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ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
初
期
の
短
篇
群
の
、
成
立
史
上
で
も
ひ
と
ま
と

ま
り
の
も
の
の
集
大
成
の
位
置
に
あ
る
、
「
ト
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ガ
ー
」

は
、
特
徴
的
な
あ
り
か
た
に
お
い
て
お
よ
そ
若
い
こ
ろ
へ
の
郷
愁
に
満

た
さ
れ
て
い
る
。 

 

の
ち
の
全
集
版
で
は
全
体
が
九
章
に
章
分
け
を
さ
れ
た
う
ち
の
は

じ
め
の
二
章
、
主
人
公
の
十
四
歳
の
こ
ろ
の
ハ
ン
ス
と
の
交
友
、
十
六

歳
の
こ
ろ
の
イ
ン
ゲ
へ
の
恋
の
叙
述
は
、
ほ
と
ん
ど
一
語
一
語
が
、
計

算
し
尽
く
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
反
芻
し
尽
く
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
お

よ
そ
恋
す
る
者
の
恋
は
恋
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
要
求
す
る
ほ
ど
に

は
満
た
さ
れ
な
い
そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
恋
の
幸
福
が
若
年
に
し
て
す

で
に
あ
る
こ
と
を
、
そ
し
て
そ
の
要
求
す
る
ほ
ど
に
は
満
た
さ
れ
な
い

仕
儀
の
一
部
始
終
を
─
─
ま
わ
り
の
副
登
場
人
物
た
ち
の
無
神
経
な

行
状
が
恋
（
少
年
ト
ニ
オ
と
同
性
の
ハ
ン
ス
へ
の
求
愛
的
交
友
は
友
情

す
べ
て
を
同
性
愛
と
言
わ
な
い
狭
い
意
味
で
同
性
愛
的
で
は
ま
っ
た

く
な
い
が
こ
の
恋
に
は
含
ま
れ
る
）
の
邪
魔
を
お
の
ず
と
な
す
さ
ま
を

─
─
、
こ
れ
で
も
か
と
い
う
ほ
ど
思
い
入
れ
た
っ
ぷ
り
に
、
ゆ
え
に
笑

っ
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
ぐ
あ
い
に
、
執
筆
と
加
筆
彫
琢
に
多
大
な

時
間
を
か
け
た
達
筆
で
濃
密
に
し
る
す
。
文
章
の
完
成
度
は
（
計
算
の

つ
じ
つ
ま
に
む
し
ろ
む
ら
や
こ
と
ば
の
表
面
で
の
矛
盾
は
本
論
で
述

べ
る
よ
う
に
あ
る
の
だ
が
）
冒
頭
か
ら
の
こ
の
態
度
に
お
い
て
お
の
ず

と
高
い
。 

 

し
か
も
、
そ
の
筆
は
、
そ
の
仕
儀
が
そ
の
よ
う
に
生
ず
る
こ
と
そ
の

も
の
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
少
な
く
と
も
作
品
の
描
写
す
る
対
象
た
る

事
態
の
で
き
ご
と
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
、
作
者
の
そ
の
思
い
入
れ
を

33



2 
 

体
現
す
る
作
者
の
分
身
た
る
立
場
の
主
人
公
を
、
十
分
に
突
き
放
し
、

客
観
化
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
こ
と
自
体
が
、
ま
た
、
こ
の
小
説

が
主
観
に
と
っ
て
過
去
を
対
象
と
し
た
も
の
へ
の
思
い
入
れ
の
う
つ

わ
で
あ
る
と
い
う
性
質
を
、
印
象
上
、
効
果
上
、
強
め
て
い
る
。
客
観

的
に
突
き
放
し
て
放
置
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
恋
に
お
け
る
恋

の
対
象
は
類
型
的
な
優
等
生
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
相
手
の
と
く
だ

ん
す
ぐ
れ
た
特
徴
で
な
く
凡
庸
さ
に
近
い
個
性
で
し
か
な
い
こ
と
を

見
せ
つ
け
る
。 

 

だ
が
、
類
型
的
な
優
等
生
へ
の
、
凡
俗
な
者
が
持
つ
そ
れ
自
体
が
す

ぐ
れ
て
も
な
い
よ
う
な
特
質
的
表
情
の
個
性
の
は
し
ば
し
が
喚
起
す

る
《
個
性
へ
の
こ
の
恋
》
は
、
自
身
は
そ
う
は
な
れ
な
い
者
の
恋
な
の

で
あ
る
。
主
人
公
も
、
文
学
愛
好
者
た
ち
と
し
て
の
繙
読
の
途
中
で
こ

の
作
を
投
げ
出
す
こ
と
と
な
る
ど
こ
ろ
か
引
き
込
ま
れ
て
い
く
よ
う

な
た
い
て
い
の
読
者
も
、
お
よ
そ
、
自
身
は
、
ま
る
で
全
体
は
ほ
と
ん

ど
無
個
性
さ
で
あ
る
か
の
よ
う
な
み
ご
と
な
美
し
さ
を
ま
わ
り
の
み

な
か
ら
万
人
か
ら
の
ご
と
く
ほ
め
ら
れ
る
優
等
生
と
は
反
対
の
、
お
の

ず
と
し
て
烙
印
の
よ
う
に
よ
け
い
な
こ
と
に
気
が
つ
き
言
語
化
し
て

し
ま
う
よ
う
な
、
存
在
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
と
き
、
そ
の
恋

の
対
象
と
な
る
優
等
生
の
そ
の
ち
ょ
っ
と
し
た
つ
ま
ら
な
い
美
し
さ

で
し
か
な
い
よ
う
な
し
ぐ
さ
の
癖
等
々
の
個
性
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、

や
は
り
、
非
人
格
的
な
も
の
な
の
で
は
な
く
、
個
人
史
的
な
か
か
わ
り

を
有
す
る
特
定
の
そ
の
個
人
そ
の
も
の
に
た
い
し
て
の
、
む
せ
か
え
る

よ
う
な
、
個
体
的
な
指
向
の
対
象
凝
縮
結
晶
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
み
っ
つ
、
思
い
入
れ
と
突
き
放
し
と
特
定
個
体
的
な
か
か
わ

り
の
指
向
の
む
せ
か
え
り
と
が
、
あ
ら
か
じ
め
作
中
の
郷
愁
の
強
烈
な

場
を
な
し
、
作
を
、
思
い
入
れ
た
っ
ぷ
り
で
か
つ
描
写
さ
れ
る
で
き
ご

と
の
厚
み
に
お
い
て
は
む
し
ろ
抽
象
的
な
が
ら
も
、
読
者
を
引
き
つ
け

る
手
慣
れ
た
高
度
な
仕
上
が
り
で
お
お
い
つ
く
す
。 

 

作
は
、
春
の
う
き
う
き
し
た
気
分
そ
の
も
の
を
逆
に
作
り
あ
げ
る
よ

う
な
、
自
身
が
う
き
う
き
し
て
し
ま
う
気
分
の
中
で
は
芸
術
的
た
く
ら

み
を
仕
上
げ
に
く
い
こ
と
へ
の
繰
り
言
等
々
を
、
主
人
公
が
女
友
だ
ち

の
画
家
に
語
る
中
間
部
の
第
四
章
を
、
ま
る
で
こ
の
小
説
に
と
っ
て
の

最
も
凝
縮
的
に
作
り
出
し
た
、
作
品
空
間
や
作
品
意
想
理
路
を
代
表
す

る
本
体
部
分
、
作
の
基
本
的
な
感
覚
に
お
け
る
地
の
部
分
、
と
な
し
な

が
ら
、
し
か
し
、
は
じ
め
か
ら
完
成
し
た
郷
愁
の
若
年
描
写
の
第
一
・

二
章
と
、
そ
し
て
、
そ
の
後
に
出
た
旅
で
の
さ
ら
に
な
お
む
せ
か
え
る

よ
う
な
個
人
的
な
対
象
へ
の
思
い
を
回
帰
さ
せ
ら
れ
る
第
八
章
の
主

人
公
と
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
の
像
と
の
再
会
と
を
、
そ
の
中
間
部
前
後
に
、

描
写
と
し
て
や
は
り
さ
ら
に
こ
の
作
の
主
要
内
容
を
対
称
的
に
提
示

し
再
提
示
す
る
本
体
部
分
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
置
く
。 

 

第
三
章
で
─
─
そ
の
若
い
恋
も
意
に
反
し
て
個
別
性
を
失
っ
て
薄

れ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
中
で
官
能
に
溺
れ
た
青
年
の
暮
ら
し
も
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送
っ
た
あ
と
で
─
─
効
果
的
言
語
化
で
こ
と
が
ら
を
か
た
づ
け
る
冷

徹
で
洗
練
さ
れ
た
文
士
と
な
り
ひ
と
つ
の
地
歩
を
得
た
作
家
と
し
て
、

そ
の
第
四
章
で
長
広
舌
を
ふ
る
っ
た
主
人
公
は
、
旅
の
途
中
第
六
章
で

（
第
五
章
第
七
章
は
六
章
八
章
の
導
入
部
）
故
郷
の
ハ
ン
ス
宅
や
み
ず

か
ら
の
故
宅
が
自
身
た
ち
と
も
し
く
は
こ
と
さ
ら
自
分
自
身
と
は
な

に
も
関
係
の
な
い
も
の
に
か
わ
っ
て
い
る
の
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
の

ち
の
第
八
章
で
の
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
の
像
と
の
再
会
で
、
凡
庸
な
特
徴

へ
の
そ
の
恋
が
個
別
的
な
も
の
そ
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
、
へ
の
郷
愁
に

よ
っ
て
、
悔
恨
に
む
せ
び
泣
く
。
手
紙
の
第
九
章
で
、
芸
術
家
と
俗
人

と
い
う
か
り
そ
め
の
対
立
項
を
補
助
線
の
よ
う
に
持
ち
出
し
な
が
ら

も
そ
れ
を
補
助
線
の
表
層
ど
お
り
だ
と
な
す
最
小
布
置
を
す
り
ぬ
け

て
じ
つ
は
組
み
か
え
、
そ
れ
ま
で
の
文
学
上
の
仕
事
が
思
え
ば
じ
つ
は

ほ
と
ん
ど
な
に
も
の
で
も
な
い
と
こ
ろ
、
冷
徹
や
洗
練
な
ど
超
え
た
人

間
的
社
会
的
な
る
本
格
的
作
家
と
し
て
の
精
進
の
最
大
布
置
（
の
う
え

で
の
、
さ
き
の
対
立
項
補
助
線
で
と
は
ま
っ
た
く
別
種
の
芸
術
家
）
へ

と
、
こ
の
、
故
郷
を
離
れ
て
十
三
年
、
三
十
が
ら
み
の
主
人
公
ト
ニ
オ

は
一
瞬
な
が
ら
、
人
格
の
将
来
展
開
像
の
見
と
お
し
を
さ
だ
め
る
。 

 

そ
の
、
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
の
像
と
の
再
会
の
場
面
に
お
い
て
、
こ
の

小
説
の
日
本
語
へ
の
、
流
布
す
る
も
ろ
も
ろ
の
有
名
な
翻
訳
に
、
じ
つ

は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
、
問
題
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
ち
ょ
っ
と
し
た

問
題
は
、
ほ
ん
と
う
は
相
当
て
い
ど
、
作
品
の
理
解
の
根
幹
に
も
、
関

係
し
な
い
で
は
い
な
い
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
は
、
翻
訳
と
し
て
は
、
平
野
卿
子
訳
二
〇
一
一
年
一
月
十
日

初
刷
河
出
文
庫
、
実
吉
捷
郎
訳
一
九
五
二
年
五
月
二
十
五
日
初
版
初
刷

二
〇
〇
三
年
九
月
十
七
日
改
版
初
刷
岩
波
文
庫
、
高
橋
義
孝
訳
一
九
六

七
年
九
月
二
十
五
日
初
版
初
刷
二
〇
一
二
年
一
月
二
十
五
日
改
版
初

刷
新
潮
文
庫
、
の
各
訳
を
、
取
り
あ
げ
る
。 

  
 

二 

  
 
 

二
─
一 

  

平
野
卿
子
は
河
出
文
庫
『
ト
ー
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ガ
ー
他
一
篇
』
の
二

四
六
ペ
ー
ジ
、
訳
者
あ
と
が
き
で
言
っ
て
い
る
。 

 

〔
…
…
〕
今
回
訳
出
す
る
に
あ
た
っ
て
、
偶
然
と
は
い
え
、
こ

の
本
を
実
吉
訳
で
読
ん
だ
こ
と
を
幸
せ
だ
と
思
っ
た
。
ト
ー
ニ
オ

が
デ
ン
マ
ー
ク
で
実
際
に
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
に
再
会
す
る
と
思

っ
て
い
た
人
が
多
い
こ
と
に
、
あ
ら
た
め
て
気
づ
い
た
か
ら
だ
。

か
つ
て
の
ふ
た
り
と
再
会
し
た
と
い
う
誤
解
が
生
ま
れ
た
の
は
、

ひ
と
つ
に
は
翻
訳
に
原
因
が
あ
る
だ
ろ
う
。
他
の
訳
に
は
再
会
し

た
と
い
う
前
提
で
訳
し
て
あ
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
か
ら
だ
。
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だ
が
、
何
人
か
の
ド
イ
ツ
人
に
尋
ね
て
み
た
と
こ
ろ
、
再
会
し
た

と
思
っ
て
い
た
と
い
う
返
事
が
い
く
つ
か
返
っ
て
き
た
。
そ
う
な

る
と
訳
の
問
題
を
超
え
て
い
る
。
こ
こ
で
マ
ン
が
「
し
か
け
て
い

る
」
の
は
た
し
か
だ
が
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
も
、
や
は
り
首
を
か

し
げ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。 

  

ト
ニ
オ
（
論
者
は
ド
イ
ツ
語
の
じ
っ
さ
い
ア
ク
セ
ン
ト
長
音
で
あ
る

ト
ー
に
対
し
て
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
と
し
て
は
、
日
本
語
読
者
の
日
本
人

が
正
し
く
ト
に
強
い
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
い
て
正
し
く
音
始
直
後
に
音

高
を
下
げ
て
読
め
る
表
記
と
し
て
、
長
音
棒
の
な
い
ト
ニ
オ
と
の
こ
の

表
記
を
選
ぶ
）
は
こ
の
故
郷
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
を
経
て
の
デ
ン
マ
ー
ク
へ

の
旅
の
あ
い
だ
、
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
北
欧
系
の

青
い
眼
と
金
髪
の
顔
つ
き
に
出
会
い
、
あ
る
ま
な
ざ
し
、
言
葉
の
響
き
、

笑
い
声
と
い
っ
た
兆
候
に
胸
を
衝
か
れ
る
よ
う
な
感
覚
を
起
こ
し
た

り
し
な
が
ら
、
ま
た
、
故
郷
で
の
一
夜
に
み
た
よ
う
な
な
に
や
ら
も
つ

れ
合
っ
た
や
る
せ
な
い
夢
を
み
た
り
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
旅
の
目

的
地
と
し
て
い
た
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
舞
台
エ
ル
シ
ノ
ア
の
さ
ら
に
北
郊

外
の
北
海
カ
テ
ガ
ッ
ト
海
域
と
ズ
ン
ト
海
峡
と
に
面
し
た
海
水
浴
地

オ
ー
ル
ス
ゴ
ー
の
海
浜
ホ
テ
ル
に
滞
在
中
、
無
意
識
に
待
ち
う
け
ら
れ

て
い
た
か
の
よ
う
な
決
定
的
な
そ
の
こ
と
の
生
じ
る
日
が
や
っ
て
く

る
。
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
、
ト
ニ
オ
の
再
会
し
た
ハ
ン
ス
と

イ
ン
ゲ
が
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
そ
の
ひ
と
で
は
な
い
こ
と
が
、
じ
っ
さ
い

は
文
章
上
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
で
は
な
く
て
ど
う
い
う
人
物

た
ち
で
あ
る
の
か
が
わ
か
る
よ
う
な
、
決
定
的
な
箇
所
（
ま
た
は
そ
う

で
あ
り
そ
う
な
箇
所
）
は
、
そ
の
前
後
の
な
が
れ
の
中
で
、
三
箇
所
で

あ
る
。
原
文
と
、
特
段
の
工
夫
し
た
う
え
で
あ
る
は
ず
の
平
野
訳
、
平

野
が
絶
賛
す
る
実
吉
訳
、
再
会
し
た
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
が
ハ
ン
ス
と
イ

ン
ゲ
当
人
た
ち
で
あ
る
と
訳
し
て
い
る
高
橋
訳
の
、
そ
れ
ら
の
箇
所
を
、

原
著
十
三
巻
本
全
集
第
八
巻
（
一
九
七
四
年
）
と
各
和
訳
文
庫
版
か
ら

挙
げ
る
（
文
庫
振
仮
名
は
省
略
）
。
な
お
、
実
吉
訳
岩
波
文
庫
改
版
で

あ
ら
た
に
つ
い
た
濱
川
祥
枝
解
説
一
三
八
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
濱
川
の

旧
制
府
立
高
校
恩
師
で
大
御
所
先
生
で
あ
る
実
吉
の
訳
を
、
じ
つ
に
、

当
時
そ
の
同
じ
旧
制
府
立
高
校
「
新
進
（
同
一
三
四
ペ
ー
ジ
）
」
教
師

だ
っ
た
「
高
橋
義
孝
氏
も
」
信
奉
し
て
「
実
吉
訳
に
傾
倒
し
」
、「
表
紙

が
擦
り
切
れ
る
ま
で
こ
の
岩
波
文
庫
版
を
帯
同
し
て
お
ら
れ
た
」
と
い

う
眼
前
で
の
事
実
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
な
の
で
も
あ
る
（
岩
波
文
庫
の
、

実
吉
訳
の
そ
の
版
と
は
、
一
九
三
〇
年
刊
『
ト
オ
マ
ス
・
マ
ン
短
篇
集

Ⅰ
』
と
い
う
名
称
の
も
の
へ
収
め
ら
れ
た
旧
姓
日
野
捷
郎
訳
名
義
の
も

の
を
指
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
）
。 

 
D

a 
geschah 

dies 
auf 

einm
al: 

H
ans 

H
ansen 

und 
Ingeborg H

olm
 gingen durch den 

Saal. 

─ 
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Tonio K
röger lehnte, in einer w

ohligen Erm
üdung 

nach dem
 Bade und seinem

 hurtigen G
ang, im

 Stuhl 
und aß geräucherten Lachs auf Röstbrot:  

─ er saß der 
V

eranda und dem
 M

eere zugew
andt. U

nd plötzlich 
öffnete sich die Tür, und H

and in H
and kam

en die 
beiden herein,  

─ schlendernd und ohne Eile. Ingeborg, 
die blonde Inge, w

ar hell gekleidet, w
ie sie in der 

Tanzstunde bei H
errn K

naak zu sein pflegte. D
as 

leichte, geblüm
te K

leid reichte ihr nur bis zu den 
K

nöcheln, und um
 die Schultern trug sie einen breiten, 

w
eißen Tüllbesatz m

it spitzem
 A

usschnitt, der ihren 
w

eichen, geschm
eidigen H

als frei ließ. D
er H

ut hing 
ihr an seinen zusam

m
engeknüpften Bändern über dem

 
einen 

A
rm

. 
Sie 

w
ar 

vielleicht 
ein 

klein 
w

enig 
erw

achsener als sonst und trug ihren w
underbaren 

Zopf nun um
 den K

opf gelegt; aber H
ans H

ansen w
ar 

ganz w
ie im

m
er. Er hatte seine Seem

annsüberjacke m
it 

den goldenen K
nöpfen an, über w

elcher auf Schultern 
und 

Rücken 
der 

breite, 
blaue 

K
ragen 

lag; 
die 

M
atrosenm

ütze m
it den kurzen Bändern hielt er in der 

hinabhängenden H
and und schlenkerte sie sorglos hin 

und her. Ingeborg hielt ihre schm
al geschnittenen 

A
ugen abgew

andt, vielleicht ein w
enig geniert durch 

die speisenden Leute, die auf sie schauten. A
llein H

ans 
H

ansen w
andte nun gerade und aller W

elt zum
 Trotz 

den K
opf nach der Frühstückstafel und m

usterte m
it 

seinen stahlblauen A
ugen einen nach dem

 anderen 
herausfordernd und gew

isserm
aßen verächtlich; er ließ 

sogar Ingeborgs H
and fahren und schw

enkte seine 
M

ütze noch heftiger hin und her, um
 zu zeigen, w

as 
für ein M

ann er sei. (S. 327 - 8) 

 

と
、
そ
の
と
き
、
ふ
い
に
そ
の
出
来
事
は
起
き
た
─
─
ハ
ン
、
、

ス、
・
ハ
ン
ゼ
ン
と
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
・
ホ
ル
ム
が
食
堂
を
通
っ
て
い

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

っ
た
の
で
あ
る

、
、
、
、
、
、
─
─ 

ひ
と
泳
ぎ
し
た
う
え
早
足
で
散
歩
を
し
た
の
で
、
ト
ー
ニ
オ
は

快
い
疲
労
感
を
覚
え
な
が
ら
、
椅
子
に
も
た
れ
、
ベ
ラ
ン
ダ
と
海

の
ほ
う
を
向
い
て
ス
モ
ー
ク
ド
サ
ー
モ
ン
を
載
せ
た
ト
ー
ス
ト

を
食
べ
て
い
た
。
そ
の
と
き
、
急
に
ド
ア
が
開
い
て
、
ふ
た
り
が

手
を
つ
な
い
で
入
っ
て
き
た
の
だ
。
と
く
に
急
ぐ
で
も
な
く
、
の

ん
び
り
と
。
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
、
金
髪
の
イ
ン
ゲ
は
、
ク
ナ
ー
ク
先

生
の
ダ
ン
ス
の
レ
ッ
ス
ン
の
と
き
と
同
じ
よ
う
な
明
る
い
色
の
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服
を
着
て
い
る
。
花
模
様
の
薄
地
の
ド
レ
ス
は
く
る
ぶ
し
の
と
こ

ろ
ま
で
し
か
な
く
、
肩
の
ま
わ
り
に
は
幅
広
の
白
い
チ
ュ
ー
ル
の

縁
飾
り
が
つ
い
て
い
る
。
大
き
く
く
ら
れ
た
襟
元
か
ら
は
、
柔
ら

か
い
し
な
や
か
な
首
が
の
ぞ
い
て
い
た
。
帽
子
の
紐
は
結
ん
で
腕

に
か
け
て
い
た
。
昔
よ
り
ほ
ん
の
す
こ
し
背
が
高
く
な
っ
た
よ
う

だ
っ
た
（
１
─
Ａ
…
…
論
者
言
及
箇
所
記
号
、
以
下
同
様
）
。
あ

の
た
っ
ぷ
り
し
た
お
さ
げ
は
い
ま
、
頭
の
ま
わ
り
に
巻
き
つ
け
ら

れ
て
い
る
。
一
方
、
ハ
ン
ス
・
ハ
ン
ゼ
ン
は
あ
の
頃
の
ま
ま
だ
。

金
ボ
タ
ン
の
つ
い
た
ピ
ー
コ
ー
ト
を
着
て
、
肩
と
背
中
に
は
大
き

な
青
い
襟
。
あ
い
て
い
る
ほ
う
の
手
で
短
い
リ
ボ
ン
の
つ
い
た
水

兵
帽
を
持
ち
、
無
造
作
に
ぶ
ら
ぶ
ら
振
っ
て
い
た
。
イ
ン
ゲ
ボ
ル

ク
は
あ
の
切
れ
長
の
目
を
そ
む
け
て
い
る
。
食
事
中
の
客
に
見
ら

れ
て
ち
ょ
っ
と
き
ま
り
が
悪
い
の
だ
ろ
う
。
だ
が
ハ
ン
ス
の
ほ
う

は
、
な
ん
だ
よ
、
と
で
も
言
う
よ
う
に
ま
っ
こ
う
か
ら
朝
食
の
テ

ー
ブ
ル
を
見
つ
め
、
例
の
澄
ん
だ
青
い
目
で
、
挑
む
よ
う
に
、
い

く
ぶ
ん
蔑
む
よ
う
に
端
か
ら
順
に
ね
め
回
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
か

イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
の
手
も
放
し
て
し
ま
い
、
帽
子
を
い
っ
そ
う
激
し

く
振
り
な
が
ら
、
自
分
が
い
っ
ぱ
し
の
男
だ
と
い
う
こ
と
を
精
一

杯
示
そ
う
と
し
た
。
（
平
野
訳
一
一
二
─
三
ペ
ー
ジ
） 

 

と
、
そ
の
時
、
突
然
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
─
─
ハ
ン

ス
・
ハ
ン
ゼ
ン
と
イ
ン
ゲ
ボ
ル
グ
・
ホ
ル
ム
と
が
、
食
堂
を
通
っ

て
歩
い
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
─
─
〔
強
調
傍
点
ナ
シ
は
マ
マ
〕 

ト
ニ
オ
・
ク
レ
エ
ゲ
ル
は
、
水
泳
と
足
早
な
散
歩
の
あ
と
の
快

い
疲
れ
を
覚
え
な
が
ら
、
椅
子
に
背
を
も
た
せ
て
、
燻
製
の
鮭
を

載
せ
た
焼
パ
ン
を
食
べ
て
い
た
。
─
─
ベ
ラ
ン
ダ
と
海
の
ほ
う
へ

向
い
て
坐
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
る
と
急
に
扉
が
開
い
て
、
そ

の
二
人
が
手
を
た
ず
さ
え
て
入
っ
て
き
た
─
─
ゆ
る
や
か
な
迫

ら
ぬ
足
ど
り
で
。
イ
ン
ゲ
ボ
ル
グ
は
、
金
髪
の
イ
ン
ゲ
は
、
ク
ア

ア
ク
先
生
の
踊
り
の
時
間
に
い
つ
も
し
て
い
た
よ
う
な
、
白
っ
ぽ

い
身
な
り
だ
っ
た
。
花
模
様
の
あ
る
軽
い
服
は
、
く
る
ぶ
し
の
と

こ
ろ
ま
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
肩
に
は
、
幅
の
広
い
白
い
絹
飾
が

つ
い
て
い
る
。
そ
れ
が
深
く
刳
っ
て
あ
る
の
で
、
軟
ら
か
い
、
し

な
や
か
な
頸
筋
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
帽
子
は
結
ん
だ
ま
ま
の 

紐
で
、
片
方
の
腕
に
か
か
っ
て
い
る
。
彼
女
は
昔
よ
り
も
ほ
ん
の

少
し
大
き
く
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
（
１
─
Ｂ
）
。
あ
の
み
ご
と

な
垂
髪
も
、
今
で
は
頭
に
ま
き
つ
け
て
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ハ
ン

ス
・
ハ
ン
ゼ
ン
の
ほ
う
は
、
昔
と
ち
っ
と
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

金
ボ
タ
ン
の
つ
い
た
例
の
水
兵
服
で
、
そ
の
肩
と
背
中
と
に
、
幅

の
広
い
青
い
襟
が
か
か
っ
て
い
る
。
短
い
リ
ボ
ン
の
つ
い
た
水
兵

帽
を
、
だ
ら
り
と
下
げ
た
手
に
持
っ
た
な
り
、
の
ん
き
そ
う
に
ぶ

ら
ぶ
ら
振
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
イ
ン
ゲ
ボ
ル
グ
は
、
食
事
を
し
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て
い
る
人
た
ち
に
見
ら
れ
て
、
少
し
き
ま
り
が
悪
い
の
で
あ
ろ
う
、

例
の
細
く
切
れ
た
眼
を
そ
む
け
て
い
る
。
し
か
る
に
ハ
ン
ス
・
ハ

ン
ゼ
ン
は
、
か
え
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
、
皆
に
対
抗
し
て
、
首
を
朝
食

の
卓
の
方
へ
向
け
な
が
ら
、
例
の
鋼
青
色
の
眼
で
順
々
に
一
人
一

人
を
、
挑
む
よ
う
に
、
幾
分
さ
げ
す
む
よ
う
に
、
じ
ろ
じ
ろ
眺
め

た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
イ
ン
ゲ
ボ
ル
グ
の
手
ま
で
放
し
て
し
ま
っ

て
、
帽
子
を
さ
ら
に
烈
し
く
前
後
に
振
り
動
か
し
た
。
ど
ん
な
男

で
あ
る
か
を
示
す
つ
も
り
な
の
で
あ
る
。
（
実
吉
訳
一
〇
六
─
七

ペ
ー
ジ
） 

 

そ
の
と
き
、
突
然
こ
う
い
う
こ
と
が
起
っ
た
、
す
な
わ
ち
ハ
ン

ス
・
ハ
ン
ゼ
ン
と
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
・
ホ
ル
ム
と
が
こ
の
広
間
を
通

っ
た
の
で
あ
る
。
─
─
〔
強
調
傍
点
ナ
シ
は
マ
マ
〕 

ト
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
は
、
朝
の
水
浴
と
足
早
な
散
歩
と
で
気

持
よ
く
疲
れ
て
椅
子
に
倚
り
、
ト
ー
ス
ト
・
パ
ン
に
燻
製
の
鮭
を

そ
え
て
食
べ
て
い
た
。
す
る
と
突
然
戸
が
開
い
て
、
手
を
に
ぎ
り

あ
っ
た 

二
人
が
入
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
─
─
悠
々
と
急
が
ず

に
。
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
、
金
髪
の
イ
ン
ゲ
は
、
ク
ナ
ー
ク
先
生
の
講

習
会
の
と
き
よ
く
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
薄
色
の
衣
装
だ
っ
た
。
軽

や
か
な
花
模
様
の
あ
る
ド
レ
ス
の
裾
は
せ
い
ぜ
い
踝
の
と
こ
ろ

に
届
く
く
ら
い
で
、
肩
の
と
こ
ろ
に
は
幅
の
広
い
白
い
網
目
の
レ

ー
ス
が
つ
い
て
い
て
、
背
中
が
深
く
切
り
込
ん
で
あ
る
の
で
、
柔

ら
か
な
し
な
や
か
な
襟
足
が
の
ぞ
い
て
い
た
。
帽
子
は
、
紐
を
結

び
あ
わ
せ
て
片
方
の
腕
に
か
け
て
い
た
。
見
た
と
こ
ろ
昔
と
そ
う 

ち
が
わ
ぬ
背
丈
で
（
１
─
Ｃ
）
、
あ
の
素
敵
な
お
下
げ
髪
は
今
で

は
頭
に
ま
き
つ
け
て
い
た
。
し
か
し
ハ
ン
ス
・
ハ
ン
ゼ
ン
は
昔
と

ち
っ
と
も
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
金
ボ
タ
ン
の
つ
い
た
水
夫
風

の
半
外
套
を
き
て
、
幅
広
の
青
い
う
し
ろ
襟
を
外
套
の
外
に
垂
ら

し
、
短
い
リ
ボ
ン
の
つ
い
た
水
兵
帽
を
明
い
た
〔
漢
字
マ
マ
〕
ほ

う
の
手
に
さ
げ
て
屈
託
な
さ
そ
う
に
ぶ
ら
ぶ
ら
振
っ
て
い
る
。
イ

ン
ゲ
ボ
ル
ク
は
そ
の
切
れ
の
長
い
目
を
そ
ら
せ
た
。
食
堂
で
朝
食

を
と
っ
て
い
た
人
た
ち
の
視
線
を
浴
び
て
き
っ
と
少
々
恥
ず
か

し
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ハ
ン
ス
・
ハ
ン
ゼ
ン
は
決

然
と
食
卓
の
方
に
真
正
面
か
ら
向
い
立
っ
て
、
そ
の
鋼
色
の
青
い

目
で
食
卓
の
一
人
々
々
を
順
々
に
挑
む
よ
う
に
、
や
や
軽
蔑
的
に

じ
ろ
じ
ろ
見
た
。
握
っ
て
い
た
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
の
手
ま
で
放
し
て

し
ま
っ
た
。
そ
し
て
い
っ
そ
う
激
し
く
帽
子
を
振
っ
て
、
自
分
が

ど
う
い
う
男
で
あ
る
か
を
知
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
（
高
橋
訳
一
〇

二
─
三
ペ
ー
ジ
） 

 
Tonio K

röger sah sie an, die beiden, um
 die er 

vorzeiten Liebe gelitten hatte, 

─ H
ans und Ingeborg. 
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Sie 
w

aren 
es 

nicht 
so 

sehr 
verm

öge 
einzelner 

M
erkm

ale und der Ä
hnlichkeit der K

leidung, als kraft 
der G

leichheit der Rasse und des Typs, dieser lichten, 
stahlblauäugigen 

und 
blondhaarigen 

A
rt, 

die 
eine 

V
orstellung von Reinheit, U

ngetrübtheit, H
eiterkeit 

und 
einer 

zugleich 
stolzen 

und 
schlichten, 

unberührbaren Sprödigkeit hervorrief... (S. 331) 
 

そ
の
昔
自
分
に
愛
の
苦
し
み
を
な
め
さ
せ
た
ふ
た
り
を
、
ハ
ン

ス
と
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
を
ト
ー
ニ
オ
は
見
つ
め
た
。
こ
の
ふ
た
り
が

イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
と
ハ
ン
ス
だ
と
い
う
の
は
（
２
─
Ａ
）
、
ひ
と
つ

ひ
と
つ
の
特
徴
や
服
装
が
似
て
い
る
か
ら
と
い
う
よ
り
、
同
種
で

同
タ
イ
プ
の
人
間
だ
か
ら
だ
っ
た
。
純
粋
さ
、
濁
り
の
な
さ
、
陽

気
さ
。
そ
し
て
傲
慢
で
無
邪
気
で
、
冷
た
く
近
寄
り
が
た
い
─
─

そ
う
思
わ
せ
る
明
る
さ
と
、
澄
ん
だ
青
い
目
と
金
髪
の
せ
い
だ
っ

た
…
…
。
（
平
野
訳
一
一
二
ペ
ー
ジ
） 

 

ト
ニ
オ
・
ク
レ
エ
ゲ
ル
は
二
人
を
、
そ
の
昔
自
分
を
恋
に
悩
ま

せ
た
二
人
を
─
─
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
ボ
ル
グ
と
を
眺
め
た
。
そ
の

二
人
が
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
ボ
ル
グ
だ
と
い
う
の
は
（
２
─
Ｂ
）
、

一
々
の
特
徴
な
り
服
装
の
類
似
な
り
の
た
め
よ
り
も
、
む
し
ろ
種

族
と
典
型
と
の
等
し
さ
─
─
あ
の
晴
れ
や
か
な
鋼
色
の
眼
、
明
色

の
髪
を
持
つ
種
類
と
し
て
の
等
し
さ
に
よ
る
の
だ
っ
た
。
純
潔
と

清
澄
と
快
活
と
、
そ
れ
か
ら
傲
慢
で
同
時
に
素
朴
な
、
犯
し
が
た

い
冷
淡
さ
と
の
ま
ざ
っ
た
も
の
を
思
わ
せ
る
、
あ
の
種
類
と
し
て

等
し
い
か
ら
だ
っ
た
。
（
実
吉
訳
一
一
三
ペ
ー
ジ
） 

 

ト
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
は
二
人
を
、
そ
の
昔
自
分
が
や
る
せ
な

い
恋
の
悩
み
を
味
わ
わ
さ
れ
た
二
人
を
─
─
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ

ボ
ル
ク
と
を
じ
っ
と
眺
め
た
。
こ
の
二
人
が
と
も
に
彼
を
悩
ま
せ

た
の
は
（
２
─
Ｃ
）
、
二
人
の
一
つ
ひ
と
つ
の
特
徴
や
衣
服
の
共

通
性
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
種
族
と
類
型
の
同
一
性
、
清
純
と
、

貞
潔
と
、
誇
り
か
で
あ
る
と
同
時
に
素
朴
な
犯
し
が
た
い
冷
た
さ

と
の
入
り
ま
じ
っ
た
印
象
を
呼
び
起
す
明
る
い
、
目
が
鋼
色
に
青

い
、
金
髪
の
種
族
の
同
一
性
の
た
め
な
の
で
あ
っ
た
。
（
高
橋
訳

一
〇
八
ペ
ー
ジ
） 

 

H
ier, ganz nahe bei ihm

, saßen H
ans und Ingeborg. 

Er 
hatte 

sich 
zu 

ihr 
gesetzt, 

die 
vielleicht 

seine 
Schw

ester 
w

ar, 
und 

um
geben 

von 
anderen 

rotw
angigen M

enschenkindern aßen und tranken sie, 
schw

atzten 
und 

vergnügten 
sich, 

riefen 
sich 

m
it 
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klingenden Stim
m

en N
eckereien zu und lachten hell in 

die Luft. (S. 333) 
 

こ
こ
に
、
す
ぐ
そ
ば
に
、
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
が
座
っ
て

い
る
。
ハ
ン
ス
は
い
ま
イ
ン
ゲ
の
隣
に
い
た
。
こ
の
ふ
た
り
は
た

ぶ
ん
兄
妹
（
３
─
Ａ
）
な
の
だ
ろ
う
。
頬
を
上
気
さ
せ
た
人
た
ち

に
囲
ま
れ
て
飲
ん
だ
り
食
べ
た
り
し
な
が
ら
、
お
し
ゃ
べ
り
を
楽

し
み
、
よ
く
響
く
声
で
か
ら
か
い
あ
っ
た
り
、
明
る
い
笑
い
声
を

た
て
た
り
し
て
い
る
。
（
平
野
訳
一
二
一
ペ
ー
ジ
） 

 

こ
こ
に
、
彼
の
つ
い
わ
き
に
、
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
ボ
ル
グ
が
坐

っ
て
い
る
。
男
は
、
お
そ
ら
く
自
分
の
妹
（
３
─
Ｂ
）
で
あ
る
ら

し
い
女
の
そ
ば
に
腰
を
お
ろ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ほ
か

の
頬
赤
き
人
の
子
た
ち
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り

し
ゃ
べ
っ
た
り
面
白
が
っ
た
り
、
よ
く
響
く
声
で
か
ら
か
い
合
っ

た
り
、
宙
に
向
か
っ
て
大
き
な
笑
い
声
を
立
て
た
り
し
て
い
る
。

（
実
吉
訳
一
一
六
─
七
ペ
ー
ジ
） 

 

ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
と
は
、
す
ぐ
そ
こ
に
、
彼
に
ご
く
近

い
と
こ
ろ
に
坐
っ
て
い
た
。
ハ
ン
ス
は
自
分
の
妹
（
３
─
Ｃ
）
ら

し
い
若
い
女
の
横
に
腰
を
下
ろ
し
て
い
た
。
彼
ら
は
ほ
か
の
頬
の

赤
い
人
間
ど
も
に
か
こ
ま
れ
て
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
、
お
し
ゃ
べ

り
を
し
た
り
興
が
っ
た
り
、
よ
く
通
る
声
で
冗
談
を
言
い
合
っ
た

り
、
誰
は
ば
か
ら
ず
高
ら
か
に
笑
っ
た
り
し
て
い
た
。
（
高
橋
訳

一
一
一
ペ
ー
ジ
） 

  

ふ
た
つ
め
の
引
用
の
近
く
で
、
こ
の
イ
ン
ゲ
は
、
同
じ
ダ
ン
ス
パ
ー

テ
ィ
ー
ピ
ク
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
の
幹
事
で
あ
る
ら
し
い
田
舎
の
顔
役

風
の
燕
尾
服
を
着
込
ん
だ
郵
便
局
長
代
理
の
よ
う
な
男
に
ダ
ン
ス
を

申
し
込
ま
れ
て
、
い
ち
お
う
ま
ん
ざ
ら
で
も
な
さ
そ
う
な
、
屈
託
な
く

快
活
そ
う
な
、
し
か
し
息
が
切
れ
て
断
っ
て
い
る
ら
し
い
奥
ゆ
か
し
さ

も
あ
る
よ
う
な
様
子
を
、
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
そ
こ
こ
こ
の
点

に
お
い
て
、
こ
の
イ
ン
ゲ
は
、
か
つ
て
の
イ
ン
ゲ
が
い
ま
は
少
女
時
代

か
ら
現
在
ま
で
の
年
月
の
ぶ
ん
だ
け
、
歳
を
重
ね
た
か
の
様
子
（
イ
ン

ゲ
本
人
で
あ
ろ
う
と
本
人
と
は
別
人
で
あ
ろ
う
と
）
に
な
っ
て
い
る
読

み
も
誘
起
し
う
る
よ
う
な
、
大
人
の
女
で
あ
る
印
象
を
、
与
え
て
も
い

る
。 

 

も
し
そ
の
点
を
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
か
れ
ら
が
ハ
ン
ス
と

イ
ン
ゲ
（
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
）
と
い
う
か
つ
て
の
名
前
の
み
で
し
か
小
説

の
描
写
上
で
呼
ば
れ
な
い
な
か
で
、
こ
の
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
の
二
人
が

か
つ
て
の
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
と
同
一
人
物
で
な
い
決
め
手
と
な
り
う

る
点
は
、
ふ
た
つ
め
の
引
用
の
、
訳
文
中
そ
れ
ぞ
れ
「
２
─
Ａ
」
「
２

41
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─
Ｂ
」「
２
─
Ｃ
」で
示
し
た
箇
所
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

翻
訳
で
も
、
か
れ
ら
が
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
と
同
一
の
人
間
で
は
な
い
こ

と
を
前
提
に
訳
し
て
い
る
平
野
卿
子
訳
・
実
吉
捷
郎
訳
と
も
に
、
明
示

的
に
こ
の
ふ
た
り
が
ハ
ン
ス
や
イ
ン
ゲ
と
同
一
人
物
で
は
な
い
こ
と

が
こ
と
ば
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
全
文
中
で
、
そ
こ
（
「
２

─
Ａ
」
「
２
─
Ｂ
」
）
の
み
な
の
で
あ
る
。 

  
 
 

二
─
二 

  

と
こ
ろ
が
、
そ
こ
の
ド
イ
ツ
語
原
文
を
よ
く
見
る
と
、
じ
つ
は
、
そ

う
訳
し
て
あ
る
「
２
─
Ａ
」
「
２
─
Ｂ
」
は
、
別
の
訳
と
な
っ
て
い
る

「
２
─
Ｃ
」
よ
り
も
、
ド
イ
ツ
語
の
根
本
的
な
構
文
上
の
理
解
に
お
い

て
、
無
理
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
対
応
す
る
原
文
の
一
文
（
次
で
は
括
弧
の
あ
と

に
示
す
）
は
、
「( 

... sie ... , die beiden, um
 die er vorzeiten 

Liebe gelitten hatte, - H
ans und Ingeborg.) Sie w

aren es 
nicht so sehr verm

öge  ... , als kraft  ... 

」
な
の
で
あ
る
。
問

題
は
、（
括
弧
で
く
く
っ
た
あ
と
の
）「Sie w

aren es

」
、
こ
と
に
そ
の
、

「
文
頭
のsie

」（
い
ま
の
引
用
文
中
で
は
文
頭
で
大
文
字
に
な
っ
て
い

る
語
）
と
「es

」
の
指
し
う
る
も
の
が
な
に
か
、
で
あ
る
。 

 

も
し
、
そ
の
「es

」
が
、「
２
─
Ａ
」
や
「
２
─
Ｂ
」
の
よ
う
に
「
ハ

ン
ス
と
イ
ン
ゲ
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
２
─
Ａ
」
や
「
２
─
Ｂ
」

で
こ
の
「
文
頭
のsie

」
の
訳
と
な
っ
て
い
る
「
こ
の
ふ
た
り
」「
そ
の

二
人
」
は
、
ド
イ
ツ
語
と
し
て
は
そ
の
直
前
の
「H

ans und 
Ingeborg

」
を
指
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
え
ぬ
こ
と
と
な
る
。
主
格
補

語
の
「es

」
の
ほ
う
を
直
前
の
「H

ans und Ingeborg

」で
あ
る
と

し
た
わ
け
で
あ
り
、
内
容
が
一
致
す
る
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
文
に
し
て
述

べ
て
い
る
「
Ａ
＝
Ｂ
（
こ
こ
で
＝
は
繋
辞
の
ド
イ
ツ
語
動
詞sein

の

定
形w

aren

の
こ
と
）
」
と
い
う
一
文
は
、
「
Ａ
」
と
「
Ｂ
」
は
別
の

語
で
な
い
と
（
も
し
く
は
こ
こ
の
よ
う
に
代
名
詞
で
あ
る
ば
あ
い
に
は

「
別
の
語
を
指
す
も
の
」
で
な
い
と
）
お
よ
そ
有
意
な
一
文
で
は
あ
り

え
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
「die beiden, um

 die er vorzeiten Liebe gelitten 
hatte,

」
と
い
う
部
分
は
、
意
味
か
ら
し
て
、「
そ
の
昔
自
分
を
恋
に
悩

ま
せ
た
二
人
を
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
「
か
つ
て
の

ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
そ
の
も
の
」
の
意
味
と
な
る
。 

 

そ
う
な
る
と
、
そ
れ
よ
り
前
の
、
「Tonio K

röger sah sie an,

」

の
「sie

」
を
、「Sie w

aren es

」
の
「
文
頭
のsie

」
は
、
指
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
「
ト
ニ
オ
は
彼
ら
（
＝
眼
前
の
こ
の
二
人
）
を
見
つ

め
た
」。
そ
の
「
眼
前
の
こ
の
二
人
」。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
だ
と
「
文

頭
のsie
」
の
指
す
も
の
の
配
語
上
の
位
置
が
あ
ま
り
に
も
遠
く
て
、

ま
た
複
数
１
格
の
人
称
代
名
詞
が
指
す
も
の
の
候
補
の
選
び
方
と
し

42
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て
名
詞
や
関
係
句
付
き
の
「die beiden

」
で
な
く
複
数
４
格
の
人
称

代
名
詞
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
も
そ
も
不
自
然
で
あ
り
、
ま
た
、「
２

─
Ｃ
」
だ
け
で
な
く
「
２
─
Ａ
」
「
２
─
Ｂ
」
も
、
「
文
頭
のsie

」
の

指
す
対
象
を
準
備
し
て
お
く
た
め
に
「
眼
前
の
こ
の
二
人
」
を
「
そ
の

昔
自
分
を
恋
に
悩
ま
せ
た
二
人
」
と
別
に
訳
し
て
お
き
な
ど
は
、
し
て

も
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
２
─
Ａ
」
や
「
２
─
Ｂ
」
が
「
文
頭
の

sie

」
の
指
す
語
と
し
て
そ
う
い
う
解
釈
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
の

さ
い
ご
の
仮
説
は
そ
れ
ら
の
訳
の
現
実
に
お
い
て
も
成
立
も
し
な
い
。 

 

つ
ま
り
、
「
２
─
Ａ
」
や
「
２
─
Ｂ
」
の
よ
う
な
訳
は
、
こ
の
ド
イ

ツ
語
の
理
解
と
し
て
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
語
を
具
体
的
に
ど
う
理
解
し
て

い
る
と
し
て
も
、「
文
頭
のsie

」
と
「es
」
の
指
し
う
る
も
の
が
定
ま

ら
ず
、
け
っ
き
ょ
く
、
無
理
な
の
で
あ
る
。 

  
 
 

二
─
三 

  

他
方
で
、
こ
こ
を
「
２
─
Ｃ
」
の
よ
う
に
と
る
の
は
、
「
二
人
の
一

つ
ひ
と
つ
の
特
徴
や
衣
服
の
共
通
性
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
」
と
い
う

部
分
に
難
が
あ
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
の
眼
前
の

ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
の
像
た
る
人
物
た
ち
が
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
と
同
一

人
物
で
な
い
こ
と
を
こ
と
ば
が
示
唆
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
（
こ
と
に
）

「
衣
服
の
共
通
性
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
」
と
わ
ざ
わ
ざ
言
わ
れ
る
意

味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
（
つ
ま
り
「
衣
服
の
共
通
性
」
と
い
う
こ
と

ば
は
こ
の
眼
前
の
二
人
と
本
物
の
ハ
ン
ス
・
イ
ン
ゲ
の
こ
と
に
限
る
の

で
は
な
い
か
）
、
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
そ
の
ひ
と
に
つ
い
て
成
り
立
つ
も

の
と
し
て
の
言
表
で
あ
る
ば
あ
い
に
「
衣
服
の
共
通
性
の
た
め
と
い
う

よ
り
も
」
と
い
う
こ
と
ば
が
意
味
を
も
ち
に
く
い
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
点
で
あ
る
。 

 

だ
が
、
す
で
に
上
記
の
よ
う
に
、
こ
こ
の
「Sie w

aren es

」
の
「
文

頭
のsie

」
の
指
す
も
の
は
「
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
」
、
「es

」
の
指
す
も

の
は
「
そ
の
昔
自
分
が
や
る
せ
な
い
恋
の
悩
み
を
味
わ
わ
さ
れ
た
二

人
」
、
し
か
あ
り
え
な
い
。
「Sie w

aren es

」
は
「
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ

が
、
そ
の
昔
彼
を
や
る
せ
な
い
恋
の
悩
み
で
悩
ま
せ
た
二
人
で
あ
っ
た

の
は
」
し
か
、
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
な
か
で
、
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
、
も
と
も
と
の
あ
の
、
ハ
ン
ス

と
イ
ン
ゲ
の
二
人
は
、
い
か
に
も
優
等
生
的
な
だ
れ
か
ら
も
愛
さ
れ
そ

う
な
凡
庸
な
典
型
で
あ
り
、
そ
う
い
う
者
と
し
て
の
た
い
し
た
美
点
で

も
な
い
個
人
的
な
癖
が
、
ま
さ
に
恋
の
対
象
と
な
る
き
わ
め
て
個
体
的

な
個
性
そ
の
も
の
の
癖
を
や
は
り
な
す
よ
う
な
癖
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

恋
す
る
者
へ
刻
み
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
２
─
Ｃ
」
の

直
後
の
こ
と
ば
に
、
「
種
族
」
だ
と
い
う
の
は
、
南
方
的
放
縦
な
も
の

（
ト
ニ
オ
自
身
に
つ
い
て
名
前
も
母
方
の
血
筋
も
そ
う
で
あ
る
こ
と

が
第
一
章
で
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
も
ち
ろ
ん
対
比
が
効
か
さ
れ

43
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て
で
は
あ
る
も
の
の
）
に
た
い
し
て
北
方
的
実
直
の
凡
俗
と
い
う
意
味

で
北
方
的
な
人
種
、
と
、
そ
の
さ
ら
に
平
凡
な
属
性
と
し
て
明
る
い
髪

明
る
い
眼
、
が
、
典
型
的
な
も
の
と
し
て
選
ば
れ
つ
つ
、
た
ん
な
る
現

実
の
人
種
眷
属
徴
表
や
外
形
身
体
特
性
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ

が
思
わ
せ
る
、
凡
俗
さ
を
中
心
と
し
て
「
種
族
」
的
で
あ
る
よ
う
な
、

《
身
体
形
態
自
体
で
な
く
ち
ょ
っ
と
し
た
性
質
》
の
こ
と
な
の
で
あ
り
、

じ
っ
さ
い
に
は
ど
う
、
そ
の
な
か
で
も
凡
庸
な
優
等
生
の
か
げ
り
の
な

い
実
直
業
務
世
界
の
自
存
性
に
見
え
る
か
が
、
か
れ
ら
の
個
性
な
の
で

あ
る
。
─
─
そ
こ
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
、
《
服
に
も
刻
印
さ
れ
て
い

る
う
ち
服
の
類
似
自
体
を
超
え
る
》
優
等
生
然
と
し
た
表
情
や
、
「
二

人
の
一
つ
ひ
と
つ
の
特
徴
」
以
上
で
あ
る
個
々
の
特
徴
と
し
て
の
《
そ

う
目
立
つ
美
点
で
も
な
い
特
定
の
も
の
》
が
、
あ
ら
か
じ
め
も
の
を
い

う
の
で
あ
る
。
─
─
し
か
も
さ
ら
に
、
じ
っ
さ
い
に
は
、
（
こ
と
ば
と

ひ
と
つ
逆
に
）
具
体
的
に
は
そ
れ
ら
の
特
徴
が
そ
の
よ
う
な
服
（
「
類

似
」
で
な
く
性
質
の
刻
印
）
も
含
め
ト
ニ
オ
の
気
持
ち
に
痛
い
ほ
ど
刻

み
こ
ま
れ
た
の
で
は
あ
っ
た
が
、
（
か
つ
こ
と
ば
ど
お
り
に
）
そ
れ
以

上
に
、
優
等
生
典
型
で
あ
る
こ
と
そ
の
も
の
（
し
か
も
そ
の
こ
と
の
個

性
と
し
て
で
あ
る
こ
と
）
が
そ
こ
で
い
ち
ば
ん
鍵
と
な
っ
て
い
た
、
と

い
う
こ
と
を
、
─
─
命
題
の
叙
述
表
面
上
少
々
矛
盾
的
な
表
現
を
と
り

つ
つ
も
─
─
言
っ
て
い
る
部
分
で
、
あ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

（
も
し
く
は
、
敢
え
て
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
眼
前
に
現
わ
れ
た
こ
の

た
び
の
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
が
彷
彿
と
さ
せ
て
い
る
も
の
を
含
め
」
「
お

よ
そ
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
と
い
う
存
在
」
が
、
と
も
に
彼
を
悩
ま
せ
た
の

は
「
個
々
の
服
や
特
徴
の
共
通
性
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
…
…
で
あ
っ

て
」
と
の
脈
絡
が
、
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
た
「
眼
前
の
二
人
を
ハ
ン
ス

と
イ
ン
ゲ
そ
の
ひ
と
に
回
収
さ
せ
て
」
い
る
の
で
あ
っ
て
そ
う
い
う
ふ

う
に
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
そ
の
ひ
と
に
つ
い
て
の
意
識
の
深
部
が
前
面

に
思
い
出
さ
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
の
レ
ヴ
ェ
ル
も
、
も
は
や
議
論
が
や

や
細
か
す
ぎ
る
が
、
見
ら
れ
う
る
。
つ
ま
り
、
「
お
よ
そ
ハ
ン
ス
と
イ

ン
ゲ
と
い
う
存
在
」
に
つ
い
て
の
「
個
々
の
服
や
特
徴
の
共
通
性
」
以

上
の
も
の
と
い
う
側
面
。
し
か
も
そ
れ
は
人
種
外
形
そ
の
も
の
で
な
く
、

「
優
等
生
典
型
」
に
こ
そ
ま
つ
わ
る
個
々
の
《
美
点
で
も
な
い
特
定
の

性
質
》。
そ
う
い
う
「
典
型
」
の
痛
い
ほ
ど
の
記
憶
の
よ
み
が
え
り
が

眼
前
の
も
の
を
優
勢
的
に
は
「
お
よ
そ
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
と
い
う
存

在
」
に
覆
い
尽
く
し
て
い
る
、
そ
の
、
理
路
。
眼
前
の
二
人
と
ハ
ン
ス

や
イ
ン
ゲ
と
の
類
似
と
い
う
よ
り
、
眼
前
の
二
人
を
い
わ
ば
含
む
お
よ

そ
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
と
い
う
存
在
の
、
共
通
性
。
そ
の
、
典
型
で
あ
る

こ
と
に
あ
っ
て
む
し
ろ
ま
さ
に
あ
る
、
と
り
た
て
て
の
美
点
で
な
い
個

性
。
こ
と
が
ら
の
わ
き
に
あ
た
り
ま
え
な
が
ら
そ
れ
も
あ
る
は
ず
の

「
眼
前
の
二
人
と
の
類
似
よ
り
も
」
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
は
、
強
弁
で
な

く
じ
じ
つ
な
に
よ
り
も
少
な
く
と
も
マ
ン
の
構
文
の
行
論
の
う
え
で

は
、
と
は
マ
ン
の
意
図
の
よ
り
主
部
に
お
い
て
は
、
「
ハ
ン
ス
と
イ
ン

44
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ゲ
そ
の
ひ
と
同
士
の
外
形
的
類
似
よ
り
も
」
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
に
含
み

こ
ま
れ
、
眼
前
の
二
人
と
と
も
に
、
「
お
よ
そ
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
と
い

う
存
在
」
の
理
路
そ
の
凡
庸
な
個
性
的
表
情
の
理
路
に
回
収
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
平
野
訳
中
「
同
種
」
や
「
純
粋
さ
、
濁
り
の
な
さ
、
陽
気

さ
。
そ
し
て
傲
慢
で
無
邪
気
で
、
冷
た
く
近
寄
り
が
た
い
─
─
そ
う
思

わ
せ
る
明
る
さ
と
、
澄
ん
だ
青
い
目
と
金
髪
の
せ
い
だ
っ
た
」
あ
た
り

は
、
人
種
や
髪
や
眼
の
外
形
自
体
を
超
え
る
、
そ
の
北
方
人
種
全
員
が

そ
う
で
あ
る
べ
く
も
な
い
《
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
》
た
ち
特
有
の
「
同
種
」

の
雰
囲
気
と
こ
の
理
路
要
部
を
、
一
種
事
実
上
、
と
ら
え
て
も
い
る
。
） 

 

ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
が
《
種
族
的
》
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
明
る
い

髪
明
る
い
眼
の
北
方
種
族
で
あ
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
《
凡
庸
な
実
直

種
族
か
つ
そ
の
な
か
で
の
つ
ま
ら
な
い
み
ご
と
な
優
等
生
の
典
型
》
だ

と
い
う
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
凡
庸
な
実
直

な
優
等
生
の
典
型
と
い
う
以
上
に
じ
つ
は
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
そ
の
ひ

と
の
《
魅
力
が
た
い
し
た
美
点
で
な
い
癖
か
ら
な
る
魅
力
で
あ
る
そ
こ

に
、
い
ち
ば
ん
の
個
人
的
な
魅
力
が
あ
る
》
の
だ
と
い
う
こ
と
。
─
─

作
品
の
こ
の
根
幹
に
か
か
わ
り
つ
つ
の
、
こ
の
文
法
内
容
─
─
つ
ま
り
、

「Sie w
aren es

」
は
「
２
─
Ｃ
」
の
「
こ
の
二
人
が
と
も
に
彼
を
悩

ま
せ
た
の
は
」
で
、
ま
さ
に
あ
る
の
だ
。 

 

本
論
で
の
、
指
摘
の
み
ち
す
じ
そ
の
も
の
に
ふ
た
た
び
戻
る
と
、
─

─
つ
ま
り
こ
こ
は
、
こ
こ
の
み
に
か
ぎ
る
と
（
最
終
的
に
む
ろ
ん
眼
前

の
こ
の
二
人
は
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
そ
の
ひ
と
で
は
な
い
の
だ
が
）
、
た

だ
し
い
訳
は
、
な
ん
と
全
体
に
お
い
て
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
本
人
で
あ
る

こ
と
を
前
提
と
し
た
、
高
橋
訳
の
「
２
─
Ｃ
」
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
に
、

な
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
─
─
と
も
か
く
、
平
野
訳
・
実
吉
訳
が

こ
こ
の
み
を
眼
前
の
こ
の
二
人
が
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
そ
の
ひ
と
で
な

い
決
定
的
箇
所
で
あ
る
よ
う
明
示
し
て
訳
し
て
い
る
の
は
ち
が
っ
て

お
り
、
こ
こ
が
、
眼
前
の
二
人
が
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
そ
の
ひ
と
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
原
文
に
お
け
る
決
定
的
な
箇
所
で
な
ど
は
、
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。 

  
 

三 

  
 
 

三
─
一 

  

そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
ト
ニ
オ
の
再
会
し
た
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
の
像
が

ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
そ
の
ひ
と
で
な
い
こ
と
（
と
い
う
の
も
、
や
は
り
全

体
と
し
て
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
そ
の
ひ
と
で
は
明
ら
か
に
な
く
、
そ
れ
は

続
け
て
読
む
読
者
に
は
証
拠
だ
て
ら
れ
な
く
と
も
よ
く
わ
か
る
こ
と

で
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
う
は
い
っ
て
も
）
は
、
原
文
に
お
い
て
ほ

ん
と
う
は
明
示
的
に
は
ど
こ
に
、
示
さ
れ
て
い
る
の
か
。
な
に
し
ろ
、

そ
の
よ
う
な
明
示
的
な
箇
所
が
あ
る
と
し
て
そ
れ
以
外
に
は
、
文
中
で

45
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あ
ま
り
に
も
つ
ね
に
、
こ
の
ふ
た
り
の
ト
ニ
オ
の
再
会
し
た
人
物
た
ち

は
、
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
と
の
み
、
そ
の
無
冠
詞
で
の
固
有
名
詞
呼
称
（
そ

し
て
か
れ
ら
の
属
性
の
こ
と
は
過
去
の
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
と
の
同
一

性
を
示
し
な
が
ら
の
定
冠
詞
付
き
に
よ
っ
て
）
ば
か
り
し
か
、
言
わ
れ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

 

す
べ
て
は
、
こ
の
ふ
た
り
が
、
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
そ
の
ひ
と
で
な
い

ば
か
り
で
な
く
、
つ
ま
り
ト
ニ
オ
が
故
郷
を
去
っ
て
十
三
年
と
い
う
の

と
同
じ
だ
け
年
齢
を
重
ね
て
い
ま
は
三
十
が
ら
み
と
な
っ
た
本
物
の

ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
て
、
ま
た
、
《
当
人
た
ち
の

そ
の
後
の
い
ま
の
姿
か
と
思
わ
せ
た
が
い
ま
三
十
が
ら
み
で
ハ
ン
ス

や
イ
ン
ゲ
に
似
た
類
型
の
別
人
の
像
だ
、
と
い
う
わ
け
で
も
、
ま
っ
た

く
な
い
》
、
と
い
う
の
が
事
実
で
あ
る
点
に
、
な
に
よ
り
も
、
あ
る
。 

 

す
る
と
、
こ
の
目
の
前
の
ふ
た
り
は
、
三
十
が
ら
み
よ
り
若
く
て
、

い
く
つ
く
ら
い
の
年
齢
な
の
か
。 

 

─
─
と
り
も
な
お
さ
ず
そ
れ
が
、
ひ
と
つ
め
の
引
用
に
、
は
っ
き
り

書
か
れ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
こ
の
訳
を
こ
れ
ら
平

野
訳
実
吉
訳
高
橋
訳
の
み
っ
つ
の
訳
で
見
よ
う
。
「
昔
よ
り
ほ
ん
の
す

こ
し
背
が
高
く
な
っ
た
よ
う
だ
っ
た
」（
１
─
Ａ
）
、
…
…
昔
は
十
六
だ

っ
た
か
ら
、
た
し
か
に
年
が
た
て
ば
、
そ
う
は
な
る
の
だ
が
。
「
彼
女

は
昔
よ
り
も
ほ
ん
の
少
し
大
き
く
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
」（
１
─
Ｂ
）
、

…
…
た
し
か
に
そ
の
分
、
背
が
の
び
れ
ば
、
そ
う
は
な
る
の
だ
が
。「
見

た
と
こ
ろ
昔
と
そ
う
ち
が
わ
ぬ
背
丈
で
」（
１
─
Ｃ
）
、
…
…
こ
の
高
橋

訳
は
、
当
人
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
全
体
を
解
し
た
訳
に
お
い
て
だ
っ

た
わ
け
で
あ
っ
て
、
当
人
な
ら
ば
当
然
に
こ
の
二
人
は
年
齢
を
重
ね
て

い
る
と
い
う
道
理
と
な
り
、
「vielleicht ein klein w

enig ... als 
sonst

」
の
「vielleicht ein klein w

enig

」
を
、
「
そ
う
ち
が
わ
ぬ
」

と
訳
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
、
そ
し
て
、
や
は
り
、
「
背
丈
」

の
こ
と
で
あ
る
と
、
い
う
の
だ
。
─
─
と
こ
ろ
が
、
こ
の
原
文
（
い
ま

一
語
だ
け
こ
の
観
点
の
強
調
の
た
め
略
し
た
の
だ
っ
た
が
）
は
、

「vielleicht ein klein w
enig erw

achsener als sonst

」
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
「erw

achsener

」
は
背
丈
な
ど
で
は
な
く
、
こ
こ

の
意
味
は
文
字
ど
お
り
、「
よ
り
歳
上
で
あ
る
」
、
で
あ
る
の
だ
。
だ
か

ら
、
こ
こ
は
、
平
野
訳
を
直
せ
ば
、
「
昔
よ
り
ほ
ん
の
す
こ
し
歳
上
で

あ
る
よ
う
だ
っ
た
」
、
な
の
で
あ
る
。
ハ
ン
ス
も
イ
ン
ゲ
も
ト
ニ
オ
の

級
友
ま
た
級
友
格
（
イ
ン
ゲ
は
ト
ニ
オ
と
同
い
年
の
ク
ラ
ス
と
明
記
は

さ
れ
て
な
い
が
前
か
ら
知
っ
て
い
た
少
女
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
も
ト
ニ

オ
が
故
郷
に
い
た
あ
い
だ
に
す
で
に
、
せ
め
て
恋
す
る
側
の
者
の
誠
実

さ
で
い
よ
う
と
の
自
己
観
察
自
己
要
求
を
裏
切
っ
て
以
前
ほ
ど
は
恋

に
真
剣
で
な
く
な
っ
た
自
分
を
発
見
し
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
ほ
ぼ
同

年
齢
で
あ
る
）
で
あ
り
、
ト
ニ
オ
の
十
四
歳
、
十
六
歳
の
と
き
の
思
い

の
相
手
な
の
だ
か
ら
、
恋
の
当
時
の
イ
ン
ゲ
は
十
六
歳
く
ら
い
だ
っ
た
。

そ
れ
が
、
こ
の
場
で
は
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
歳
上
で
、
万
人
か
ら
の
人
好

46



15 
 

き
の
す
る
優
等
生
の
典
型
に
見
え
て
陽
気
で
若
々
し
い
の
に
ま
わ
り

に
は
に
か
ん
だ
ふ
る
ま
い
か
ら
し
て
、
小
娘
で
あ
る
こ
と
を
や
め
大
人

に
ち
ょ
う
ど
な
り
か
か
っ
た
く
ら
い
、
さ
し
ず
め
十
八
歳
く
ら
い
の
、

若
い
女
、
で
あ
る
と
、
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
こ
こ
で
イ
ン
ゲ
と
い
っ
し
ょ
に
部
屋
に
入
っ
て
き
た
ハ
ン

ス
は
、
「aber H

ans H
ansen w

ar ganz w
ie im

m
er

」
、
つ
ま
り
、

原
文
の
意
味
は
平
野
訳
の
「
し
か
し
ハ
ン
ス
・
ハ
ン
ゼ
ン
は
昔
と
ち
っ

と
も
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
以
上
に
、
「
し
か
し
ハ

ン
ス
・
ハ
ン
ゼ
ン
は
昔
と
ま
っ
た
く
同
じ
年
格
好
で
あ
（
り
す
べ
て
あ

の
こ
ろ
の
ま
ま
で
あ
）
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
だ
。
だ
か
ら
、

こ
の
ハ
ン
ス
は
、
十
四
歳
く
ら
い
の
、
子
ど
も
で
は
な
い
が
子
ど
も
と

大
人
の
あ
い
だ
の
よ
う
な
年
齢
、
男
だ
か
ら
発
育
が
そ
の
時
期
に
は
早

く
は
な
く
典
型
的
な
優
等
生
で
あ
れ
ば
む
し
ろ
大
人
び
ず
あ
き
ら
か

に
青
年
と
は
言
え
な
い
稚
な
さ
の
、
少
年
、
な
の
で
あ
る
。
西
欧
の
風

体
と
し
て
、
も
し
三
十
が
ら
み
と
な
っ
た
ハ
ン
ス
本
人
で
あ
ろ
う
と
も

優
等
生
風
の
き
れ
い
な
青
年
が
か
つ
て
と
同
じ
よ
う
な
幅
広
の
青
い

う
し
ろ
襟
の
つ
い
た
セ
ー
ラ
ー
服
を
着
て
い
る
こ
と
は
ち
っ
と
も
違

和
感
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
読
者
の
期
待
に
か
な
っ
た
か
の
よ
う
に
納
得

す
る
ほ
ど
で
あ
る
の
だ
が
（
だ
か
ら
三
十
が
ら
み
と
の
誤
読
も
生
じ

た
）
、
と
こ
ろ
が
こ
の
ハ
ン
ス
が
、
か
つ
て
の
優
等
生
ら
し
さ
以
上
に
、

向
こ
う
見
ず
な
挑
戦
的
な
態
度
で
あ
る
の
は
、
三
十
が
ら
み
の
「
い
っ

ぱ
し
の
男
」
で
な
ど
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
十
四
歳
ぐ
ら
い

で
あ
る
か
ら
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ハ
ン
ス
を
、
こ
こ
で
こ
の
イ
ン

ゲ
は
十
八
歳
く
ら
い
と
気
が
つ
い
て
も
、
十
四
歳
く
ら
い
だ
と
ま
で
は

直
接
に
は
気
が
ま
わ
ら
な
い
ま
ま
読
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
う
る

だ
ろ
う
が
、
そ
の
さ
い
に
残
っ
た
は
ず
の
ち
ょ
っ
と
し
た
違
和
感
は
、

こ
の
ハ
ン
ス
の
様
子
は
ま
さ
に
十
四
歳
ぐ
ら
い
の
万
人
好
き
の
す
る

優
等
生
の
背
の
び
し
た
挑
戦
的
な
態
度
で
あ
る
の
が
じ
じ
つ
は
こ
こ

の
具
体
形
象
だ
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
な
ん
の
こ

と
は
な
い
、
こ
こ
で
ト
ニ
オ
が
会
っ
た
の
は
、
郷
愁
に
憑
か
れ
た
三
十

が
ら
み
の
男
と
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
の
像
と
の
再
会
と
い
う
こ
と
か
ら
、

ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
の
本
人
た
ち
が
い
ま
や
じ
つ
は
彼
ら
同
士
が
結
ば

れ
て
い
て
手
に
手
を
取
っ
て
ご
登
場
（
高
橋
訳
）
と
い
う
の
で
は
な
く

と
も
（
じ
っ
さ
い
は
別
人
な
の
だ
か
ら
）
、
か
れ
ら
本
人
た
ち
の
強
烈

な
印
象
喚
起
性
を
身
に
ま
と
っ
て
お
目
見
え
す
る
同
類
型
の
そ
っ
く

り
さ
ん
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
つ
い
つ
い
う
っ
か
り
、
や
は
り
い
ま
は

大
人
と
な
っ
た
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
を
思
わ
せ
る
ひ
と
を
、
読
者
は
な
か

ば
予
期
し
て
し
ま
う
（
そ
し
て
こ
の
直
後
に
指
摘
す
る
と
お
り
じ
つ
は

平
野
訳
実
吉
訳
は
そ
う
と
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
）
。
と
こ
ろ
が
、
元

十
四
歳
と
十
六
歳
の
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
が
ま
さ
に
そ
の
か
つ
て
の
日

の
と
お
り
の
年
齢
で
姿
を
現
わ
し
て
い
る
、
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
イ

ン
ゲ
の
ほ
う
だ
け
十
六
歳
で
な
く
十
八
歳
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
と
こ

47
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ろ
が
、
─
─
ま
さ
に
、
こ
の
再
会
し
た
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
が
本
人
た
ち

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
の
、
じ
つ
は
、
明
示
的
な
、
最
初
の
言
語
的
提

示
で
あ
る
の
だ
。 

  
 
 

三
─
二 

  

駄
目
押
し
の
よ
う
に
、
ほ
ん
ら
い
は
も
う
い
ち
ど
明
示
的
な
箇
所
で

あ
る
の
が
、
み
っ
つ
め
の
引
用
箇
所
で
あ
る
。
だ
が
そ
こ
の
き
わ
め
つ

け
の
平
野
訳
実
吉
訳
高
橋
訳
。「
ハ
ン
ス
は
い
ま
イ
ン
ゲ
の
隣
に
い
た
。

こ
の
ふ
た
り
は
た
ぶ
ん
兄
『
妹
』
な
の
だ
ろ
う
（
『
妹
』
の
強
調
は
論

者
、
以
下
同
様
）
」（
３
─
Ａ
）
。「
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
ボ
ル
グ
が
坐
っ
て

い
る
。
男
は
、
お
そ
ら
く
自
分
の
『
妹
』
で
あ
る
ら
し
い
女
の
そ
ば
に

腰
を
お
ろ
し
て
い
た
の
で
あ
る
」（
３
─
Ｂ
）
。「
ハ
ン
ス
は
自
分
の
『
妹
』

ら
し
い
若
い
女
の
横
に
腰
を
下
ろ
し
て
い
た
」（
３
─
Ｃ
）
。
同
じ
ダ
ン

ス
パ
ー
テ
ィ
ー
ピ
ク
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
に
属
し
な
が
ら
こ
の
海
浜
ホ

テ
ル
に
登
場
し
た
こ
の
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
は
、
兄
弟
姉
妹
で
あ
る
と
ト

ニ
オ
が
見
た
と
い
う
こ
と
が
、
ド
イ
ツ
語
で
こ
ん
ど
こ
そ
確
実
に
、
明

記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
本
人
だ
と
す
る
高
橋
訳

は
、
「
じ
つ
は
ハ
ン
ス
に
『
妹
』
が
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の

『
妹
』
も
こ
の
部
屋
に
こ
ん
ど
は
座
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は

そ
の
『
妹
』
だ
」
、
と
強
弁
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
ん
な
「
妹
」

が
元
々
の
十
四
歳
の
場
面
の
描
写
で
お
く
び
に
も
出
て
な
い
の
で
あ

っ
た
か
ら
、
こ
れ
で
は
強
弁
の
あ
り
方
が
誤
訳
の
印
と
し
か
な
ら
な

い
）
。
だ
が
、
い
ま
「
兄
弟
姉
妹
」
と
言
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
語
が
歳

の
上
下
を
表
わ
さ
ず
に
言
う
の
が
あ
た
り
ま
え
の
語
法
的
言
い
方
で

あ
る
「seine Schw

ester

」
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
な
の
だ
が
、
そ

れ
を
、
こ
れ
ら
平
野
訳
実
吉
訳
高
橋
訳
の
み
っ
つ
の
訳
は
、
あ
ろ
う
こ

と
か
よ
り
に
よ
っ
て
、
「
妹
」
と
訳
し
て
い
る
の
だ
。
む
ろ
ん
、
事
実

は
、
こ
ん
ど
の
十
八
歳
の
イ
ン
ゲ
は
、
こ
ん
ど
の
十
四
歳
の
ハ
ン
ス
の
、

正
し
く
は
「
姉
」
で
あ
る
の
で
あ
り
、
─
─
そ
れ
が
（
つ
ま
り
そ
の
年

齢
関
係
と
と
も
に
こ
の
二
人
が
「
姉
弟
」
で
あ
る
と
、
ト
ニ
オ
に
わ
か

り
ゆ
え
に
読
者
に
わ
か
る
こ
と
が
）
明
示
さ
れ
た
箇
所
で
、
こ
こ
は
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
（
と
こ
ろ
が
、
今
回
の
イ
ン
ゲ
を
「
妹
」
と
し
て
い

る
こ
と
で
、
平
野
訳
実
吉
訳
が
今
回
の
ハ
ン
ス
を
十
四
歳
ほ
ど
と
と
っ

て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
つ
ま
り
平
野
訳
実
吉
訳
で
は
今
回

の
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
は
年
を
へ
た
三
十
が
ら
み
で
あ
る
と
と
ら
れ
て

い
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
） 

 

こ
れ
ら
の
訳
は
、
す
べ
て
肝
腎
の
こ
の
「
姉
」
が
「
妹
」
と
誤
訳
さ

れ
、
そ
れ
に
よ
り
、
重
要
な
推
論
的
叙
述
の
構
造
が
、
い
わ
ば
台
無
し

と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
台
無
し
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
ば

か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
な
に
よ
り
も
、
マ
ン
が
表
面
上
の
図
式
と

し
て
用
い
て
い
る
芸
術
家
と
俗
人
と
の
対
比
が
、
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
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が
や
や
矛
盾
的
で
あ
る
の
だ
が
じ
つ
は
か
り
そ
め
の
も
の
で
あ
る
に

す
ぎ
ず
、
か
つ
そ
れ
を
道
に
迷
っ
た
俗
人
た
る
芸
術
家
と
し
て
の
中
間

者
の
地
位
な
ど
と
単
純
化
し
て
読
む
と
い
ち
ば
ん
元
も
子
も
な
い
と

い
う
事
情
に
、
細
部
内
容
上
、
ち
ょ
う
ど
対
応
ま
で
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
粗
雑
な
図
式
そ
の
も
の
と
し
て
は
矛
盾
的
で
あ
り
す
ぎ
る
こ
と
が

ら
を
、
再
整
理
自
体
が
こ
と
ば
の
う
え
の
み
で
は
形
式
上
や
や
矛
盾
的

で
あ
る
と
こ
ろ
、
細
部
内
容
が
、
照
ら
し
出
す
の
だ
。
（
二
〇
一
八
年

八
月
十
二
日
附
記
、
本
論
成
稿
後
に
、
二
〇
一
八
年
八
月
二
〇
日
初
版

初
刷
発
行
奥
付
の
浅
井
晶
子
訳
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
『
ト
ニ
オ
・
ク

レ
ー
ガ
ー
』
が
出
て
い
る
の
を
眼
に
し
た
が
、
「
妹
」
誤
訳
そ
の
他
、

本
論
で
注
目
す
る
主
要
な
点
に
お
い
て
こ
の
浅
井
晶
子
訳
も
平
野
卿

子
訳
と
同
工
で
あ
っ
た
。
） 

  
 
 

三
─
三 

  

こ
れ
が
「
姉
」
で
あ
り
、
こ
ん
ど
の
十
八
歳
の
イ
ン
ゲ
と
十
四
歳
の

ハ
ン
ス
の
姿
が
い
ま
こ
そ
個
別
的
に
浮
か
び
あ
が
り
そ
れ
が
壮
麗
に

始
ま
っ
た
こ
の
日
の
中
で
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ト
ニ
オ
は
、
ハ
ン
ス
と

イ
ン
ゲ
の
類
型
へ
の
懐
旧
な
ど
で
は
な
く
て
、
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
の
、

そ
の
固
有
性
へ
の
恋
を
、
こ
こ
で
の
場
面
の
具
体
的
な
し
つ
ら
え
の
細

部
の
中
で
、
思
い
出
す
。
そ
れ
は
、
い
た
い
ほ
ど
の
悔
恨
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
ト
ニ
オ
の
悔
恨
そ
の
も
の
の
内
容
が
、
ほ
か
に
な
に
か
あ
る
と

い
う
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
け
っ
き
ょ
く
自
身
は
そ
う
は
な
れ
な
い
者

の
な
す
凡
庸
な
優
等
生
存
在
へ
の
恋
で
あ
る
こ
と
に
な
に
も
か
わ
り

が
あ
る
わ
け
が
な
く
、
再
確
認
も
不
要
で
あ
る
幼
時
か
ら
わ
か
り
き
っ

て
い
た
こ
と
の
再
確
認
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
八
章
末
尾
平
野
訳
一
二

六
ペ
ー
ジ
の
訳
語
の
選
び
方
に
も
表
わ
れ
て
い
る
平
野
文
庫
解
説
二

三
五
ペ
ー
ジ
に
言
う
よ
う
な
、
六
章
で
「
自
分
の
過
去
と
和
解
す
べ
く

故
郷
を
訪
れ
る
」
が
果
た
せ
ず
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
の
像
と
の
再
会
で

「
そ
こ
で
は
じ
め
て
過
去
と
の
和
解
を
な
し
と
げ
る
」
な
ど
と
い
う
内

実
や
段
階
は
論
理
と
し
て
お
よ
そ
あ
り
う
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

（
も
と
よ
り
平
野
訳
六
八
ペ
ー
ジ
で
名
前
が
出
て
ニ
ー
チ
ェ
と
の
割

注
が
付
さ
れ
る
─
─
高
橋
訳
で
も
六
二
ペ
ー
ジ
に
同
義
割
注
─
─
「
チ

ェ
ー
ザ
レ
・
ボ
ル
ジ
ア
」
を
崇
拝
す
る
「
ど
こ
か
の
酔
っ
払
い
哲
学
」

と
し
て
、
こ
の
初
期
の
マ
ン
が
一
八
九
〇
年
代
以
降
急
激
流
行
の
ニ
ー

チ
ェ
主
義
ば
か
り
か
ニ
ー
チ
ェ
そ
の
も
の
を
も
ひ
と
し
な
み
に
軽
蔑

し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
の
だ
が
、
そ
の
な
か
で
、
ニ
ー
チ
ェ
と
チ
ェ

ー
ザ
レ
に
擬
し
た
兄
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
目
す
耽
美
主
義
の
作
家
を
、
マ
ン

は
合
わ
せ
て
こ
の
場
面
で
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
単
純
な
位
置
に
置

い
て
い
る
が
、
そ
れ
も
そ
れ
自
体
で
あ
れ
ば
作
品
中
間
部
第
四
章
で
の

し
か
も
そ
の
さ
い
ご
に
七
三
ペ
ー
ジ
「
片
づ
け
ら
れ
」
る
前
の
あ
ら
か

じ
め
の
構
図
と
同
一
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
）
だ
が
、
そ
の
恋
が
た
だ
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の
類
型
で
な
く
固
有
性
を
忘
却
し
て
い
る
こ
と
へ
の
悔
恨
が
極
致
の

郷
愁
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ト
ニ
オ
の
思
い
は
、
芸
術

家
と
健
全
俗
人
市
民
と
い
う
単
純
化
し
す
ぎ
た
形
態
で
あ
る
方
便
的

な
補
助
線
を
お
の
ず
と
超
え
、
読
者
が
注
意
深
く
捨
象
と
抽
象
に
よ
り

同
定
し
な
け
れ
ば
そ
れ
が
見
え
な
い
な
が
ら
、
よ
り
す
ぐ
れ
た
文
学
へ

の
精
進
と
い
う
布
置
を
、
精
進
が
も
し
そ
の
と
お
り
に
な
さ
れ
れ
ば
お

よ
そ
真
に
本
格
的
な
社
会
性
へ
ま
で
及
ぶ
ほ
か
は
な
い
は
ず
の
（
第
三

章
を
承
け
て
の
第
四
章
で
の
冷
徹
や
洗
練
の
関
心
な
ど
を
超
え
た
人

間
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
し
て
精
進
で
あ
る
の
で
、
人
間
と
世
界

と
の
関
係
そ
の
も
の
へ
文
学
的
に
目
が
開
か
れ
る
ほ
か
は
あ
り
え
ず
、

必
然
的
に
最
低
限
、
お
よ
そ
真
に
本
格
的
な
社
会
性
へ
ま
で
及
ぶ
）
、

最
大
布
置
と
し
て
獲
得
す
る
。
─
─
つ
ま
り
。《
よ
り
精
進
し
た
文
学
、

よ
り
高
度
な
芸
術
家
》
は
、
《
芸
術
家
と
健
全
俗
人
市
民
の
対
立
と
い

う
便
宜
的
な
補
助
線
で
も
、
そ
れ
ら
の
単
純
化
し
た
和
解
な
ど
で
も
、

そ
れ
ら
の
固
定
化
と
な
る
よ
う
な
か
つ
じ
つ
は
鈍
磨
質
で
無
内
容
な

も
の
で
し
か
な
い
そ
れ
ら
の
中
間
者
な
ど
で
も
、
な
い
》
と
い
う
こ
と

と
、
《
郷
愁
と
思
い
入
れ
の
再
度
の
こ
の
上
な
い
自
己
対
象
化
》
と
い

う
こ
と
と
の
交
点
と
し
て
、
《
社
会
へ
、
ま
た
人
間
と
社
会
へ
、
本
格

的
に
取
り
組
む
（
な
ぜ
な
ら
ゲ
ー
テ
時
代
以
降
も
し
「
精
神
」
が
問
題

で
あ
っ
て
も
「
精
神
」
も
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
で
し
か
あ
り
え
な
い
）

文
学
》
と
い
う
焦
点
を
、
お
の
ず
と
こ
と
わ
り
そ
の
も
の
の
作
用
と
し

て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。 

 

郷
愁
に
こ
そ
作
品
の
重
点
が
よ
っ
て
い
る
か
ら
、
中
間
部
が
作
品
の

本
体
部
分
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
べ
く
し
て
見
え
た
の
で
あ
っ
た
。
作

品
の
、
土
台
と
な
る
場
は
、
あ
き
ら
か
に
中
間
部
第
四
章
の
、
そ
こ
か

ら
抜
け
出
さ
な
い
と
し
ご
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
定
着
さ
れ
た
、

そ
れ
自
体
が
郷
愁
の
よ
う
な
、
春
の
感
覚
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
─
─

だ
か
ら
、
第
一
章
第
二
章
の
、
ハ
ン
ス
や
イ
ン
ゲ
と
の
で
き
ご
と
は
、

あ
ら
か
じ
め
そ
れ
を
過
去
の
こ
と
と
し
て
仕
組
ん
で
彫
託
し
抜
い
た
、

お
手
の
物
す
ぎ
る
基
礎
的
郷
愁
に
よ
っ
て
、
た
だ
み
た
さ
れ
て
い
た
の

だ
っ
た
。
─
─
し
か
し
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
の
像
と
の
再
会
に
、
凡
庸
な

優
等
生
の
類
型
性
を
超
え
て
、
ハ
ン
ス
と
イ
ン
ゲ
そ
の
ひ
と
の
凡
庸
な

美
点
の
個
人
的
個
別
性
を
、
改
め
て
、
明
確
に
、
見
る
、
最
後
の
郷
愁

こ
そ
が
、
や
は
り
作
品
の
、
よ
り
本
体
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に

は
、
第
一
章
末
尾
と
動
詞
の
時
制
が
ち
が
う
だ
け
で
同
一
文
で
あ
る

「
憧
れ
と
、
憂
鬱
な
羨
望
と
、
ほ
ん
の
す
こ
し
の
軽
蔑
と
、
こ
の
上
な

く
清
ら
か
な
幸
福
感
と
が
あ
る
」（
平
野
訳
一
三
〇
ペ
ー
ジ
）
だ
け
で

な
く
、
マ
ン
の
あ
り
う
べ
き
構
え
・
精
進
・
文
学
の
ひ
ろ
が
り
の
可
能

性
の
、
最
大
布
置
が
あ
る
の
で
あ
る
。 
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Resümee 

 
     Die drei berühmten Übersetzungen von Thomas Manns ,Tonio Kröger‘ (durch 
Hirano, Saneyoshi und Takahashi) enthalten Fehler in Bezug auf die Darstellung der 
Figuren der anderen Inge und des anderen Hans. Inge wird gezeigt, als ob sie nicht eine 
ältere Schwester (auf Japanisch ,,Ane‘‘) sondern eine jüngere Schwester (auf 
Japanisch ,,Imouto‘‘) des anderen Hans wäre und sie nicht ungefähr 18 (=,,ein klein wenig 
erwachsener als sonst“), sondern um die 30 Jahre alt und damit in der Szene des 
Wiedersehens so alt wie Tonio selbst wäre. Und auch Hans wird in den Übersetzungen in 
dieser Szene als gleichaltrig mit Tonio gezeigt und nicht als 14-Jähriger (=,,ganz wie 
immer“), der er eigentlich ist. (Dies ist besonders bei Hirano umso bemerkenswerter, als 
sie die Übersetzung Takahashis wegen anderer grundlegender Missverständnisse in 
derselben Szene gezielt kritisiert.) 
     Diese Unstimmigkeiten beruhen auch darauf, dass diese Übersetzungen Thomas 
Manns „Künstler-Bürger-Zwiespalt“-Schema fälschlicherweise nur wortwörtlich nehmen. 
Jedoch darf die Lage des „Künstlers“ in ,Tonio Kröger‘ nicht rein buchstabengetreu 
verstanden werden, sondern muss in der „Reue“ und dem „Heimweh“ des Helden in der 
Endszene verortet werden. 
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