅
に
出
ま
す
。
そ
の
目
的
の
一
つ
は
欧

米
先
進
国
の
制
度
・
文
物
の
摂
取
で
し
た
。

ま
さ
に
国
を
挙
げ
て
西
洋
か
ら
学
ぼ
う
と
し

た
の
で
す
。
１
８
７
３
年
３
月
、
使
節
団
は

つ
い
に
プ
ロ
イ
セ
ン
に
到
達
し
ま
す
。
一
行

は
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
の
﹁
広
平
ノ
大
野
﹂

を
汽
車
の
窓
か
ら
眺
め
な
が
ら
ベ
ル
リ
ン
の

駅
に
入
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
行

の
目
に
は
、
麦
畑
と
牧
草
地
の
広
が
る
大
平

原
と
、
そ
の
至
る
所
に
浮
き
立
つ
村
の
教
会

の
尖
塔
が
映
じ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
か
ら
１
２
０
年
後
の
１
９
９
３
年
、

僕
は
ベ
ル
リ
ン
に
留
学
し
、
こ
の
ブ
ラ
ン
デ

ン
ブ
ル
ク
農
村
の
歴
史
を
研
究
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
相
変
わ
ら
ず
﹁
広
平

ド
イ
ツ
農
村
史
研
究
─
遠
く
日
本
か
ら

Geschichte
G

eschichte

歴
史

留学中に訪ねたブランデン
ブルクの村々


