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お
断
り

　

編
著
者
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
に
関
し
て
は
、
鈴
木
滿
訳
・
注
・
解
題
「
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
編
著
『
ド

イ
ツ
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
集
』（
一
八
五
七
）
試
訳
（
そ
の
一
）」（「
人
文
学
会
雑
誌
」
第
四
〇
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
九
・
三
月
）
の
「
ま
え
が
き
」
を
ご

参
照
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
右
の
末
尾
に
、

　

�　

目
下
の
と
こ
ろ
底
本
と
し
て
は
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
シ
エ
ル
フ（

（
（

の
注
と
あ
と
が
き
付
き
で
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
リ
ヒ
タ
ー
の
一
八
七
葉
の

挿
絵
が
入
っ
た
下
記
を
用
い
て
い
る
。Ludw

ig�Bechstein:�Säm
tliche M

ärchen. W
issenschaftliche�Buchgesellschaft.�

D
arm

stadt�（972.

　
　
『
ド
イ
ツ
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
集
』（
一
八
五
七
）
試
訳
（
そ
の
二
）　

　

鈴
木
滿
訳
・
注
・
解
題

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
編
著
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と
記
し
た
が
、
今
回
以
降
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
ハ
ン
ス
＝
イ
ェ
ル
ク
・
ウ
タ
ー（

2
（

編
の
下
記
の
校
訂
本
を
も
用
い
る
。

Ludw
ig�B

echstein:�M
ärchenbuch.�N

ach�der�A
usgabe�von�（857,�textkritisch�revidiert�und�durch�R

egister�

erschlossen.�H
erausgegeben�von�H

ans-Jörg�U
ther.�Eugen�D

iederichs�V
erlag.�M

ünchen�（997.

　

こ
れ
はLudw

ig Bechstein M
ärchen

と
し
て
二
巻
本
。
第
一
巻
が
Ｄ
Ｍ
Ｂ
（
一
八
五
七
）。
た
だ
し
挿
絵
は
一
切
無
い
。
第
二
巻

は
Ｎ
Ｄ
Ｍ
Ｂ
。「
世
界
の
民
話
」D

ie�M
ärchen�der�W

eltliteratur

（
略
称
Ｍ
ｄ
Ｗ
）
シ
リ
ー
ズ
の
一
つ
で
あ
る
。
共
に
簡
単
な
が
ら
、

古
語
、
方
言
な
ど
ド
イ
ツ
語
圏
の
一
般
読
者
に
と
っ
て
難
解
な
語
彙
一
覧
が
、
収
録
さ
れ
た
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
番
号
別
に
付
い
て
い
る
。
ま
た
、
シ

ェ
ル
フ
注
釈
テ
キ
ス
ト
に
は
稀
な
が
ら
存
在
し
た
誤
植
が
、
こ
ち
ら
で
は
訂
正
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｍ
ｄ
Ｗ
の
方
針
に
従
い
、
全
て
の

昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
の
注
中
に
Ａ
Ｔ
番
号
と
そ
の
タ
イ
ト
ル
（
Ａ
Ｔ
の
英
語
タ
イ
ト
ル
で
は
な
く
ド
イ
ツ
語
で
）
が
必
ず
示
さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
注
自
体
は
シ
ェ
ル
フ
注
釈
テ
キ
ス
ト
の
方
が
ず
っ
と
詳
細
な
の
で
、
両
テ
キ
ス
ト
を
相
互
に
補
完
さ
せ
る
の
が
よ
ろ
し
か
ろ

う
。

　

ち
な
み
に
訳
文
中
の
［　
　
　
　
　

］
内
、
そ
の
他
の
部
分
の
〔　
　
　
　
　

〕
内
は
訳
者
の
補
足
で
あ
る
。

訳
注
・
解
題
略
記
号
凡
例

Ａ
Ｔ　

ア
ン
テ
ィ
・
ア
ー
ル
ネ
／
ス
テ
ィ
ス
・
ト
ン
プ
ソ
ン
編
著
『
民
話
の
話
型
』�A

ntti�A
arne�/�Stith�T

hom
pson:�T

he T
ypes of the Folktale.�Suom

alainen�
T

iedeakatem
ia.�A

cadem
ia�scientiarum

�Fennica.�H
elsinki�（964.

Ａ
Ｔ
Ｕ　

ハ
ン
ス
＝
イ
ェ
ル
ク
・
ウ
タ
ー
著
『
国
際
的
民
話
の
話
型
』�H

ans-Jörg�U
ther:�T

he T
ypes of Internatinal Folktales.�A

 Classification and 
Bibliography.3�V

ols.�A
cadem

ia�scientiarum
�Fennica.�H

elsinki�2004.　

Ａ
Ｔ
の
増
補
改
訂
版
。

Ｂ
Ｐ　

ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ボ
ル
テ
／
ゲ
オ
ル
ク
・
ポ
リ
ー
フ
カ
編
著
『
Ｋ
Ｈ
Ｍ
注
釈
』�H

erausgegeben�von�Johannes�Bolte�/�Georg�Polívka:�A
nm

erkungen zu 
den K

inder- und H
ausm

ärchen der Brüder G
rim

m
.5�Bde.�Georg�O

lm
s�V

erlagsbuchhandlung.�H
ildesheim

�（963.

Ｄ
Ｍ
Ｂ
（
一
八
四
五
）　

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
編
著
『
ド
イ
ツ
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
集
』�Ludw

ig�Bechstein:�D
eutsches M

ärchenbuch （1845

）.
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Ｄ
Ｍ
Ｂ
（
一
八
五
七
）　

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
編
著
『
ド
イ
ツ
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
集
』�Ludw

ig�Bechstein:�D
eutsches M

ärchenbuch （1857

）.

Ｄ
Ｓ　

グ
リ
ム
兄
弟
編
著
『
ド
イ
ツ
伝
説
集
』�Brüder�Grim

m
:�D

eutsche Sagen.�

第
一
巻
（
一
八
一
六
）。
第
二
巻
（
一
八
一
八
）。

Ｅ
Ｍ��

ク
ル
ト
・
ラ
ン
ケ
創
始
／
ロ
ル
フ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ブ
レ
ー
ド
ニ
ヒ
編
『
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
百
科
事
典
』�Begründet�von�K

urt�Ranke.�H
erausgegeben�von�Rolf�

W
ilhelm

�Brednich�zusam
m

en�m
it�H

erm
ann�Bausinger:�E

nzyklopädie des M
ärchens : H

andw
örterbuch zur historischen und vergleichenden 

E
rzählforschung.�W

alter�de�Gruiter.�Berlin�[u.a.]��（977-.

Ｈ
ｄ
Ａ　

ハ
ン
ス
・
ベ
ヒ
ト
ル
ト
＝
シ
ュ
ト
ロ
イ
ブ
リ
編
『
ド
イ
ツ
俗
信
事
典
』�H

erausgegeben�von�H
anns�Bächtold-Sträubli:�H

andw
örterbuch des 

deutschen A
berglaubens.（0�Bde.�W

alter�de�Gruiter.�Berlin�/�N
ew

�Y
ork�（987.

Ｈ
ｄ
Ｍ　
『
ド
イ
ツ
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
便
覧
』H

andbuch des deutschen M
ärchens.�

こ
の
う
ち
二
巻
の
み
が
一
九
四
〇
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
。
Ｅ
Ｍ
の
前
身
。

Ｋ
Ｈ
Ｍ��

グ
リ
ム
兄
弟
編
著
『
子
ど
も
と
家
庭
の
た
め
の
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
集
』�K

inder- und H
ausm

ärchen gesam
m

elt durch die Brüder G
rim

m
.�

初
版
第
一
部

（
一
八
一
二
）・
第
二
部
（
一
八
一
五
）。
決
定
（
第
七
）
版
（
一
八
五
七
）。

Ｍ
ｄ
Ｗ　
「
世
界
の
民
話
」D

ie M
ärchen der W

elitliteratur.�Begründet�von�Friedrich�von�der�Leyen.�H
erausgegeben�von�K

urt�Schier�und�Felix�
K

arlinger.�Eugen�D
iederichs�V

erlag.�D
üsseldorf-K

öln.

Ｎ
Ｄ
Ｍ
Ｂ
（
一
八
五
六
）　

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
編
著
『
新
ド
イ
ツ
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
集
』�Ludw

ig�Bechstein:�N
eues deutsches M

ärchenbuch

（1856

）.

Ｖ
ｄ
Ｄ　

ヨ
ー
ハ
ン
・
カ
ー
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ム
ゼ
ー
ウ
ス
著
『
ド
イ
ツ
人
の
民
話
』（
一
七
八
二―

八
六
）�Johann�K

arl�A
ugust�M

usäus:�V
olksm

ärchen der 
D

eutschen.5�T
eile.�
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一
三　

黍き
び

泥
棒　

　

あ
る
町
に
と
っ
て
も
裕
福
な
商
人
が
住
ん
で
い
た
。
邸
に
は
大
き
く
て
素
晴
ら
し
い
庭
が
付
い
て
い
て
、
地
面
の
一
部
に
は
黍（

3
（

が
播ま

い

て
あ
っ
た
。
さ
て
あ
る
時
─
─
折
し
も
春
の
こ
と
、
種
は
活
き
活
き
す
く
す
く
と
芽
を
出
し
て
い
た
─
─
商
人
が
庭
を
散
歩
し
て
い
る
と
、

な
ん
と
も
か
と
も
腹
が
立
っ
た
こ
と
に
は
、
け
し
か
ら
ぬ
泥
棒
の
せ
い
で
前
の
夜
の
う
ち
に
黍
の
芽
生
え
の
一
部
が
毟む
し

り
取
ら
れ
て
い
る

で
は
な
い
か
。
毎
年
商
人
が
黍
を
播
く
庭
の
こ
の
一
画
は
と
り
わ
け
と
て
も
お
気
に
入
り
の
場
所
だ
っ
た
。
人
が
何
か
に
と
こ
と
ん
の
め

り
込
む
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
。
商
人
は
泥
棒
を
捕
ま
え
て
こ
っ
ぴ
ど
く
罰
す
る
か
、
法
廷
に
引
き
渡
し
て
や
ろ
う
、
と
決
心
し
た
。

そ
こ
で
三
人
の
息
子
た
ち
、
ミ
ヒ
ェ
ル
、
ゲ
オ
ル
ク
、
そ
れ
か
ら
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
を
呼
び
、
こ
う
言
っ
た
。「
昨
夜
泥
棒
が
う
ち
の
庭
に
入

っ
て
わ
し
の
黍
の
芽
生
え
の
一
部
を
毟
り
お
っ
た
、
で
、
わ
し
は
ひ
ど
く
怒
っ
て
お
る
。
こ
う
い
う
破は

廉れ
ん

恥ち

な
や
つ
は
と
っ
捕
ま
え
て
、

後
悔
さ
せ
て
や
ら
に
ゃ
な
ら
ん
。
せ
が
れ
た
ち
や
、
こ
れ
か
ら
幾
夜
か
一
人
づ
つ
交
代
で
一
晩
中
寝
ず
の
番
を
し
て
欲
し
い
。
泥
棒
を
捕

ま
え
た
者
に
は
豪
勢
な
褒
美
を
や
ろ
う
」。
最
初
の
夜
起
き
て
い
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
長
男
の
ミ
ヒ
ェ
ル
だ
っ
た
。
彼
は
弾た

ま丸
込ご

め
し

た
拳ピ
ス
ト
ー
レ銃
二（

4
（

、
三
挺ち
ょ
う

と
切
れ
味
の
鋭
い
偃サ
ー
ベ
ル

月
刀
を（

5
（

一
振
り
、
そ
れ
か
ら
食
べ
物
、
飲
み
物
も
用
意
し
、
暖
か
い
外
套
に
く
る
ま
る
と
、
花

盛
り
の
接に
わ
と
こ

骨
木
の（

6
（

茂
み
の
後
ろ
に
座
り
込
み
、
ほ
ど
な
く
前
後
不
覚
で
熟
睡
し
て
し
ま
っ
た
。
朝
明
る
く
な
っ
て
目
を
覚
ま
す
と
前
の
夜

よ
り
も
ず
っ
と
広
く
黍
の
芽
生
え
が
毟
ら
れ
て
い
た
。
庭
に
や
っ
て
来
た
商
人
は
こ
う
し
た
て
い
た
ら
く
を
見
て
、
息
子
が
起
き
て
い
て

泥
棒
を
捕
ま
え
る
代
わ
り
に
、
眠
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
知
り
、
更
に
立
腹
、
息
子
を
叱
り
つ
け
、
拳
銃
や
偃
月
刀
も
ろ
と
も
自
分

自
身
だ
っ
て
盗
ま
れ
か
ね
な
い
、
ま
あ
な
ん
と
も
頼
り
甲
斐
の
あ
る
夜
警
だ
わ
い
、
と
嘲
っ
た
。

　

次
の
夜
起
き
て
い
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
ゲ
オ
ル
ク
だ
っ
た
。
こ
ち
ら
は
前
の
夜
兄
貴
が
携
え
た
武
器
の
他
に
棍
棒
を
一
本
、
そ
れ
か

ら
丈
夫
な
縄
を
用
意
し
た
。
け
れ
ど
も
こ
の
ご
立
派
な
夜
警
の
ゲ
オ
ル
ク
も
ご
同
様
寝
込
ん
で
し
ま
い
、
朝
に
な
っ
て
み
る
と
、
例
の
黍
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泥
棒
は
ま
た
し
て
も
し
た
た
か
に
毟
り
取
っ
て
い
た
。
父
親
は
怒
り
狂
っ
て
、
こ
う
言
っ
た
も
の
。「
こ
れ
で
三
番
目
の
夜
警
が
安
ら
か

に
お
休
み
あ
そ
ば
し
た
ら
、
黍
の
芽
生
え
と
は
完
全
に
お
さ
ら
ば
だ
わ
い
。
そ
う
す
り
ゃ
も
う
夜
警
の
必
要
も
何
も
あ
り
ゃ
あ
せ
ん
」。

　

さ
て
三
夜
目
は
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
の
番
だ
っ
た
。
な
ん
の
か
の
と
言
わ
れ
た
け
れ
ど
武
器
は
持
っ
て
行
か
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
、
眠
ら
ず
に

い
な
い
で
も
大
丈
夫
な
、
効
き
目
は
か
ね
て
試
し
済
み
の
防
具
は
こ
っ
そ
り
装
備
し
た
。
薊あ
ざ
み

と
茨
の
棘と
げ

を
探
し
集
め
て
お
い
て
、
夕
方

庭
の
警
護
場
所
に
出
掛
け
た
時
、
こ
れ
ら
を
体
の
前
に
置
い
と
い
た
の
で
あ
る
。
な
に
せ
、
こ
っ
く
り
す
る
た
ん
び
、
鼻
っ
面
を
ち
く
っ

と
刺
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
、
す
ぐ
ま
た
正
気
に
戻
っ
た
わ
け
。
真
夜
中
間
近
に
な
る
と
、
と
っ
と
こ
と
っ
と
こ
、
と
い
う
音
が
聞
こ
え
た
。

こ
れ
は
次
第
に
近
く
な
り
、
黍
の
芽
生
え
に
入
り
込
む
と
、
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
の
耳
に
せ
っ
せ
と
む
し
ゃ
む
し
ゃ
や
る
音
が
聞
こ
え
た
。
よ
し

よ
し
待
っ
て
ろ
よ
、
と
若
者
は
考
え
た
。
す
ぐ
捕
ま
え
て
や
る
か
ら
な
。
そ
こ
で
懐
か
ら
縄
を
出
し
、
棘
な
ん
ぞ
は
音
を
立
て
な
い
よ
う

押
し
退
け
て
、
そ
う
っ
と
泥
棒
に
忍
び
寄
っ
た
。
近
付
く
と
─
─
ね
、
何
だ
っ
た
と
思
う
─
─
そ
の
泥
棒
っ
て
の
は
さ
あ
─
─
と
っ
て
も

可
愛
ら
し
い
ち
っ
ち
ゃ
な
仔こ

馬う
ま

だ
っ
た
ん
だ
。
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
は
内
心
嬉
し
く
て
堪
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
捕
ま
え
る
の
に
何
の
苦
労
も
要

ら
な
か
っ
た
。
そ
の
小
さ
な
獣
は
進
ん
で
厩う
ま
や

ま
で
随つ

い
て
来
た
。
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
は
厩
の
扉
を
き
ち
ん
と
閉
め
、
そ
れ
か
ら
ま
だ
た
っ
ぷ

り
時
間
が
あ
っ
た
の
で
、
自
分
の
寝
床
で
の
ん
び
り
眠
っ
た
。
朝
、
兄
た
ち
が
起
き
上
が
っ
て
庭
へ
下
り
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
ヨ
ハ
ン

ネ
ス
が
自
分
の
寝
床
に
横
に
な
っ
て
眠
っ
て
い
る
の
を
見
て
び
っ
く
り
し
た
。
二
人
は
弟
を
起
こ
し
、
前
夜
見
張
り
場
で
待
ち
伏
せ
し
さ

え
し
な
か
っ
た
と
は
、
結
構
こ
の
上
も
な
い
夜
警
だ
、
と
か
な
ん
と
か
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
い
た
ぶ
り
文
句
を
並
べ
立
て
て
嘲
っ
た
。
け

れ
ど
も
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
が
言
う
に
は
「
ま
あ
お
静
か
に
。
兄
さ
ん
方
に
黍
泥
棒
を
見
せ
て
あ
げ
る
」。
そ
こ
で
父
親
も
兄
た
ち
も
あ
と
に
随

い
て
厩
ま
で
行
く
羽
目
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
世
に
も
奇
妙
な
仔
馬
が
い
た
。
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
だ
れ
の
も
の
な
の
か
、
皆
目
見
当

が
付
か
な
い
。
仔
馬
は
と
て
も
可
愛
ら
し
い
様
子
で
、
華
奢
で
す
ん
な
り
し
た
体
格
、
そ
の
上
全
身
銀
の
よ
う
に
白
い
。
そ
こ
で
商
人
は

大
喜
び
し
、
勇
敢
な
息
子
の
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
に
仔
馬
を
褒
美
と
し
て
与
え
た
。
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
は
あ
り
が
た
く
受
け
取
り
、
黍
泥
棒（

7
（

と
名
付
け
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た
。

　

暫
く
し
て
兄
弟
た
ち
は
こ
ん
な
噂
を
耳
に
し
た
。
あ
る
美
し
い
お
姫
様
が
魔
法
に
掛
け
ら
れ
て
硝ガ
ラ
ス子
の
山（

8
（

の
上
に
い
る
。
お
っ
そ
ろ
し

く
つ
る
つ
る
す
る
か
ら
だ
れ
も
て
っ
ぺ
ん
ま
で
登
れ
な
い
。
で
も
首
尾
よ
く
山
頂
に
着
い
て
お
城
の
周
り
を
三
度
回
る
者
が
い
れ
ば
、
美

し
い
お
姫
様
を
魔
法
か
ら
救
い
出
し
、
こ
の
方
を
お
嫁
さ
ん
に
も
ら
え
る
。
こ
れ
ま
で
た
く
さ
ん
の
連
中
が
際
限
も
な
く
馬
で
の
山
登
り

を
試
し
た
が
、
ど
れ
も
こ
れ
も
元
通
り
下
へ
転
が
り
落
ち
、
死
ん
で
辺
り
一
面
に
横
た
わ
っ
て
い
る
、
と
。

　

こ
の
不
思
議
な
話
は
国
中
に
広
ま
り
、
三
兄
弟
も
、
運
試
し
を
や
ら
か
し
に
硝
子
の
山
へ
馬
で
出
掛
け
て
─
─
な
ろ
う
事
な
ら
そ
の
美

し
い
お
姫
様
を
手
に
入
れ
よ
う
、
と
い
う
気
に
な
っ
た
。
ミ
ヒ
ェ
ル
と
ゲ
オ
ル
ク
は
逞た
く
ま

し
い
若
駒
を
買
い
入
れ
て
、
そ
の
蹄
鉄
を
う
ん

と
こ
さ
鋭
く
さ
せ
、
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
は
自
分
の
小
さ
な
黍
泥
棒
に
鞍
を
置
き
、
こ
う
し
て
幸
運
獲
得
の
旅
が
始
ま
っ
た
。
間
も
な
く
三
人
は

硝
子
の
山
に
行
き
当
た
り
、
ま
ず
長
男
が
登
っ
た
。
で
も
、
あ
ー
あ
、
─
─
乗
っ
て
い
る
馬
は
足
を
滑
ら
せ
、
騎
手
も
ろ
と
も
ず
で
ん
ど

う
と
倒
れ
、
馬
も
人
も
ど
ち
ら
も
立
ち
上
が
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
次
男
が
登
っ
た
。
で
も
、
あ
ー
あ
、
─
─
乗
っ
て
い
る
馬
は

足
を
滑
ら
せ
、
騎
手
も
ろ
と
も
ず
で
ん
ど
う
と
倒
れ
、
双
方
、
馬
も
人
も
こ
れ
ま
た
立
ち
上
が
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
度
は
ヨ

ハ
ン
ネ
ス
が
登
っ
た
。
す
る
と
、
た
っ
た
か
、
た
っ
た
か
、
た
っ
た
か
、
た
っ
た
か
、
た
っ
た
か
、
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
と
黍
泥
棒
は
山
の
て
っ

ぺ
ん
に
着
い
た
ん
だ
よ
。
そ
れ
か
ら
ま
た
、
と
っ
と
こ
、
と
っ
と
こ
、
と
っ
と
こ
、
と
っ
と
こ
、
と
っ
と
こ
、
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
と
黍
泥
棒
は

三
度
お
城
の
周
り
を
回
っ
た
の
。
黍
泥
棒
は
ま
る
で
こ
の
険け
ん
の
ん呑
な
路
を
百
遍
も
走
っ
て
み
た
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
お
城
の
扉
の
前
に
立
つ

と
、
こ
れ
は
さ
っ
と
開
い
て
、
出
て
来
た
の
は
う
っ
と
り
す
る
よ
う
に
綺
麗
な
お
姫
様
。
絹
と
黄き

ん金
ず
く
め
の
衣
装
を
纏
い
、
嬉
し
そ
う

に
両
腕
を
開
い
て
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
を
迎
え
た
。
そ
こ
で
こ
ち
ら
は
急
い
で
仔
馬
か
ら
下
り
、
典
雅
な
お
姫
様
を
、
こ
れ
す
な
わ
ち
、
わ
が
も

の
と
な
っ
た
す
こ
ぶ
る
付
き
の
大
幸
運
を
急
い
で
ぎ
ゅ
っ
と
抱
き
締
め
た
。

　

そ
れ
か
ら
お
姫
様
は
仔
馬
に
向
き
直
り
、
い
い
子
い
い
子
し
て
こ
う
言
っ
た
。「
お
や
ま
あ
、
ち
び
の
お
い
た
ち
ゃ
ん
、
ど
う
し
て
わ



ルートヴィヒ・ベヒシュタイン編著『ドイツ昔話集』（一八五七）試訳（その二）　鈴木滿訳・注・解題

95

た
く
し
の
と
こ
ろ
か
ら
逃
げ
出

し
た
の
。
そ
の
せ
い
で
わ
た
く

し
、
許
さ
れ
た
夜
の
た
っ
た
一

時
間
さ
え
山
の
麓
の
緑
の
地
面

の
上
で
過
ご
し
て
楽
し
む
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
の
。

お
ま
え
が
わ
た
く
し
を
乗
せ
て

硝
子
の
お
山
を
下
り
て
、
ま
た

登
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
。

も
う
決
し
て
お
ま
え
、
わ
た
く

し
た
ち
を
置
き
去
り
に
し
て
い

な
く
な
っ
た
り
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
よ
」。
─
─
こ
れ
で
ヨ
ハ

ン
ネ
ス
に
は
、
自
分
の
小
さ
い

黍
泥
棒
が
こ
の
世
の
も
の
と
も

思
え
な
い
ほ
ど
美
し
い
お
姫
様

の
持
ち
物
の
魔
法
の
仔
馬
だ
、

と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
わ
け
。
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さ
て
、
兄
さ
ん
た
ち
は
ず
で
ん
ど
う
か
ら
立
ち
直
っ
た
が
、
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
は
二
人

を
二
度
と
目
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
っ
て
、
硝
子
の
山
の
上
の
魔
法
の
お

城
の
中
で
自
分
の
天
使
と
一
緒
に
幸
せ
に
、
そ
し
て
浮
世
の
憂
さ
辛
さ
を
免
れ
て

暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
も
の
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
お
城
へ
の
道
を
人
の
子

が
見
つ
け
る
こ
と
は
も
は
や
な
か
っ
た
。
だ
っ
て
、
魔
法
は
解
け
、
お
姫
様
は
掛

け
ら
れ
て
い
た
呪
い
か
ら
救
わ
れ
た
ん
だ
も
の
。
本
当
の
救
い
主
で
あ
り
夫
と
な

る
若
者
を
自
分
の
許
に
連
れ
て
来
て
く
れ
た
お
利
口
な
仔
馬
の
お
蔭
で
ね
。

解
題

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ
ー
ネ
・
ミ
ュ
リ
ウ
ス
嬢Fräulein�W

ilhelm
ine�M

ylius�

（
生
没
年
未
詳
。
テ
ュ
ー
リ

ン
ゲ
ン
の
小
都
市
に
し
て
保
養
地
テ
ル
マ
ー
ルT

herm
ar�

出
身
の
作
家
）
が
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
民
間

に
口
承
さ
れ
た
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
と
し
て
記
し
た
も
の
に
よ
る
。
材
源
を
同
じ
く
す
る
の
は
Ｄ
Ｍ
Ｂ

一
〇
、一
一
、一
三
、一
四
、一
六
、二
七
。

Ｋ
Ｈ
Ｍ
に
類
話
は
な
い
。
た
だ
し
、
導
入
部
は
Ｋ
Ｈ
Ｍ
五
七
「
黄
金
の
鳥
」D

er�Goldvogel�

の
そ
れ

と
似
て
い
る
。

Ａ
Ｔ
、
Ａ
Ｔ
Ｕ
五
三
〇
「
ガ
ラ
ス
の
山
の
王
女
」T

he�Princess�on�the�Glass�M
ountaion�

。

原
題　

H
irsedieb.
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一
四　

黄き

ん金
の
牡
の
の
ろ
鹿　

　

昔
む
か
し
二
人
の
可
哀
そ
う
な
兄
妹
が
あ
っ

た
。
男
の
子
と
女
の
子
で
、
女
の
子
は
マ
ル
ガ

レ
ー
テ（

9
（

、
男
の
子
は
ハ
ン
ス（

（（
（

と
い
う
名
前
だ
っ

た
。
両
親
は
死
ん
で
し
ま
っ
て
お
り
、
財
産
な

ん
か
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
残
し
て
く
れ
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
子
ど
も
た
ち
は
物
乞
い
を
し
て
暮
ら
す

た
め
に
、
世
の
中
へ
出
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

か
っ
た
。
仕
事
を
す
る
に
は
二
人
と
も
ま
だ
体

は
で
き
て
い
な
い
し
、
小
さ
か
っ
た
。
な
に
し

ろ
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
や
っ
と
十
二
で
、
グ
レ
ー

ト
ヒ
ェ
ン
は
も
っ
と
下
だ
っ
た
か
ら
。
夕
方
に

な
る
と
子
ど
も
た
ち
は
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り

の
家
の
前
に
立
っ
て
、
扉
を
叩
い
て
、
一
晩
泊

め
て
く
だ
さ
い
、
と
お
願
い
す
る
の
だ
っ
た
。

善
良
で
思
い
や
り
の
あ
る
人
人
に
迎
え
入
れ
て

も
ら
い
、
食
べ
物
飲
み
物
を
恵
ま
れ
る
こ
と
は
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も
う
随
分
で
、
憐あ
わ

れ
み
深
い
男
の
ひ
と
や
女
の
ひ
と
が
着
る
物
を
施
し
て
く
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
て
あ
る
時
夕
方
一
軒
の
小
さ
な
家
の
前
に
来
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ぽ
つ
ん
と
離
れ
て
立
っ
て
い
る
家
だ
っ
た
。
窓
を
ほ

と
ほ
と
叩
く
と
、
す
ぐ
に
一
人
の
老
婆
が
顔
を
出
し
た
の
で
、
こ
こ
に
一
晩
泊
め
て
く
れ
ま
せ
ん
か
、
と
訊
ね
た
も
の
。「
か
ま
わ
な
い

よ
、
さ
、
入
る
が
い
い
」
と
い
う
返
辞
。
で
も
二
人
が
中
に
入
る
と
、
女
は
こ
う
言
っ
た
。「
あ
た
し
は
お
ま
え
が
た
に
一
晩
お
宿
を
し

て
あ
げ
る
が
ね
、
あ
た
し
の
亭
主
が
そ
れ
に
気
付
こ
う
も
の
な
ら
、
お
ま
え
が
た
は
お
し
ま
い
だ
よ
。
な
ぜ
っ
て
ね
、
亭
主
は
若
い
人
間

の
炙や

き
肉
が
好
き
な
ん
だ
よ
。
だ
も
ん
で
、
子
ど
も
が
手
に
入
る
と
皆
殺
し
ち
ま
う
の
さ
」。
こ
れ
を
聞
い
て
子
ど
も
た
ち
は
と
て
も
心

配
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
も
う
こ
れ
以
上
歩
け
な
か
っ
た
し
、
と
っ
く
に
日
が
暮
れ
て
真
っ
暗
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
ま
あ
、
お
と
な

し
く
女
に
一
つ
の
樽
の
中
に
隠
し
て
も
ら
い
、
じ
い
っ
と
静
か
に
し
て
い
た
。
で
も
な
か
な
か
寝
付
け
な
か
っ
た
。
こ
と
に
一
時
間
ほ
ど

経
つ
と
ず
し
り
ず
し
り
と
い
う
男
の
足
音
が
聞
こ
え
、
こ
れ
は
ど
う
や
ら
人
喰
い
男（

（（
（

ら
し
か
っ
た
ん
で
。
間
も
な
く
確
か
に
そ
れ
と
分
か

っ
た
の
は
、
そ
い
つ
が
唸う
な

る
よ
う
な
声
で
、
人
肉
の
焙あ
ぶ

り
物
を
料
理
し
て
お
か
な
か
っ
た
、
と
女
房
に
が
み
が
み
言
い
始
め
た
か
ら
。
朝

に
な
る
と
男
は
ま
た
家
か
ら
出
て
行
っ
た
。
そ
の
ど
す
ど
す
と
い
う
音
が
あ
ん
ま
り
大
き
か
っ
た
の
で
、
結
局
と
ろ
と
ろ
ま
ど
ろ
ん
で
い

た
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
で
目
を
覚
ま
さ
れ
た
。

　

二
人
に
朝
御
飯
を
あ
て
が
っ
て
か
ら
女
房
は
こ
う
言
っ
た
。「
さ
て
お
ま
え
が
た
も
何
か
手
伝
い
を
し
な
く
ち
ゃ
。
箒
が
二
本
あ
る
。

二
階
へ
上
が
っ
て
う
ち
の
部
屋
を
掃
い
て
お
く
れ
。
部
屋
は
十
二
あ
る
。
で
も
そ
の
う
ち
十
一
だ
け
掃
除
し
て
、
十
二
番
目
は
ね
、
後
生

だ
か
ら
開
け
ち
ゃ
い
け
な
い
。
あ
た
し
は
そ
の
間
ち
ょ
い
と
出
掛
け
る
つ
も
り
だ
。
あ
た
し
が
戻
っ
た
時
済
ん
で
る
よ
う
に
、
一
所
懸
命

や
る
ん
だ
よ
」。
子
ど
も
た
ち
は
熱
心
に
掃
除
を
し
た
の
で
、
す
ぐ
に
仕
事
は
済
ん
で
し
ま
っ
た
。
さ
て
そ
う
な
る
と
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン

は
、
開
け
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
見
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
十
二
番
目
の
部
屋
に
何
が
あ
る
の
か
知
り
た
く
て

し
か
た
な
く
な
り
、
ち
ょ
っ
と
鍵
穴
か
ら
覗の
ぞ

い
た
。
す
る
と
黄き

ん金
の
小
さ
な
素
晴
ら
し
い
車
と
そ
れ
に
繫
が
れ
て
い
る
一
頭
の
黄
金
の
牡
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の
の
ろ
鹿（

（（
（

が
見
え
た
ん
だ
。
そ
こ
で
急
い
で
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
を
呼
び
、
中
を
覗
い
て
ご
覧
、
と
言
っ
た
。
そ
れ
か
ら
お
か
み
さ
ん
が
帰
っ

て
来
な
い
か
ど
う
か
ま
ず
よ
く
よ
く
眺
め
回
し
、
婆
さ
ん
の
気
配
も
無
か
っ
た
の
で
、
素
早
く
扉
を
開
け
、
の
ろ
鹿
ご
と
車
を
牽ひ

き
出
し
、

下
に
着
く
と
、
二
人
と
も
車
に
乗
り
込
ん
で
、
さ
っ
さ
と
逃
げ
出
し
た
。
で
も
間
も
な
く
、
老
婆
と
人
喰
い
男
が
、
盗
ん
だ
車
で
走
っ
て

行
く
道
を
、
よ
り
に
も
よ
っ
て
向
こ
う
か
ら
こ
っ
ち
へ
と
歩
い
て
来
る
の
が
遠
く
か
ら
見
え
た
ん
だ
。
ヘ
ン
ス
ラ
イ
ン
は
言
っ
た
。「
あ

あ
、
妹
や
、
ど
う
し
よ
う
。
ぼ
く
た
ち
、
あ
の
年
寄
り
二
人
に
見
つ
か
っ
た
ら
、
も
う
お
し
ま
い
だ
」。「
静
か
に
し
て
」
と
グ
レ
ー
ト
ヒ

ェ
ン
。「
あ
た
い
、
効
き
目
の
あ
る
呪
文
を
一
つ
知
っ
て
る
の
。
こ
れ
前
に
う
ち
の
お
祖ば

あ母
ち
ゃ
ん
か
ら
習
っ
た
の
よ
。

　
　
　
　
　

薔ば

ら薇
色
の
薔
薇
が
ち
っ
く
り
刺
す
ぞ
。

　
　
　
　
　

こ
ち
ら
を
見
て
も
、
こ
ち
ら
を
見
る
な（

（（
（

」。

　

す
る
と
す
ぐ
さ
ま
子
ど
も
た
ち
は
薔
薇
の
花
束
に
変
身
、
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
は
薔
薇
に
、
ヘ
ン
ス
ラ
イ
ン
は
棘と
げ

に
、
牡
の
の
ろ
鹿
は
茎

に
、
車
は
葉
っ
ぱ
に
な
っ
た
。

　

さ
て
二
人
が
、
人
喰
い
男
と
そ
の
女
房
が
そ
こ
へ
や
っ
て
来
る
と
、
女
房
は
綺
麗
な
薔
薇
を
折
り
取
ろ
う
と
し
た
。
で
も
薔
薇
の
棘
が

ひ
ど
く
刺
し
た
の
で
、
指
か
ら
血
が
流
れ
、
婆
さ
ん
は
怒
っ
て
立
ち
去
っ
た
。
年
寄
り
た
ち
が
い
な
く
な
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
急
い
で

出
発
、
ど
ん
ど
ん
車
を
走
ら
せ
る
と
、
間
も
な
く
麪パ

ン麭
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
た
麪パ

ン麭
焼
き
竈か
ま
ど

の
傍
に
や
っ
て
来
た
。
す
る
と
麪パ

ン麭
焼
き

竈
か
ら
「
お
い
ら
の
麪パ

ン麭
を
お
い
ら
か
ら
出
し
と
く
れ
、
お
い
ら
の
麪パ

ン麭
を
お
い
ら
か
ら
出
し
と
く
れ
」
と
叫
ぶ
鈍
い
声
が
聞
こ
え
た
。

グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
が
素
早
く
麪パ

ン麭
を
出
し
て
や
り
、
そ
れ
を
車
に
積
み
込
む
と
、
ま
た
ま
た
彼
ら
は
車
を
走
ら
せ
た
。
先
に
行
く
と
、
大

き
な
梨
の
木
の
傍
に
や
っ
て
来
た
。
こ
れ
に
は
熟
し
た
み
ご
と
な
実
が
一
杯
生
っ
て
お
り
、
木
の
中
か
ら
ま
た
し
て
も
「
う
ら
が
の
梨
を
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揺
さ
ぶ
り
落
と
し
て
く
ん
な
、
う
ら
が
の
梨
を
揺
さ
ぶ
り
落
と
し
て
く
ん
な
」
と
い
う
声
が
響
い
た
ん
だ
よ
。
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
が
す
ぐ

さ
ま
揺
さ
ぶ
り
落
と
し
て
や
り
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
が
手
伝
っ
て
せ
っ
せ
と
拾
い
集
め
、
梨
を
黄
金
の
車
に
積
み
上
げ
た
。
そ
れ
か
ら
ま
た

し
て
も
葡
萄
の
樹
の
傍
に
や
っ
て
来
た
。
こ
れ
は
感
じ
の
良
い
声
で
叫
ん
だ
の
。「
わ
た
し
の
葡
萄
を
摘つ

ん
で
よ
う
、
わ
た
し
の
葡
萄
を

摘
ん
で
よ
う
」
っ
て
ね
。
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
は
こ
れ
も
摘
ん
で
や
り
、
車
に
し
ま
い
込
ん
だ
。

　

さ
あ
て
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
人
喰
い
男
と
そ
の
女
房
は
家
に
帰
り
着
き
、
子
ど
も
た
ち
が
大
事
な
黄
金
の
車
を
牡
の
の
ろ
鹿
ご
と
盗

ん
だ
の
に
気
付
い
て
恨
み
骨
髄
と
な
っ
た
。
全
く
こ
ん
な
具
合
に
こ
の
ご
両
人
、
随
分
と
前
の
こ
と
、
あ
の
車
と
牡
の
の
ろ
鹿
を
盗
み
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
の
際
人
殺
し
も
や
ら
か
し
た
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
本
当
の
持
ち
主
を
無
残
に
殺
害
し
た
わ
け
。
の
ろ
鹿
を
繫
い
だ
車
は

そ
れ
自
体
だ
っ
て
大
層
な
値
打
ち
物
だ
っ
た
が
、
そ
れ
ば
か
り
じ
ゃ
な
く
、
ど
こ
へ
行
こ
う
と
、
だ
れ
も
か
れ
も
か
ら
、
そ
れ
が
木
だ
ろ

う
と
野
苺
の
茂
み
だ
ろ
う
と
、
竈
だ
ろ
う
と
葡
萄
樹
だ
ろ
う
と
、
授
か
り
物
が
貰
え
る
と
い
う
飛
び
切
り
結
構
な
特
性
を
持
っ
て
い
た
。

こ
う
い
う
し
だ
い
で
こ
の
連
中
、
つ
ま
り
人
喰
い
男
と
そ
の
女
房
は
、
正
直
な
や
り
か
た
じ
ゃ
あ
な
か
っ
た
け
ど
、
長
年
車
を
わ
が
も
の

に
し
て
、
上
等
な
食
べ
物
を
頂
戴
し
、
豪
勢
な
暮
ら
し
を
楽
し
ん
で
い
た
の
だ
っ
た
。
で
、
自
分
ら
の
車
が
盗
ま
れ
た
、
と
看
て
取
る
と
、

す
ぐ
さ
ま
出
発
、
急
い
で
子
ど
も
た
ち
の
跡
を
追
い
掛
け
、
貴
重
な
盗
品
を
取
り
返
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
人
喰
い
男
は
追
い
掛
け
な

が
ら
人
肉
の
焙
り
物
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
口
に
唾
が
溜
ま
っ
て
し
か
た
が
な
か
っ
た
。
な
に
し
ろ
子
ど
も
た
ち
を
と
っ
捕
ま
え
て
殺
し

ち
ゃ
お
う
と
思
っ
た
ん
で
ね
。
老
人
二
人
は
大
股
で
ず
ん
ず
ん
子
ど
も
た
ち
を
追
い
掛
け
、
す
ぐ
に
そ
の
姿
を
発
見
し
た
。
遠
く
か
ら
だ

け
ど
ね
。
て
の
も
子
ど
も
た
ち
は
先
を
進
ん
で
い
た
の
で
。
さ
て
子
ど
も
た
ち
は
今
度
は
大
き
な
池
の
傍
に
来
た
。
こ
れ
以
上
前
進
で
き

な
か
っ
た
し
、
渡
し
舟
も
橋
も
な
か
っ
た
の
で
、
池
を
越
え
て
逃
げ
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
。
た
だ
楽
し
そ
う
に
泳
ぎ
回
っ
て
い
る
鴨
が
た

く
さ
ん
水
面
に
見
え
た
。
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
は
鴨
た
ち
を
岸
に
誘
い
、
餌
を
投
げ
て
や
っ
て
、
こ
う
唱
え
た
。
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「
鴨
ち
ゃ
ん
、
鴨
ち
ゃ
ん
、
集
ま
っ
て
、

　
　
　
　
　

あ
た
い
に
橋
を
架
け
と
く
れ
、
あ
た
い
が
向
こ
う
へ
渡
れ
る
よ
う
に（

（（
（

」。

　

す
る
と
鴨
た
ち
は
仲
良
く
心
を
合
わ
せ
て
泳
ぎ
集
ま
り
、
並
ん
で
橋
に
な
っ
て
く
れ
た
の
で
、
子
ど
も
た
ち
は
牡
の
の
ろ
鹿
と
車
ご
と

無
事
に
向
こ
う
岸
に
着
い
た
。
け
れ
ど
も
す
ぐ
そ
の
後
か
ら
人
喰
い
男
も
や
っ
て
来
て
、
い
や
ら
し
い
声
で
こ
う
唸
っ
た
。

　
　
　
　
　
「
鴨
公
、
鴨
公
、
集
ま
っ
て
、

　
　
　
　
　

わ
っ
し
に
橋
を
架
け
る
ん
だ
、
わ
っ
し
が
向
こ
う
へ
渡
れ
る
よ
う
に
」。

　

鴨
た
ち
は
さ
っ
と
泳
ぎ
集
ま
り
、
老
人
二
人
を
向
こ
う
岸
へ
渡
し
た
─
─
っ
て
、
そ
う
思
う
か
な
。
い
や
あ
、
と
ん
で
も
あ
り
ゃ
し
な

い
。
池
の
ま
ん
真
ん
中
の
、
水
が
一
番
深
い
と
こ
ろ
で
鴨
た
ち
は
散
り
散
り
ば
ら
ば
ら
に
泳
い
で
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
、
邪
よ
こ
し
ま

な
人
喰
い
男

は
婆
さ
ん
も
ろ
と
も
深ふ
か
み処
に
ぶ
く
ぶ
く
し
て
、
死
ん
じ
ま
っ
た
の
さ
。
そ
れ
か
ら
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
と
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
は
と
て
も
裕
福
に

な
っ
た
ん
だ
よ
。
で
も
、
授
か
る
お
恵
み
を
ど
っ
さ
り
貧
し
い
人
た
ち
に
施
し
、
善
い
こ
と
を
た
く
さ
ん
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
子
た

ち
が
ま
だ
哀
れ
な
境
涯
で
物
乞
い
を
し
て
廻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
、
ど
ん
な
に
ま
あ
辛
か
っ
た
こ
と
か
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
考
え

て
い
た
も
ん
だ
か
ら
ね
。

　

解
題

　

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ
ー
ネ
・
ミ
ュ
リ
ウ
ス
に
よ
る
。
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Ｋ
Ｈ
Ｍ
一
五
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」H

änsel�und�Gretel�

と
の
類
似
は
人
喰
い
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
子
ど
も
二
人
の
名
前
に
留
ま
る
。
物
語
の
中
心
モ
テ
ィ
ー

フ
は
「
黄
金
の
牡
の
の
ろ
鹿
」
の
発
見
と
呪
的
逃
走m

agische�Flucht�

と
邪
な
者
た
ち
の
溺
死
で
あ
る
。
パ
ン
焼
き
竈
か
ら
パ
ン
を
出
し
、
梨
の
木
か
ら
梨
を
落
と
し
、

葡
萄
の
木
か
ら
葡
萄
を
摘
む
の
は
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
二
四
「
ホ
レ
夫
人
」Frau�H

olle�

の
親
切
な
娘
の
善
行
と
似
て
い
る
（
こ
こ
で
は
授
か
り
物
な
の
だ
が
）。

��　

Ａ
Ｔ
、
Ａ
Ｔ
Ｕ
三
一
三
「
呪
的
逃
走
」T

he�M
agic�Flight�

＋�

Ａ
Ｔ
、
Ａ
Ｔ
Ｕ
四
八
〇
「
親
切
な
娘
と
意
地
悪
な
娘
」T

he�K
ind�and�the�U

nkind�Girls�

。

　
　

原
題D

er goldne R
ehbock.
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一
五　

癇か
ん
し
ゃ
く癪
筋
の
話

　

昔
む
か
し
一
人
の
騎
士
が
い
た
。
た
っ
ぷ
り
の
金き
ん

子す

、
た
っ
ぷ
り
の
所
領
の
他
に
妻
も
持
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
ま
た
癇
癪
持
ち
で
、

夫
は
ど
う
し
て
も
言
う
こ
と
を
聞
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
に
性
悪
な
女
は
ま
ず
ま
あ
こ
の
世
に
ま
た
と
見
つ
か
ら
な
か

っ
た
ろ
う
。
騎
士
は
と
申
せ
ば
非
の
打
ち
所
の
無
い
人
物
で
、
穏
や
か
な
性
格
。
二
人
の
間
に
は
娘
が
一
人
だ
け
あ
っ
た
が
、
母
親
は
こ

の
子
を
自
分
の
怒
り
っ
ぽ
い
流
儀
で
、
自
分
の
型
に
合
わ
せ
て
育
て
上
げ
た
の
で
、
娘
は
性
悪
の
根
性
曲
が
り
、
い
ら
い
ら
屋
の
ぶ
つ
く

さ
屋
に
な
っ
た
し
だ
い
。
さ
は
さ
り
な
が
ら
神
様
の
お
蔭
で
こ
の
女
の
子
は
麗
し
い
乙
女
に
成
長
し
た
。
そ
こ
で
そ
の
姿
を
目
に
し
た
者

は
、
最
初
こ
そ
愛
ら
し
い
善
意
の
化
身
と
思
っ
た
が
、
い
く
ら
か
知
り
合
い
に
な
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
そ
の
性
悪
さ
に
気
づ
き
、
て
ん
か
ら

遠
ざ
か
っ
た
。
さ
て
乙
女
は
十
八
歳
に
な
り
、
夫
を
迎
え
て
も
い
い
、
と
思
っ
た
も
の
の
、
妻
に
、
と
望
む
者
な
ん
て
一
人
も
出
て
来
な

か
っ
た
。

　

こ
れ
が
と
て
も
気
に
懸
か
っ
て
な
ら
な
い
父
親
は
、
あ
る
日
の
こ
と
こ
う
言
っ
た
。「
娘
や
、
お
ま
え
の
母
さ
ん
の
流
儀
や
母
さ
ん
が

傍は
た

か
ら
知
恵
を
付
け
る
せ
い
で
、
お
ま
え
は
連
れ
添
う
夫
を
持
て
そ
う
に
な
い
。
よ
し
ん
ば
娶め
と

っ
て
く
れ
る
男
が
あ
っ
て
も
、
わ
し
み
た

い
に
女
の
悪
巧
み
を
ひ
た
す
ら
我
慢
す
る
つ
も
り
な
ど
さ
ら
さ
ら
あ
る
ま
い
か
ら
、
一
年
の
日ひ

数か
ず

よ
り
も
多
く
殴
ら
れ
、
こ
ん
な
具
合
に

何
事
に
つ
け
て
も
母
さ
ん
の
言
う
な
り
で
い
る
し
、
言
う
な
り
で
来
た
こ
と
を
ひ
ど
く
後
悔
す
る
羽
目
に
な
る
だ
ろ
う
よ
」。

　

温
良
な
騎
士
殿
の
娘
は
く
そ
お
も
し
ろ
く
も
な
い
思
い
で
こ
れ
を
聴
い
て
い
た
が
、
か
ん
か
ん
に
な
っ
て
い
わ
く
「
へ
へ
ん
だ
、
お
父

上
様
。
随
分
お
説
教
を
な
さ
い
ま
し
た
が
、
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
た
だ
の
一
つ
も
気
に
入
り
ま
せ
ん
わ
。
母
様
に
も
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
結
構

な
ご
教
訓
を
垂
れ
て
ら
っ
し
ゃ
る
け
ど
、
あ
ち
ら
は
あ
り
が
た
が
っ
ち
ゃ
い
ま
せ
ん
よ
。
な
ん
に
も
ご
存
じ
な
い
く
せ
に
。
お
好
き
な
こ

と
を
や
っ
て
、
わ
た
く
し
の
方
は
放
っ
て
お
い
て
く
だ
さ
い
ま
せ
。
だ
っ
て
、
明
日
に
で
も
、
わ
た
く
し
を
妻
に
欲
し
い
、
と
言
う
求
婚
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者
が
お
い
で
に
な
っ
て
も
、
結
婚
し
て
い
る
間
は
こ
の
長
め
の
小
刀
を
い
つ
も
身
に
付
け
て
い
る
つ
も
り
で
す
か
ら
ね
」。

　
「
お
お
、
娘
や
」
と
父
親
は
答
え
る
。「
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
る
な
ん
て
よ
く
な
い
な
あ
。
お
ま
え
の
性
悪
な
母
親
よ
り
ま
し
な
人
間

に
な
ろ
う
っ
て
思
う
べ
き
だ
。
さ
も
な
い
と
、
仮
に
夫
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
き
っ
ぱ
り
し
て
一
本
気
な
男
な
ら
、
お
ま
え
を
ぎ

ゅ
う
と
押
さ
え
つ
け
、
お
ま
え
は
さ
ん
ざ
っ
ぱ
ら
恥
を
か
か
さ
れ
た
挙
句
が
へ
い
こ
ら
し
な
き
ゃ
な
ら
ん
、
て
な
こ
と
に
な
ろ
う
さ
の
」。

　
「
あ
れ
ま
あ
、
さ
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
と
も
」
と
娘
。「
市
場
が
閉
ま
ら
な
い
う
ち
に
、
ま
だ
ま
だ
ど
っ
さ
り
同
じ
よ
う
な
弱コ
ー
フ
ェ
ン
ト

麦
酒
が（

（（
（

買
え
ま
す
わ
よ
」。
そ
れ
か
ら
こ
う
し
た
憎
た
ら
し
い
嘲
り
を
も
っ
と
父
親
に
浴
び
せ
掛
け
た
の
で
、
騎
士
は
立
腹
し
て
こ
う
叫
ん
だ
。

「
あ
あ
、
こ
の
癇
癪
持
ち
の
ク
リ
ー
ム
ヒ
ル
ト
め（

（（
（

。
父
親
に
従
う
気
が
な
い
な
ら
、
背
中
に
た
っ
ぷ
り
打ち
ょ
う
ち
ゃ
く擲
を
食
ら
う
が
い
い
。
お
ま

え
を
妻
に
望
む
者
が
あ
れ
ば
、
騎
士
で
あ
れ
、
下
僕
で
あ
れ
、
お
ま
え
を
進
呈
い
た
す
。
そ
し
て
そ
の
男
の
思
う
が
ま
ま
に
引
き
ず
り
回

さ
せ
て
や
ろ
う
ぞ
」。

　
「
そ
れ
と
も
わ
た
く
し
の
方
が
こ
ち
ら
の
思
う
ま
ま
に
あ
ち
ら
様
を
引
き
ず
り
回
す
か
も
」
と
娘
は
傲
然
と
切
り
返
し
、
こ
の
遣
り
取

り
が
終
る
ま
で
な
お
も
い
ろ
い
ろ
論
じ
立
て
た
。

　

さ
て
こ
の
善
良
な
騎
士
の
城
か
ら
三
哩マ
イ
ル

ほ（
（（
（

ど
離
れ
た
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
ま
た
別
の
騎
士
だ
が
、
金
子
と
所
領
は
豊
か
、
結
婚
の

望
み
を
抱
い
て
い
た
。
容
貌
は
端
整
、
礼
儀
作
法
は
典
雅
。
隣
人
の
息
女
が
麗
し
く
、
同
時
に
い
と
わ
し
い
女
だ
、
と
い
う
噂
の
数
数
を

耳
に
し
て
、
こ
う
考
え
た
。
思
い
切
っ
て
求
婚
い
た
そ
う
。
そ
し
て
隣
人
の
娘
の
性
根
を
淑
や
か
に
叩
き
直
し
、
善
良
に
す
る
の
だ
。
そ

れ
が
叶
わ
ず
と
も
、
美
貌
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
そ
の
乙
女
を
娶
ろ
う
、
と
。
そ
こ
で
馬
に
乗
る
と
、
数
人
の
親
戚
と
と
も
に
少
女
の
父

親
の
許
に
赴
き
、
令
嬢
を
戴
き
た
い
、
と
頼
ん
だ
。
こ
ち
ら
の
騎
士
が
う
ら
若
い
求
婚
者
に
娘
の
受
け
た
躾し
つ
け

ぶ
り
を
打
ち
明
け
る
と
、

相
手
は
こ
う
告
げ
た
も
の
。「
そ
の
こ
と
は
よ
く
よ
く
承
う
け
た
ま
わ

っ
て
お
り
ま
す
。
さ
れ
ど
、
な
に
と
ぞ
ご
息
女
を
そ
れ
が
し
の
妻
に
賜
り
た

い
。
神
様
の
思
し
召
し
で
二
人
が
た
だ
の
一
年
で
も
夫め
お
と婦
暮
ら
し
が
で
き
ま
し
た
ら
、
ご
息
女
が
ど
れ
ほ
ど
善
良
に
な
る
か
、
お
目
に
掛
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け
ま
し
ょ
う
ぞ
」。
─
─
こ
れ
に
応
え
て
未
来
の
舅
し
ゅ
う
と

の
言
う
よ
う
「
神
様
が
あ
れ
の
曲
が
っ
た
性し
ょ
う

根ね

か
ら
そ
な
た
を
お
護
り
く
だ
さ
い

ま
す
よ
う
。
用
心
め
さ
れ
い
。
な
に
し
ろ
あ
れ
が
母
親
の
顰ひ
そ
み

に
倣な
ら

お
う
な
ら
、
あ
れ
の
生
き
て
い
る
間
あ
れ
の
傍
で
は
そ
な
た
に
一
日

た
り
と
も
安
穏
な
日
は
あ
る
ま
い
で
な
」。
け
れ
ど
も
求
婚
者
は
ど
う
し
て
も
決
心
を
翻
さ
な
か
っ
た
の
で
、
契
約
が
結
ば
れ
、
青
年
騎

士
が
次
に
や
っ
て
来
た
ら
、
す
ぐ
に
乙
女
を
一
緒
に
連
れ
て
、
居
城
に
お
輿こ
し

入い

れ
さ
せ
る
、
と
の
縁
談
が
纏
ま
っ
た
。

　

母
親
は
こ
う
し
た
約
束
に
つ
い
て
大
な
り
小
な
り
ど
こ
ろ
か
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
こ
と
を
耳
に
し
た
時
、
突と
っ

拍ぴ
ょ
う

子し

も
な
く
腹
を
立
て
、
娘
を
呼
び
つ
け
て
い
わ
く
「
娘
や
、
い
い
か
い
、
あ
ん
た
が
も
し
、
あ
た
し
が
あ
ん
た
の
父
親
に
い
つ
で
も

ど
こ
で
も
諍い
さ
か

い
や
ら
手
ひ
ど
い
口
小こ

言ご
と

や
ら
で
逆
ら
っ
て
る
よ
う
に
、
あ
ん
た
の
亭
主
に
逆
ら
わ
な
け
り
ゃ
、
あ
た
し
の
呪
い
が
降
り

掛
か
る
、
と
思
い
な
。
こ
れ
か
ら
言
っ
て
聞
か
せ
る
こ
と
を
聞
く
ん
だ
よ
。
あ
た
し
が
あ
ん
た
の
父
親
の
と
こ
ろ
に
嫁と
つ

い
だ
の
は
ほ
ん
の

小
娘
の
時
。
あ
ん
た
よ
り
ず
っ
と
ち
っ
ぽ
け
だ
っ
た
。
な
に
し
ろ
あ
ん
た
は
も
う
女
一
人
前
だ
か
ら
ね
。
三
週
間
て
も
の
、
あ
ん
た
の
父

親
は
あ
た
し
が
病
気
に
な
る
く
ら
い
引
っ
ぱ
た
い
た
し
、
元
気
付
け
の
飲
み
物
と
い
っ
ち
ゃ
あ
水
し
か
よ
こ
さ
な
ん
だ
。
そ
れ
で
も
あ
た

し
は
喧
嘩
に
勝
っ
た
し
、
今
日
ま
で
ず
っ
と
自
分
の
権
利
を
言
い
張
っ
て
来
た
ん
だ
よ
」。

　
「
母
様
」
と
あ
え
か
な
姫
君
は
の
た
も
う
た
も
の
。「
申
し
上
げ
と
き
ま
す
け
ど
、
わ
た
く
し
、
千
年
生
き
た
っ
て
、
夫
を
お
猿
さ
ん

［
嗤わ
ら

い
者
］
に
し
て
み
せ
ま
す
わ
よ
」。

　

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
輿
入
れ
の
日
が
到
来
。
か
の
騎
士
は
高
価
な
素
晴
ら
し
い
馬
に
ま
た
が
り
、
一
頭
の
ほ
っ
そ
り
し
た
風
グ
レ
イ
ハ
ウ
ン
ド
犬
を（

（（
（

供
に
、
片
手
に
は
良
く
仕
込
ん
だ
鷹
を
据
え
て
や
っ
て
来
た
。
あ
っ
さ
り
乙
女
を
迎
え
取
る
と
、
駒
の
後
ろ
鞍
に
乗
せ
、
だ
れ
も
同
行
し

な
い
よ
う
従
者
た
ち
全
員
を
先
に
送
り
出
す
な
り
、
即
刻
花
嫁
の
父
に
暇い
と
ま

乞ご

い
を
し
た
。
こ
ち
ら
は
別
れ
に
当
た
っ
て
切
切
た
る
言
葉

を
掛
け
た
。「
お
お
、
娘
よ
、
神
様
の
お
恵
み
が
そ
な
た
に
随
い
て
廻
り
ま
す
よ
う
に
。
神
様
が
そ
な
た
に
幸
せ
な
安
息
と
、
こ
の
わ
し

が
妻
に
見
出
し
た
よ
り
も
穏
や
か
な
心
と
を
お
授
け
に
な
り
ま
す
よ
う
に
」。
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こ
う
言
い
も
終
わ
ら
ぬ
う
ち
に
、
母
親
が
騒
ぎ
出
し
、
大
き
な
声
で
後
ろ
か
ら
娘
に
叫
ん
だ
。「
あ
た
し
の
言
葉
も
聴
い
て
お
く
れ
。

生
涯
の
間
ご
亭
主
に
従
う
ん
だ
よ
。
あ
た
し
が
教
え
て
あ
げ
た
よ
う
に
ね
」。
す
る
と
娘
も
叫
び
返
し
た
。「
大
丈
夫
よ
、
母
様
、
教
え
て

く
だ
す
っ
た
通
り
に
い
た
し
ま
す
わ
」。

　

さ
て
、
二
人
っ
き
り
で
一
緒
に
パ
カ
パ
カ
進
ん

で
い
た
が
、
騎
士
は
花
嫁
の
性
悪
さ
を
懲
ら
し
め

る
た
め
街
道
を
逸
れ
て
、
歩
き
難
い
、
険
し
く
て

狭
い
脇
道
に
入
っ
て
も
の
の
一
哩
ほ
ど
騎
行
し
た
。

が
、
せ
わ
し
な
く
馬
を
進
め
た
の
で
、
僅
か
な
間

に
そ
の
荒
れ
果
て
た
、
踏
み
な
ら
さ
れ
て
い
な
い

石
こ
ろ
だ
ら
け
の
小
径
を
半
哩
こ
な
し
た
。
ぐ
る

り
を
茂
み
に
覆
わ
れ
た
川
中
島
に
差
し
掛
か
る
。

と
、
鷹
が
い
か
に
も
鷹
ら
し
く
羽
ば
た
き
を
始
め
、

手
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
た
。
青
鷺（

（（
（

の
群
に
襲
い
掛

か
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
騎
士
は
言
っ
た
。

「
羽
ば
た
く
の
は
止
し
に
せ
い
。
さ
も
な
い
と
、

き
さ
ま
の
頸
を
引
き
ち
ぎ
る
ぞ
」。
そ
れ
か
ら
す

ぐ
に
鷹
は
一
羽
の
鴉
が
飛
ん
で
い
る
の
を
見
て
、

跡
を
追
お
う
と
し
た
。
す
る
と
騎
士
は
ま
た
し
て
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も
言
っ
た
。「
惑
わ
さ
れ
お
っ
た
な
、
き
さ
ま
。
厄
介
ご
と
を
求
め
て
、
お
と
な
し
く
し
て
い
な
い
な
ら
、
即
刻
判
決
を
執
行
し
て
遣
わ

す
。
死
ね
、
主
命
に
従
わ
ぬ
な
ら
」。
そ
し
て
鶏
の
よ
う
に
鷹
の
頸
を
捻ひ
ね

っ
た
。

　

乙
女
は
こ
う
し
た
科せ
り
ふ白
と
殺
害
行
為
に
驚
愕
し
て
、
騎
士
を
恐
れ
始
め
た
。
と
こ
ろ
で
小
径
は
ま
す
ま
す
狭
く
険
し
く
茨
だ
ら
け
に
な

り
、
風
犬
は
足
を
痛
め
て
し
ま
い
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
馬
の
脇
に
随つ

い
て
走
る
こ
と
が
も
は
や
で
き
な
く
な
っ
た
。
革
紐
で
牽ひ

い
て
い

た
騎
士
は
犬
を
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
引
き
寄
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
が
厄
介
至
極
な
の
で
、
風
犬
を
叱
り
付
け
た
。「
こ
の
け
し
か
ら
ぬ

番
犬（

（（
（

風ふ

情ぜ
い

め
が
。
さ
よ
う
に
こ
の
身
の
手
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
と
、
面
倒
な
こ
と
に
な
ろ
う
ぞ
」。
け
れ
ど
も
哀
れ
な
犬
は
追
い
つ
く

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
す
る
と
、
騎
士
は
剣
を
抜
い
て
切
り
殺
し
た
。

　

乙
女
は
抗
議
の
叫
び
を
抑
え
つ
け
た
が
、
心
は
胸
の
裡う
ち

で
怯
え
上
が
り
、
悲
し
く
て
堪
ら
ず
、
こ
う
考
え
た
。
神
様
、
こ
の
男
っ
た
ら

な
ん
て
兇
暴
な
ん
で
し
ょ
。
わ
た
く
し
を
こ
い
つ
の
と
こ
ろ
に
連
れ
て
来
た
の
は
悪
魔
な
ん
だ
わ
、
と
。
─
─
騎
士
は
と
い
う
と
、
ぎ
ら

ぎ
ら
光
る
剣
を
手
に
し
た
ま
ま
今
度
は
馬
を
叱
り
始
め
た
。「
な
ん
だ
っ
て
鼻
を
鳴
ら
す
の
だ
。
ど
う
し
て
側パ

ス
対
歩
や（

（（
（

跑ト
ラ
ー
プ足
で（

（（
（

走
ら
ぬ
。

き
さ
ま
、
な
だ
ら
か
な
平
地
し
か
走
ら
ん
つ
も
り
か
。
死
な
に
ゃ
あ
な
ら
ん
な
」。
こ
う
言
わ
れ
て
も
、
哀
れ
な
駒
は
側
対
歩
で
、
そ
れ

か
ら
跑
足
で
走
る
こ
と
は
で
き
ず
、
歩
き
ぶ
り
は
か
ね
て
調
教
さ
れ
た
よ
う
で
は
な
か
っ
た
。
す
る
と
、
騎
士
い
わ
く
「
妻
よ
、
下
り

ろ
」。「
は
い
。
仰
せ
の
通
り
に
い
た
し
ま
す
」
と
乙
女
。
そ
れ
か
ら
騎
士
も
下
馬
す
る
と
、
馬
の
頭
を
胴
か
ら
切
り
落
と
し
、
こ
う
言
っ

た
。「
き
さ
ま
が
こ
の
身
の
意
志
に
従
っ
て
お
れ
ば
、
死
な
ず
と
も
済
ん
だ
ろ
う
に
。
妻
よ
、
見
て
の
通
り
の
事
態
だ
。
こ
の
馬
、
甚
だ

気
に
喰
わ
な
か
っ
た
。
風
犬
も
鷹
も
同
様
に
な
。
し
た
が
、
こ
の
身
は
徒か

ち歩
で
行
く
の
は
不
慣
れ
で
難
儀
だ
。
そ
れ
に
さ
よ
う
な
鍛
錬
も

し
て
お
ら
ぬ
。
さ
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
そ
な
た
に
ま
た
が
っ
て
行
く
」。
そ
し
て
乙
女
に
引
綱
と
手
綱
を
着
け
、
鞍
も
装
着
し
よ
う
と
し
た
。

こ
ち
ら
い
わ
く
「
旦
那
様
、
わ
た
く
し
、
き
っ
と
ち
ゃ
ん
と
旦
那
様
を
乗
せ
て
参
れ
ま
し
ょ
う
。
で
も
、
鞍
と
手
綱
は
ど
う
か
お
許
し
あ

そ
ば
し
て
、
こ
よ
な
く
い
と
し
い
旦
那
様
、
鞍
が
無
い
方
が
ゆ
る
ゆ
る
と
お
気
持
ち
好
い
よ
う
に
お
運
び
で
き
ま
す
わ
」。
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「
な
ん
と
な
、
妻
よ
。
鞍
も
引
き
具
も
着
け
ず
に
そ
な
た
を
御ぎ
ょ

す
る
の
が
こ
の
身
に
似
つ
か
わ
し
い
と
で
も
」
と
騎
士
は
語
気
も
烈
し

く
言
っ
た
。「
そ
な
た
に
は
こ
の
身
の
意
志
に
逆
ら
っ
て
つ
べ
こ
べ
申
す
悪
し
き
習
慣
が
あ
る
な
」。
そ
こ
で
や
む
な
く
承
諾
す
る
と
、
騎

士
は
即
座
に
馬
同
様
に
鞍
を
置
き
馬ば

勒ろ
く

を（
（（
（

着
け
さ
せ
、
口
に
馬は

み銜
を（

（（
（

嵌は

め
、
し
っ
か
り
持
っ
て
お
れ
、
と
両
の
手
に
鐙あ
ぶ
み

を
あ
ず
け
、
乙

女
の
背
に
ま
た
が
る
な
り
、
ち
ょ
っ
と
の
間
、
さ
よ
う
、
槍
丈
で
三
本
ば
か
り（

（（
（

も
歩
か
せ
た
が
、
こ
ち
ら
は
重
荷
に
耐
え
か
ね
て
気
を
失

っ
て
し
ま
っ
た
。

　

す
る
と
、
騎
士
は
乙
女
か
ら
下
り
て
訊
ね
る
に
は
「
妻
よ
、
早
や
息
が
上
が
っ
た
か
」。
─
─
「
い
え
い
え
、
旦
那
様
」
と
相
手
は
答

え
る
。
続
け
て
騎
士
い
わ
く
「
こ
こ
は
見
事
な
草
原
だ
。
こ
れ
な
ら
側ツ
ェ
ル
ト

対
歩
（
（
（（
（

歩
き
方
）
で
歩
け
よ
う
」。
乙
女
は
両
手
両
足
で
這
い
続

け
な
が
ら
言
っ
た
。「
喜
ん
で
そ
う
い
た
し
ま
す
。
父
の
お
城
の
中
庭
に
は
た
く
さ
ん
馬
が
お
り
ま
し
て
、
側ツ
ェ
ル
ト

対
歩
の
歩
調
は
そ
れ
で
覚

え
ま
し
た
ゆ
え
」。

　
「
そ
れ
で
は
そ
な
た
、
こ
の
身
が
望
む
こ
と
は
な
ん
で
も
進
ん
で
行
う
か
」
と
騎
士
が
訊
ね
る
と
、
相
手
は
こ
う
返
辞
。「
わ
た
く
し
、

千
年
生
き
ま
し
て
も
、
お
望
み
の
こ
と
を
進
ん
で
い
た
し
ま
す
る
」。
そ
こ
で
騎
士
は
乙
女
を
立
ち
上
が
ら
せ
、
慇い
ん
ぎ
ん懃
に
そ
の
手
を
取
り
、

礼
を
尽
く
し
て
居
城
へ
と
導
い
た
。
そ
こ
に
は
騎
士
の
友
人
た
ち
が
集つ
ど

っ
て
お
り
、
恭
し
く
乙
女
に
挨
拶
し
、
専
用
の
部
屋
へ
と
随
行
し

た
も
の
。
こ
れ
は
大
層
な
歓
喜
の
う
ち
に
行
わ
れ
、
騎
士
の
奥
方
は
こ
よ
な
く
愛
ら
し
い
女
性
に
な
っ
た
。
品
格
高
く
、
躾
良
く
、
陰
険

狡
猾
と
は
無
縁
で
、
誠
実
、
静せ
い
ひ
つ謐
、
温
和
で
、
一
点
た
り
と
も
美
徳
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
賓
客
た
ち
の
も
て
な
し
ぶ
り
は
ま
め
や

か
で
に
こ
や
か
、
背
の
君
が
、
こ
れ
こ
れ
を
し
て
欲
し
い
、
と
言
え
ば
、
良
妻
な
ら
当
然
そ
う
す
る
よ
う
に
、
い
や
な
顔
ひ
と
つ
せ
ず
に

い
そ
い
そ
と
や
っ
て
の
け
る
の
だ
っ
た
。

　

さ
て
六
週
間
経
つ
と
、
若
夫
人
の
両
親
が
、
ど
ん
な
様
子
か
、
ど
ん
な
風
に
ふ
る
ま
っ
て
い
る
か
見
届
け
に
、
娘
の
許
に
や
っ
て
来
た
。

母
親
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
、
何
が
起
こ
っ
た
の
か
、
娘
が
夫
に
ど
れ
ほ
ど
服
従
し
て
い
る
か
を
知
り
、
か
ん
か
ん
に
な
っ
て
娘
を
責
め
立
て
、
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こ
う
ど
な
り
つ
け
た
。「
え
え
ま
あ
、
こ
の
呪
わ
れ
た
あ
ま
っ
ち
ょ
め
。
い
や
で
も
目
や
耳
に
入
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
あ
ん
た
が

あ
た
し
の
子
だ
な
ん
て
思
え
や
し
な
い
。
ま
、
な
ん
て
こ
っ
た
。
あ
ん
た
は
亭
主
の
手
下
に
な
っ
て
る
の
か
い
」。
そ
う
言
う
な
り
、
こ

の
癇
癪
持
ち
の
母
親
は
娘
の
顔
や
ら
な
に
や
ら
手
当
た
り
し
だ
い
に
引
っ
ぱ
た
き
、
髪
の
毛
に
摑
み
掛
か
っ
て
毟む
し

る
は
、
ぶ
つ
は
、
罵の
の
し

る
は
、
大
変
な
乱
暴
狼ろ
う
ぜ
き藉
を
働
い
た
。
若
夫
人
は
泣
き
叫
ん
だ
。「
母
様
が
叱
り
付
け
る
た
め
に
こ
こ
へ
い
ら
し
た
な
ら
、
そ
の
わ
け
が

分
か
る
ま
で
待
っ
て
く
だ
さ
い
な
。
わ
た
く
し
は
こ
の
上
な
く
結
構
な
夫
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
善
良
で
真
っ
直
ぐ
な
気
立
て
で
す
け
ど
、

だ
れ
か
が
夫
の
意
志
に
逆
ら
お
う
も
の
な
ら
、
猛
り
狂
っ
て
、
す
ぐ
に
そ
の
ひ
と
の
命
が
危
な
く
な
る
ん
で
す
の
。
で
す
か
ら
、
母
様
、

分
別
を
弁
え
て
、
夫
に
癇
癪
を
起
こ
さ
せ
な
い
よ
う
用
心
し
て
く
だ
さ
い
。
だ
っ
て
、
怒
り
出
す
と
、
逆
ら
う
も
の
が
な
ん
で
あ
れ
、
そ

れ
に
当
り
散
ら
し
て
殺
し
て
し
ま
う
ん
で
す
か
ら
」。

　
「
ほ
う
ほ
う
、
ま
だ
明
日
と
い
う
日
も
あ
る
さ
ね
」
と
母
親
は
せ
せ
ら
笑
っ
た
。「
あ
ん
た
の
亭
主
が
ど
ん
な
に
ひ
ど
い
や
つ
だ
ろ
う
と
、

こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
気
に
な
ら
な
い
。
あ
た
し
ゃ
あ
ん
な
の
、
屁
と
も
思
わ
な
い
よ
。
こ
の
ば
か
女
。
こ
と
も
あ
ろ
う
に
あ
ん
た
の
母
親
で

あ
る
こ
の
あ
た
し
に
、
亭
主
な
ん
ぞ
を
持
ち
出
し
て
脅
し
を
掛
け
よ
う
な
ん
て
、
悪
魔
に
で
も
唆
そ
そ
の
か

さ
れ
た
に
違
い
な
い
」。

　
「
母
様
、
わ
た
く
し
、
脅
か
し
て
な
ん
か
お
り
ま
せ
ん
」
と
娘
は
陳
弁
。「
た
だ
ほ
ん
と
の
こ
と
を
申
し
上
げ
て
る
だ
け
。
忠
告
さ
せ
て

戴
き
ま
す
け
ど
、
夫
に
は
も
っ
と
ま
し
な
挨
拶
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
。
だ
っ
て
、
お
父
様
に
向
か
っ
て
す
る
よ
う
な
こ
と
を
な
さ
ろ
う

も
の
な
ら
、
お
背
中
を
さ
ん
ざ
ん
に
殴
り
つ
け
ま
す
わ
。
そ
れ
か
ら
、
母
様
に
は
も
う
あ
ん
ま
り
た
く
さ
ん
髪
の
毛
は
な
い
け
れ
ど
、
そ

れ
で
も
あ
の
ひ
と
が
引
き
毟
る
の
に
不
足
は
あ
り
ま
せ
ん
」。

　
「
や
れ
る
の
は
精
精
そ
ん
な
こ
と
か
い
」
と
い
ら
い
ら
し
た
母
親
が
応
酬
。「
や
っ
こ
さ
ん
が
た
と
え
山
ほ
ど
も
大
き
か
ろ
う
と
、
あ
た

し
ゃ
あ
ん
な
の
怖
く
は
な
い
さ
。
と
に
も
か
く
に
も
怖
く
な
ん
か
な
い
。
あ
ん
た
の
父
さ
ん
と
お
ん
な
じ
で
ね
。
こ
れ
で
二
十
年
に
な
る

が
、
あ
ん
た
の
父
さ
ん
が
あ
た
し
に
何
が
で
き
た
か
ね
。
今
だ
っ
て
毛
筋
一
本
譲
っ
ち
ゃ
あ
い
な
い
」。
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年
輩
の
女
が
こ
う
し
た
悪
口
雑
言
を
し
ゃ
べ
り
散
ら
し
て
い
る
間
、
舅
し
ゅ
う
と

と
娘
婿
は
あ
る
場
所
に
隠
れ
て
一
言
一
句
聴
い
て
い
た
。
老

人
は
義
理
の
息
子
に
こ
う
囁
い
た
も
の
。「
わ
し
は
貴
殿
が
娘
の
頑か
た
く

な
な
気
性
を
矯た

め
直
し
て
く
れ
た
の
を
ひ
そ
か
に
喜
ん
で
お
る
。
わ

し
が
あ
の
世
に
お
さ
ら
ば
す
る
折
は
、
財
産
の
一
切
合
切
を
貴
殿
と
娘
に
遺
贈
し
た
い
」。
義
理
の
息
子
は
舅
の
こ
う
し
た
あ
り
が
た
い

気
持
ち
に
感
謝
し
た
。
す
る
と
舅
は
更
に
婿
に
こ
う
言
っ
た
。「
ど
う
か
良
い
知
恵
を
授
け
て
く
れ
ぬ
か
。
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
わ
し
に
抗あ
ら
が

っ

て
、
わ
し
の
人
生
を
ひ
ど
く
惨
め
な
も
の
に
し
て
い
る
貴
殿
の
あ
の
姑
し
ゅ
う
と
め

を
ど
う
し
た
ら
い
い
も
の
か
の
う
。
せ
め
て
あ
れ
が
死
ぬ
一

年
前
に
で
も
ご
う
つ
く
ば
り
で
な
く
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
殊こ
と

の
外ほ
か

嬉
し
い
し
、
わ
し
の
悩
み
も
悉し
っ
か
い皆
終
わ
り
だ
」。

　

そ
れ
を
聞
く
と
婿
は
、
舅
殿
が
止
め
よ
う
と
な
さ
ら
な
け
れ
ば
、
自
分
な
り
の
遣
り
方
で
姑
殿
を
直
し
て
み
せ
ま
す
る
、
と
約
束
し
た
。

舅
い
わ
く
「
わ
し
は
貴
殿
を
止
め
立
て
し
た
り
せ
ぬ
よ
。
焼
く
な
り
煮
る
な
り
す
る
の
な
ら
、そ
の
た
め
の
薪
だ
っ
て
運
び
ま
し
ょ
う
ぞ
」。

　

騎
士
は
す
ぐ
さ
ま
す
ば
し
こ
く
屈
強
な
下
僕
を
四
人
召
し
連
れ
る
と
、
激
怒
し
た
面
持
ち
を
よ
そ
お
い
、
老
女
が
座
り
込
ん
で
、
ま
だ

自
分
と
妻
を
謗そ
し

り
続
け
て
い
る
婦ケ
ム
ナ
ー
テ

人
部
屋
へ（

（（
（

赴
い
た
。
姑
は
婿
の
姿
を
目
に
す
る
と
、
皮
肉
た
っ
ぷ
り
に
挨
拶
し
た
。「
こ
れ
は
こ
れ
は

よ
う
こ
そ
渡
ら
せ
ら
れ
ま
し
た
な
、
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ル
ト
殿（

（（
（

」。「
こ
れ
は
こ
れ
は
ま
こ
と
に
ご
鄭
重
な
ご
挨
拶
で
ご
ざ
い
ま
す
な
、
シ
ュ
レ

ヒ
ト
ハ
ル
ト
の
奥
方
様（

（（
（

」
と
い
う
の
が
騎
士
の
対
応
。
そ
う
言
い
な
が
ら
相
手
の
傍
に
ぴ
っ
た
り
寄
り
添
い
、「
奥
方
、
お
願
い
で
ご
ざ

る
、
ご
夫
君
で
も
あ
り
わ
が
舅
殿
で
も
あ
る
お
方
へ
の
無
礼
な
沙
汰
は
止
め
ら
れ
い
。
本
来
な
ら
ば
ご
夫
君
は
そ
ち
ら
の
お
背
中
に
樫
の

物
差
で
数
限
り
な
く
打ち
ょ
う

擲ち
ゃ
く

を
加
え
て
し
か
る
べ
し
。
苦
痛
の
あ
ま
り
良
き
妻
に
な
る
ま
で
な
あ
」。「
聞
き
ま
い
ら
せ
た
が
、
そ
も
じ
、

こ
れ
ま
で
随
分
と
切
り
殺
さ
れ
た
そ
う
な
、
グ
グ
グ
ク
殿（

（（
（

。
し
た
が
こ
れ
ま
で
わ
ら
わ
は
五
体
満
足
で
お
り
ま
す
る
え
。
こ
れ
か
ら
も
そ

う
で
あ
り
た
い
も
の
。
し
て
、
わ
ら
わ
が
そ
も
じ
に
何
を
い
た
し
ま
し
た
と
な
」。

　
「
こ
の
身
に
と
っ
て
は
舅
殿
、
あ
な
た
様
の
た
め
に
は
ご
夫
君
で
あ
る
お
方
に
来
る
日
も
来
る
日
も
罵ば

り詈
雑ぞ
う
ご
ん言
の
数
数
、
た
め
に
あ
の

方
は
み
ず
か
ら
の
お
家
で
あ
る
の
に
苦
し
み
続
き
」。
こ
う
青
年
騎
士
は
答
え
た
が
、
相
手
は
即
座
に
こ
う
や
り
返
す
。「
引
っ
掻
き
猫
と
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い
う
の
が
わ
が
家
で
の
わ
ら
わ
の
名
。
そ
こ
で
は
わ
ら
わ
は
わ
が
身
を
動
か
す
も
同
様
に
夫
を
思
う
が
ま
ま
。
わ
ら
わ
が
生
き
て
い
る
限

り
、
神
様
が
夫
に
安
ら
か
な
日
を
賜
る
こ
と
は
た
ん
だ
一
日
も
あ
る
ま
い
ぞ
」。

　
「
神
様
の
お
恵
み
が
あ
れ
ば
」
と
義
理
の
息
子
。「
わ
れ
ら
が
お
別
れ
す
る
前
に
、
奥
方
が
悪
巧
み
や
ら
悪
洒じ
ゃ
れ落
と
縁
を
切
る
よ
う
処
置

い
た
す
」。

　
「
な
に
と
ぞ
お
し
く
じ
り
あ
そ
ば
し
ま
せ
ぬ
よ
う
に
な
」
と
老
女
。「
さ
も
な
き
ゃ
─
─
シ
ャ
ー
フ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
あ
の
大
き
な
神
様
の
ご

加
護
が
こ
の
身
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
─
─
そ
も
じ
は
そ
の
せ
い
で
赤
っ
恥ぱ
じ

を
か
い
て
さ
ん
ざ
ん
謗そ
し

ら
れ
る
っ
て
し
だ
い
よ
な
あ（

（（
（

」。

　
「
あ
な
た
様
が
ど
う
し
て
こ
う
も
分
か
ら
ず
屋
で
癇
癪
持
ち
な
の
か
、
そ
れ
が
し
存
じ
て
お
り
ま
す
の
だ
」
と
騎
士
は
言
葉
を
継
い
だ
。

「
奥
方
は
臀
部
の
双
方
に
癇
癪
筋
な
る
も
の（

（（
（

を
二
つ
持
っ
て
い
て
、
こ
う
も
根
性
曲
が
り
な
の
は
そ
の
せ
い
。
そ
れ
を
切
り
取
っ
て
く
れ

る
者
が
い
れ
ば
、
ま
っ
こ
と
重ち
ょ
う

畳じ
ょ
う

。
さ
す
れ
ば
、
あ
な
た
様
は
ど
ん
な
ご
婦
人
よ
り
も
ご
機
嫌
麗
し
く
、
ご
夫
君
に
と
っ
て
良
妻
そ
の

も
の
と
な
り
ま
し
ょ
う
ぞ
」。

　
「
ほ
い
、
そ
も
じ
が
か
よ
う
な
名
医
だ
と
は
嬉
し
い
こ
と
よ
の
。
そ
の
腕
前
の
ほ
ど
を
わ
ら
わ
が
娘
に
教
え
て
や
っ
て
た
も
れ
」
が
返

辞
。「
鋸
の
こ
ぎ
り

草そ
う

や（
（（
（

嚏く
さ
め

根
っ
こ（

（（
（

も
売
り
物
か
え
。
飲
み
薬
に
は
蓬よ
も
ぎ

も（
（（
（

混
ぜ
る
の
だ
ろ
う
の
う（

（（
（

」。

　
「
い
や
は
や
、
あ
な
た
様
の
ご
嘲
弄
は
大
し
た
も
の
」
と
騎
士
は
叫
ん
だ
。「
し
た
が
、
す
ぐ
に
ぶ
ち
こ
わ
し
て
ご
覧
に
入
れ
る
。
癇
癪

肝（
（（
（

と
癇
癪
筋
を
こ
ち
ら
の
も
の
に
し
て
し
ま
え
ば
、
子
ど
も
よ
り
善
良
で
真ま

っ
当と
う

に
お
な
り
だ
」。

　
「
え
い
、
こ
の
お
し
ゃ
べ
り（

（（
（

め
が
。
あ
ん
た
の
長な
が

口こ
う

上じ
ょ
う

な
ん
ぞ
も
う
う
ん
ざ
り
だ
よ
」
と
奥
方
は
が
み
が
み
。
す
る
と
下
僕
た
ち
は
騎

士
の
合
図
に
応
え
て
女
に
手
を
掛
け
、
ぐ
い
と
押
し
伏
せ
た
。
娘
婿
は
大
き
な
鋭
い
小
刀
を
研
ぐ
と
、
服
と
下
着
を
通
し
て
片
方
の
尻
に

長
く
深
い
傷
口
を
切
り
開
い
た
の
で
、
奥
方
の
嘲
り
笑
い
は
途
絶
え
た
。
次
い
で
騎
士
は
一
塊
の
肉
片
を
器
に
投
げ
入
れ
な
が
ら
、
こ
う

言
っ
た
。「
ご
覧
あ
れ
、
あ
な
た
は
多
年
悪
妻
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
こ
こ
な
癇
癪
筋
の
せ
い
で
ご
ざ
っ
た
。
も
う
す
ぐ
そ
れ
と
お
さ
ら
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ば
さ
せ
て
進
ぜ
る
」。
女
は
と
い
え
ば
横
た
わ
っ
て
悲
し
げ
に
「
あ
た
し
自

身
は
そ
ん
な
こ
と
は
知
ら
な
ん
だ
。
だ
け
ど
、
そ
れ
を
あ
た
し
に
教
え
て
く

れ
た
の
は
あ
ん
た
っ
て
い
う
悪
魔
だ
、
っ
て
こ
と
は
分
か
っ
て
る
よ
」
と
喚わ
め

き
立
て
た
。

　
「
さ
よ
う
、
あ
な
た
に
は
ま
だ
も
う
一
つ
癇
癪
筋
が
お
あ
り
だ
」
と
騎
士
。

「
も
う
片
方
の
足
に
。
こ
い
つ
も
切
り
取
ら
な
け
れ
ば
」。

　
「
あ
あ
」
と
相
手
は
泣
か
ん
ば
か
り
に
か
き
く
ど
く
。「
こ
れ
は
と
っ
て
も

ち
っ
ち
ゃ
い
。
そ
ん
な
に
あ
た
し
の
害
に
ゃ
な
ら
な
い
。
神
様
、
お
助
け
。

悪
い
こ
と
は
な
に
も
か
も
あ
ん
た
が
も
う
切
り
取
っ
ち
ゃ
っ
た
の
の
せ
い
な

ん
だ
。
あ
た
し
は
も
う
癇
癪
と
は
一
切
縁
切
り
に
な
っ
た
よ
。
こ
れ
か
ら
は

お
と
な
し
く
す
る
か
ら
、
ど
う
か
も
う
一
つ
は
切
り
取
ら
な
い
ど
く
れ
」。

　

す
る
と
娘
が
背
の
君
に
向
か
っ
て
晴
れ
や
か
に
こ
う
言
っ
た
。「
な
さ
る

こ
と
を
よ
お
く
お
考
え
に
な
っ
て
。
わ
た
く
し
、
心
配
で
す
の
。
別
の
癇
癪

筋
な
ん
て
の
が
出
て
来
な
く
た
っ
て
、
あ
っ
ち
の
を
お
取
り
に
な
っ
た
の
は

大
変
な
お
仕
事
。
そ
れ
で
、
も
う
片
っ
ぽ
の
癇
癪
筋
を
切
り
取
ら
な
い
で
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
、
そ
の
う
ち
そ
れ
が
子
孫
を
増
や
す
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
、

っ
て
」。

　
「
い
や
、
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
い
と
し
い
娘
や
」
と
母
親
は
叫
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ん
だ
。「
ど
う
か
、
あ
た
し
に
手
を
触
れ
な
い
よ
う
、
旦
那
様
に
言
っ
て
聞
か
せ
と
く
れ
、
あ
た
し
は
改
心
す
る
か
ら
さ
」。

　
「
母
上
様
」
と
若
夫
人
が
答
え
て
、「
あ
な
た
は
、
夫
に
抗
う
よ
う
に
、
夫
に
従
わ
な
い
よ
う
に
、
と
わ
た
く
し
に
知
恵
を
お
付
け
に
な

り
ま
し
た
ね
。
こ
の
ひ
と
が
わ
た
く
し
の
父
様
に
辛
く
当
た
っ
て
い
る
の
は
こ
れ
の
せ
い
で
す
わ
。
さ
、
旦
那
様
、
こ
の
ひ
と
の
癇
癪
筋

を
切
り
取
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
」。
そ
こ
で
騎
士
が
も
う
片
方
に
取
り
掛
か
る
と
、
相
手
は
叫
ん
だ
。「
い
や
あ
、
い
や
あ
。
も
う
も
う
ほ

ん
と
に
た
く
さ
ん
だ
よ
。
娘
や
、
あ
た
し
が
お
ま
え
を
お
腹
に
入
れ
て
た
こ
と
を
思
い
出
し
と
く
れ
。
そ
し
て
、
ご
亭
主
と
仲
直
り
さ
せ

と
く
れ
。
誓
っ
て
、
こ
れ
か
ら
は
真
っ
当
な
生
き
方
を
す
る
つ
も
り
だ
。
そ
し
て
優
し
く
公
正
な
神
様
が
あ
た
し
を
癇
癪
か
ら
お
護
り
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
。
大
き
い
癇
癪
は
騎
士
殿
が
も
う
あ
た
し
か
ら
切
り
取
っ
ち
ま
っ
た
。
小
さ
い
方
は
卵
一
つ
の
値
打
ち
も
あ
り
ゃ
あ

し
な
い
」。

　
「
よ
ろ
し
い
」
と
騎
士
。「
こ
の
ひ
と
が
仲
直
り
を
し
た
い
、
と
お
っ
し
ゃ
る
な
ら
勘
弁
し
て
や
ろ
う
。
し
か
し
、
手
を
挙
げ
て
誓
っ
て

く
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
ひ
と
が
癇
癪
を
抑
え
切
れ
な
け
れ
ば
、
自
分
か
ら
進
ん
で
切
っ
て
も
ら
う
、
と
な
」。
誓
い
が
済
む
と
、

女
は
体
を
起
こ
さ
れ
、
傷
に
包
帯
を
し
て
も
ら
っ
た
。

　

さ
て
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
奥
方
は
喧
嘩
口
論
は
さ
ら
り
と
打
っ
ち
ゃ
り
、
淑
や
か
な
良
妻
に
変
身
、
す
さ
ま
じ
い
癇
癪
と
は
お
さ
ら

ば
し
た
。
そ
し
て
翌
日
に
な
る
と
、
夫
と
と
も
に
義
理
の
息
子
に
暇
乞
い
を
し
、
婿
殿
は
婿
殿
で
、
神
様
が
あ
ら
ゆ
る
災
厄
か
ら
お
護
り

に
な
り
ま
す
よ
う
に
、
と
祈
っ
て
や
っ
た
も
の
。

　

さ
は
さ
り
な
が
ら
そ
の
後
に
な
っ
て
も
奥
方
は
夫
の
気
持
ち
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
を
一
言
、
二
言
、
つ
い
つ
い（

（（
（

洩
ら
し
て
し
ま
う

こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
は
そ
の
つ
ど
こ
う
言
い
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。「
や
む
を
え
ん
、
婿
を
呼
び
に
や
ろ
う
」
と
。
す

る
と
相
手
は
恐
怖
に
顔
を
紅
潮
さ
せ
、「
そ
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
あ
れ
が
ま
い
っ
て
も
わ
た
し
の
役
に
は
立
ち
ま
せ
ぬ
。
な
ん
で
も

お
気
に
召
す
よ
う
い
た
す
つ
も
り
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
仲
良
く
や
っ
て
行
き
た
け
れ
ば
、
こ
う
旦
那
様
た
ち
に
言
う
の
で
す
よ
、
と
、
今
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あ
な
た
に
申
し
上
げ
た
通
り
を
ど
の
女
の
ひ
と
に
も
教
え
て
お
り
ま
す
も

の
」。

　

さ
て
こ
れ
で
こ
の
お
話
は
お
し
ま
い
。
男
で
も
女
で
も
皆
さ
ん
こ
れ
を

随
意
に
教
訓
に
な
さ
る
が
よ
ろ
し
か
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
話
を
物
語

っ
た
昔
の
詩
人
は
更
に
か
よ
う
な
助
言
も
し
て
お
り
ま
す
が
ね
。

　
　
　
　
　

悪
妻
持
っ
た
ら

　
　
　
　
　

始
末
は
手
早
く
、

　
　
　
　
　

か
の
騎
士
殿
に
お
任
せ
申
し
、

　
　
　
　
　

橇そ
り

の
上
に
横
に
し
て
、

　
　
　
　
　

丈
夫
な
縄
っ
こ（

（（
（

買
っ
て
や
り
、

　
　
　
　
　

ど
っ
か
の
枝
っ
こ
に
吊
る
し
ち
ま
い
な
。

　
　
　
　
　

狼
二
、三
匹
と
一
緒
に
さ
。

　
　
　
　
　

こ
れ
ほ
ど
悪
い
梁は
り

を
ば
渡
し
た�

　
　
　
　
　

絞
首
架
な
ん
ぞ
見
た
こ
と
あ
る
ま
い
。

　
　
　
　
　

悪
魔
の
や
ろ
う
を
と
っ
つ
か
ま
え
て
、

　
　
　
　
　

間
に
下
げ
り
ゃ
あ
別
だ
け
ど（

（（
（

。
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解
題

　
　

ラ
ス
ベ
ル
ク
男
爵
ヨ
ー
ゼ
フ
（
一
七
七
〇―

一
八
五
五
）
編
『
歌
の
広
間
─
─
古
き
ド
イ
ツ
の
詩
集
成
』Joseph�Freiherr�v.�Laßberg:�Liedersaal, das ist 

Sam
m

lung altdeutscher G
edichte,4�Bde.,�（820-25,�Bd.�III.�S.（48�

に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
い
ド
イ
ツ
の
韻
文
物
語
が
材
源
。

　
　

傲
慢
・
乱
暴
・
強
情
な
女
性
を
謙
遜
・
温
良
・
従
順
に
躾
け
直
す
と
い
う
こ
の
テ
ー
マ
は
シ
ェ
ク
ス
ピ
ア
の
初
期
の
喜
劇
「
じ
ゃ
じ
ゃ
馬
馴
ら
し
」T

he�T
am

ing�of�
the�Shrew

�

で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
て
従
来
行
な
わ
れ
て
い
た
粗そ

笨ほ
ん

な
ど
た
ば
た
芝
居
の
改
作
で
あ
り
、
こ
う
し
た
趣
向
が
世
の
男
ど
も
に
受
け
た
か
ら
こ

そ
、
興
行
主
が
シ
ェ
ク
ス
ピ
ア
に
改
作
を
依
頼
し
た
の
だ
ろ
う
、
と
推
定
さ
れ
る
。

　
　

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
シ
エ
ル
フ
は
注
釈
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　

�

こ
の
テ
ー
マ
は
ド
ン
・
フ
ア
ン
・
マ
ヌ
エ
ル
（
一
二
八
〇
頃―

一
三
四
八
。
カ
ス
テ
ィ
リ
ア
王
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
四
世
の
甥
）
が
著
し
た
古
き
イ
ス
パ
ニ
ア
の
小
説
・
説

話
集
『
ル
カ
ノ
ー
ル
伯
爵
』D

on�Juan�M
anuel:�E

l Conde Lucanor�

で
二
度
扱
わ
れ
て
い
る
（
こ
の
小
説
・
説
話
集
に
あ
っ
て
は
〔
当
時
の
イ
ス
パ
ニ
ア
に
お
け

る
〕
ア
ラ
ビ
ア
文
化
と
の
隣
接
、
そ
の
頻
繁
な
翻
訳
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
殊
に
東
洋
の
物
語
集
成
に
は
こ
の
笑
い
話
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
幾
つ
も
登
場
す
る
こ
と
も
）。

ま
ず
第
五
章
、
そ
し
て
更
に
第
四
十
五
章
に
じ
ゃ
じ
ゃ
馬
女
性
の
調
教
の
話
が
出
て
来
る
。
第
四
十
五
章
で
は
猟
犬
、
愛
玩
犬
（
牡
猫
）、
そ
れ
か
ら
馬
が
順
順
に
、

水
を
持
っ
て
来
い
、
と
命
じ
ら
れ
─
─
そ
の
「
不
従
順
」
の
ゆ
え
に
〔
婿
に
〕
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
遣
り
口
を
真
似
よ
う
と
し
た
舅
は
失
敗
す
る
。

　
　

Ａ
Ｔ
、
Ａ
Ｔ
Ｕ
九
〇
一
「
じ
ゃ
じ
ゃ
馬
馴
ら
し
」T

he�T
am

e�of�Shrew
�

。

　
　

原
題V

om
 Zornbraten.
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一
六　

胡く
る
み桃
の
小
枝　

　

昔
む
か
し
裕
福
な
商
人
が
い
た
。
仕
事
の
こ
と
で
遠お
ん
ご
く国
に
旅
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
別
れ
を
告
げ
る
時
に
三
人
の

娘
に
向
か
っ
て
こ
う
言
っ
た
。「
い
と
し
い
娘
た
ち
、
わ
し
が
帰
り
着
い
た
ら
お
ま
え
た
ち
を
欣よ
ろ
こ

ば
せ
て
や
り
た
い
。
そ
こ
で
何
を
土
産

に
し
た
ら
よ
い
か
、
言
っ
て
ご
ら
ん
」。「
お
父
様
、
わ
た
く
し
に
は
素
晴
ら
し
い
真
珠
の
頸
飾
り
を
」
と
長
女
。「
わ
た
し
、
金ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

剛
石
の

嵌は

ま
っ
た
指
環
が
欲
し
い
の
」
と
次
女
。
末
娘
は
父
親
の
胸
に
し
が
み
つ
い
て
こ
う
囁
い
た
。「
あ
た
し
に
は
綺
麗
な
緑
の
胡
桃
の
小
枝

を
ね
、
父
ち
ゃ
ま
」。
─
─
「
よ
し
よ
し
、
い
と
し
い
娘
た
ち
」
と
商
人
。「
忘
れ
は
し
な
い
ぞ
、
そ
れ
で
は
息
災
で
な
」。

　

遥
か
遠
方
へ
旅
を
し
た
商
人
は
大
規
模
な
商
品
の
買
い
入
れ
を
し
た
が
、
娘
た
ち
の
望
み
も
ち
ゃ
ん
と
覚
え
て
い
た
。
長
女
を
喜
ば
せ

る
た
め
の
高
価
な
真
珠
の
頸
飾
り
は
も
う
旅
行
鞄か
ば
ん

に
し
ま
い
込
ん
で
あ
っ
た
し
、
同
じ
よ
う
に
値
の
張
る
金ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

剛
石
の
指
環
も
真
ん
中
の

娘
の
た
め
に
買
っ
て
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
緑
の
胡
桃
の
小
枝
と
な
る
と
ど
ん
な
に
苦
労
し
て
も
ど
こ
に
も
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
帰
り
道
は
随
分
な
距
離
を
徒
歩
に
し
、
旅
程
が
何
度
も
森
の
中
を
通
る
と
、
そ
ろ
そ
ろ
胡
桃
の
木
が
見
当
た
る
の
で
は
、
と
期
待
し
た
。

で
も
こ
う
し
た
期
待
も
長
い
こ
と
裏
切
ら
れ
続
け
で
、
そ
の
う
ち
善
良
な
父
親
は
末
っ
子
で
一
番
可
愛
が
っ
て
い
る
子
ど
も
の
無
邪
気
な

願
い
を
叶
え
て
や
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
憂
鬱
に
な
り
始
め
た
。

　

こ
ん
な
風
に
悲
し
い
気
持
ち
で
旅
程
を
辿
っ
て
い
る
と
、
や
が
て
小お

暗ぐ
ら

い
森
の
中
に
入
り
、
密
生
し
た
藪
の
傍
を
通
り
掛
か
っ
た
。
そ

の
時
被
っ
て
い
た
鍔
付
き
帽
が
何
か
の
枝
に
当
た
っ
て
、
霰
で
も
降
っ
て
来
た
み
た
い
に
ぱ
ら
ぱ
ら
音
が
し
た
。
上
を
向
く
と
そ
れ
は
綺

麗
な
緑
の
胡
桃
の
小
枝
で
、
一
房
の
黄き

ん金
色
の
実
が
下
が
っ
て
い
た
。
男
は
大
喜
び
で
片
手
を
伸
ば
し
て
そ
の
素
晴
ら
し
い
枝
を
折
り
取

っ
た
。
で
も
そ
の
瞬
間
茂
み
の
中
か
ら
一
頭
の
荒
荒
し
い
熊
が
飛
び
出
し
、
商
人
を
す
ぐ
に
で
も
引
き
裂
こ
う
と
い
っ
た
様
子
で
、
獰ど
う
も
う猛

に
吠
え
猛
っ
て
後
脚
で
立
ち
上
が
っ
た
。
そ
し
て
恐
ろ
し
い
唸
り
声
で
こ
う
言
っ
た
。「
な
ん
で
き
さ
ま
は
お
い
ら
の
胡
桃
の
枝
を
折
っ
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た
、
え
え
、
ど
う
し
て
だ
。
お
い
ら
、
き
さ
ま
を
喰
っ
ち
ま
う
」。
怖

さ
の
あ
ま
り
ぶ
る
ぶ
る
震
え
な
が
ら
商
人
が
言
う
。「
お
お
、
熊
さ
ん
、

わ
し
を
喰
わ
な
い
で
く
だ
さ
れ
。
そ
し
て
こ
の
胡
桃
の
小
枝
を
持
っ
た

ま
ま
旅
を
続
け
さ
せ
て
く
だ
さ
れ
。
そ
の
お
礼
に
大
き
な
燻シ

ン

製
塩
漬

豚ケ

ン
腿
肉
を（

（（
（

一
本
と
、
腸ヴ
ル
ス
ト詰
を（

（（
（

ど
っ
さ
り
差
し
上
げ
ま
す
で
な
」。
け
れ

ど
も
熊
は
ま
た
こ
う
唸
っ
た
。「
き
さ
ま
の
燻シ

ン

ケ

ン

製
塩
漬
豚
腿
肉
も
腸ヴ
ル
ス
ト詰

も
要
ら
ん
わ
い
。
き
さ
ま
が
家
に
帰
り
着
い
て
最
初
に
出
会
う
も
の
を

よ
こ
す
と
約
束（

（（
（

し
さ
え
す
り
ゃ
あ
、
お
い
ら
、
き
さ
ま
を
喰
わ
ず
に
お

い
て
や
る
」。
商
人
は
喜
ん
で
こ
れ
に
同
意
し
た
。
な
ぜ
っ
て
、
飼
っ

て
い
る
尨む
く

犬い
ぬ

が
い
つ
も
自
分
を
迎
え
に
走
り
寄
っ
て
来
る
、
と
考
え
た

か
ら
で
、
自
分
の
命
が
助
か
る
も
の
な
ら
、
こ
れ
を
犠
牲
に
す
る
の
は

や
ぶ
さ
か
で
は
な
か
っ
た
し
だ
い
。
ば
し
り
と
荒
っ
ぽ
く
手
打
ち
［
取

り
引
き
成
立
の
徴し
る
し

］
を
す
る
と
熊
は
不
恰
好
な
足
取
り
で
お
と
な
し

く
藪
に
戻
っ
て
行
っ
た
。
そ
し
て
商
人
は
ほ
っ
と
し
て
そ
そ
く
さ
、
浮

き
浮
き
、
そ
の
場
所
か
ら
立
ち
退
い
た
。

　

黄
金
色
の
胡
桃
の
枝
は
故
郷
に
急
い
で
帰
り
着
い
た
商
人
の
帽
子
の

縁
で
み
ご
と
に
き
ら
め
い
て
い
た
。
一
番
下
の
女
の
子
は
嬉
し
が
っ
て

い
と
し
い
父
親
を
出
迎
え
よ
う
と
飛
び
跳
ね
て
来
た
。
例
の
尨
犬
は
猛
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烈
な
勢
い
で
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
走
っ
て
そ
の
後
を
追
い
掛
け
る
。
姉
娘
た
ち
と
母
親
は
そ
れ
よ
り
い
く
ら
か
ゆ
っ
く
り
玄
関
か
ら
姿
を
現
し
、

到
着
者
に
、
お
帰
り
な
さ
い
、
を
し
よ
う
と
し
た
。
商
人
が
な
ん
と
も
仰
天
し
た
こ
と
に
は
、
飛
び
跳
ね
て
出
迎
え
た
末
娘
が
一
番
乗
り

だ
っ
た
の
だ
。
が
っ
か
り
悄し
ょ

気げ

返
っ
た
商
人
は
有
頂
天
の
子
ど
も
の
抱
擁
か
ら
身
を
振
り
ほ
ど
き
、
ま
ず
家
族
と
挨
拶
を
交
わ
し
た
あ
と
、

胡
桃
の
枝
の
こ
と
で
自
分
に
何
が
起
こ
っ
た
か
報
告
し
た
。
一
同
泣
い
て
し
ょ
ん
ぼ
り
し
た
が
、
末
娘
は
な
ん
と
も
勇
敢
な
と
こ
ろ
を
見

せ
、
父
親
の
約
束
を
守
ろ
う
、
と
決
心
し
た
。
暫
く
し
て
母
親
は
う
ま
い
解
決
策
を
考
え
出
し
て
こ
う
言
っ
た
。「
心
配
し
な
い
で
い
い

の
よ
、
皆
。
ね
え
、
い
と
し
い
あ
な
た
、
そ
の
熊
が
や
っ
て
来
て
、
あ
な
た
が
熊
と
交
わ
し
た
約
束
を
思
い
出
さ
せ
た
ら
、
う
ち
の
末
っ

子
の
代
わ
り
に
家
畜
番
の
娘
を
や
る
の
。
熊
も
そ
の
子
で
満
足
す
る
わ
」。
こ
の
提
案
は
、
も
っ
と
も
だ
、
と
さ
れ
、
娘
た
ち
は
ま
た
朗

ら
か
に
な
り
、
父
親
が
出
し
た
綺
麗
な
贈
り
物
を
あ
り
が
た
く
喜
ん
だ
。
末
娘
は
も
ら
っ
た
胡
桃
の
枝
を
肌
身
離
さ
ず
大
事
に
し
、
間
も

な
く
熊
の
こ
と
も
父
親
の
約
束
の
こ
と
も
全
く
念
頭
か
ら
消
え
失
せ
た
。

　

し
か
し
あ
る
日
の
こ
と
、
黒
っ
ぽ
い
馬
車
が
一
台
街
道
を
通
っ
て
商
人
の
家
の
前
へ
が
ら
が
ら
や
っ
て
来
た
。
そ
し
て
怖
ら
し
い
熊
が

馬
車
か
ら
下
り
、
唸
り
な
が
ら
家
の
中
に
入
り
、
び
っ
く
り
仰
天
し
た
男
を
前
に
し
て
、
約
束
の
履
行
を
迫
っ
た
。
急
い
で
こ
っ
そ
り
家

畜
番
の
娘
─
─
こ
れ
は
と
て
も
醜
か
っ
た
─
─
が
連
れ
て
来
ら
れ
、
綺
麗
に
お
め
か
し
を
さ
せ
ら
れ
、
熊
の
車
に
乗
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で

出
発
と
あ
い
な
っ
た
。
外
に
出
る
と
熊
は
荒
荒
し
い
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
頭
を
家
畜
番
の
娘
の
膝
に
載
せ
、
こ
う
唸
っ
た
。

　
　
　
　
　
「
撫
で
て
お
く
れ
よ
、
掻か

い
と
く
れ
、

　
　
　
　
　

お
い
ら
の
耳
の
後
ろ
を
優
し
く
上
手
に
、

　
　
　
　
　

さ
も
な
き
ゃ
お
ま
え
を
ま
る
ご
と
喰
う
ぞ
」。
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だ
も
ん
で
娘
は
掻
き
始
め
た
。
け
れ
ど
も
ち
ゃ
ん
と
し
な
か
っ
た
の
で
、
熊
は
、
こ
い
つ
は
騙だ
ま

く
ら
か
さ
れ
た
わ
い
、
と
感
付
い
た
。

そ
こ
で
お
め
か
し
を
し
た
家
畜
番
の
娘
を
喰
っ
て
し
ま
お
う
と
し
た
が
、
娘
は
死
ぬ
ほ
ど
恐
ろ
し
か
っ
た
も
の
だ
か
ら
す
ば
し
こ
く
馬
車

か
ら
飛
び
降
り
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
熊
は
ま
た
商
人
の
家
の
前
へ
取
っ
て
返
し
、
も
の
す
ご
く
脅
か
し
て
本
当
の
花
嫁
を
要
求
し
た
。
で
、
愛
ら
し
い
女
の
子
が

連
れ
て
来
ら
れ
、
辛
く
悲
し
い
別
れ
を
告
げ
て
か
ら
怖
ら
し
い
花
婿
と
一
緒
に
馬
車
で
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
外
に
出
る
と
熊
は
ま
た
し

て
も
、
ご
わ
ご
わ
頭
を
乙
女
の
膝
に
横
た
え
て
、
こ
う
唸
っ
た
。

　
　
　
　
　
「
撫
で
て
お
く
れ
よ
、
掻
い
と
く
れ
、

　
　
　
　
　

お
い
ら
の
耳
の
後
ろ
を
優
し
く
上
手
に
、

　
　
　
　
　

さ
も
な
き
ゃ
お
ま
え
を
ま
る
ご
と
喰
う
ぞ
」。

　

そ
こ
で
乙
女
は
掻
い
て
や
っ
た
。
そ
れ
も
と
っ
て
も
や
わ
や
わ

と
掻
い
た
の
で
、
熊
は
気
持
ち
が
良
く
て
堪
ら
ず
、
お
っ
か
な
い

熊
の
目
付
き
も
和
や
か
に
な
っ
た
。
と
い
っ
た
し
だ
い
で
可
哀
そ

う
な
熊
の
花
嫁
も
段
段
熊
に
慣
れ
て
来
た
。
旅
は
そ
ん
な
に
長
く

は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
馬
車
は
吹
き
荒
ぶ
疾は
や
て風
か
な
ん
ぞ
の
よ

う
に
突と
っ

拍ぴ
ょ
う

子し

も
な
く
速
か
っ
た
か
ら
。
間
も
な
く
二
人
は
と
っ

て
も
暗
い
森
に
入
っ
た
が
、
そ
こ
に
真
っ
黒
け
な
口
を
開
い
て
い
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る
洞
窟
の
前
で
突
然
馬
車
が
止
ま
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
熊
の
棲す
み

処か

だ
っ
た
。
あ
あ
、
乙
女
が
が
た
が
た
震
え
た
こ
と
と
い
っ
た
ら
。
こ
と
に

熊
が
鉤か
ぎ

爪づ
め

の
付
い
た
恐
ろ
し
い
腕
で
抱
き
つ
き
、
愛
想
の
良
い
唸
り
声
で
こ
う
告
げ
た
時
に
は
ね
。「
お
ま
え
は
こ
こ
に
住
む
の
だ
よ
、

可
愛
い
花
嫁
。
そ
し
て
幸
せ
に
お
な
り
。
中
で
立
派
に
ふ
る
ま
え
ば
、お
い
ら
の
乱
暴
な
獣
た
ち
は
お
ま
え
を
引
き
裂
い
た
り
は
し
な
い
」。

　

そ
し
て
二
人
が
暗
い
洞
窟
に
何
歩
か
踏
み
込
む
と
、
熊
は
鉄
の
扉
を
開
き
、
花
嫁
と
一
緒
に
一
つ
の
部
屋
に
入
っ
た
。
こ
れ
は
毒
の
あ
る

長
虫
ど
も
で
一
杯
で
、
こ
ち
ら
に
向
か
っ
て
物
欲
し
そ
う
に
舌
を
ぺ
ろ
ぺ
ろ
突
き
出
し
た
。
す
る
と
熊
は
可
愛
い
花
嫁
の
耳
に
こ
う
唸
っ
た
。

　
　
　
　
　
「
振
り
向
か
な
い
で
。

　
　
　
　
　

右
手
も
見
ず
に
、
左
手
も
見
ず
に
、

　
　
　
　
　

真
っ
直
ぐ
進
め
。
そ
う
す
り
ゃ
安
心
」。

　

そ
こ
で
乙
女
は
振
り
向
か
ず
に
部
屋
を
通
り
抜
け
て
行
っ
た
。
そ
の
間
長
虫
ど
も
は
び
く
り
こ
そ
り
と
も
動
か
な
か
っ
た
。
こ
う
や
っ

て
更
に
十
の
部
屋
を
通
り
抜
け
た
が
、
最
後
の
［
十
一
番
目
］
に
は
、
有ド
ラ
ッ
ヘ

翼
龍
や（

（（
（

蛇
、
毒
で
膨
れ
上
が
っ
た
蟇ひ
き

蛙が
え
る

、
バ
ジ
リ
ス
ク（

（（
（

や

無リ
ン
ト
ヴ
ル
ム

翼
龍
と（

（（
（

い
っ
た
お
ぞ
ま
し
い
生
き
物
ど
も
が
う
よ
う
よ
い
た
。
熊
は
ど
の
部
屋
で
も
こ
う
唸
る
の
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
「
振
り
向
か
な
い
で
。

　
　
　
　
　

右
手
も
見
ず
に
、
左
手
も
見
ず
に
、

　
　
　
　
　

真
っ
直
ぐ
進
め
。
そ
う
す
り
ゃ
安
心
」。
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乙
女
は
怖
く
っ
て
怯
え
ち
ゃ
っ
て
白や
ま
な
ら
し楊
の（

（（
（

葉
っ
ぱ
の
よ
う
に
ぶ
る
ぶ
る
震
え
た
が
、
そ
れ
で
も
し
ゃ
っ
き
り
立
っ
て
、
振
り
向
か
ず
、

右
手
も
左
手
も
見
な
か
っ
た
。
で
も
十
二
番
目
の
部
屋
が
開
く
と
、
煌こ
う
こ
う煌
と
輝
く
光
が
二
人
を
迎
え
、
妙
な
る
音
楽
が
鳴
り
響
き
、
そ
こ

い
ら
中
に
歓
呼
喝
采
が
ど
っ
と
挙
が
っ
た
。
花
嫁
が
、
大
変
な
も
の
を
目
に
し
た
の
で
ま
だ
戦お
の
の

き
な
が
ら
、
今
度
は
こ
う
し
た
不
意
打

ち
の
め
で
た
い
さ
ま
を
ろ
く
す
っ
ぽ
考
え
も
で
き
な
い
う
ち
に
、
─
─
恐
ろ
し
い
雷
鳴
が
轟
い
た
か
ら
、
天
と
地
が
崩
れ
た
か
、
と
思
っ

た
。
け
れ
ど
も
す
ぐ
に
ま
た
し
い
ん
と
し
た
。
森
も
、
洞
窟
も
、
毒
の
あ
る
生
き
物
ど
も
も
、
熊
も
─
─
消
え
失
せ
て
お
り
、
そ
の
代
わ

り
、
壮
麗
な
お
城
、
黄
金
で
飾
ら
れ
た
部
屋
部
屋
、
み
ご
と
な
お
仕
着
せ
姿
の
召
使
一
同
が
出
現
。
そ
し
て
熊
は
こ
の
素
晴
ら
し
い
お
城

の
殿
様
で
あ
る
端
麗
な
青
年
に
な
っ
て
お
り
、
い
と
し
い
花
嫁
を
ひ
し
と
胸
に
抱
き
締
め
、
自
分
と
召
使
た
ち
─
─
例
の
生
き
物
ど
も
は

こ
れ
だ
っ
た
ん
だ
よ
─
─
を
こ
う
し
て
愛
情
籠
め
て
魔
法
か
ら
救
済
し
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
ね
、
と
千
回
も
お
礼
を
言
っ
た
。

　

身
分
の
高
い
、
裕
福
な
奥
方
に
な
っ
た
乙
女
は
相
変
わ
ら
ず
あ
の
綺
麗
な
胡
桃
の
枝
を
胸
元
に
挿
し
て
い
た
。
こ
れ
は
決
し
て
萎し
お

れ
な

い
と
い
う
性
質
の
も
の
。
好
運
の
鍵
と
な
っ
た
今
は
な
お
さ
ら
大
事
に
体
か
ら
離
さ
な
い
。
間
も
な
く
両
親
と
姉
様
た
ち
に
こ
の
嬉
し
い

巡
り
合
わ
せ
が
伝
え
ら
れ
、
こ
の
先
ず
う
っ
と
い
つ
い
つ
ま
で
も
安
楽
な
生
活
を
送
る
よ
う
に
、
熊
の
殿
様
か
ら
そ
の
お
城
に
迎
え
取
ら

れ
た
の
だ
っ
た
。

　
　

解
題

　
　

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ミ
ー
ネ
・
ミ
ュ
リ
ウ
ス
が
物
語
っ
た
民
間
伝
承
に
よ
る
。

　
　

ま
ず
ま
ず
類
話
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
Ｋ
Ｈ
Ｍ
八
八
「
歌
い
な
が
ら
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
跳
ぶ
雲
雀
」D

as�singende�springende�Löw
eneckerchen　

で
は
筋
の
混
乱

が
見
ら
れ
る
。「
雲
雀
」
の
役
割
が
不
明
で
も
あ
る
（
案
ず
る
に
こ
のLöw

eneckerchen

は
魔
法
に
掛
け
ら
れ
て
ラ
イ
オ
ンLöw

e

に
な
っ
て
い
る
王
子
の
本
質
な
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
末
娘
が
な
ん
ら
か
の
摂
理
か
ら
望
ん
だ
た
め
、
彼
女
が
王
子
と
結
ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
の
よ
う
に
）。

　
　

Ａ
Ｔ
四
二
五
Ａ
「
怪
物
（
動
物
）
婿
」T

he�M
onster�（A

nim
al

）�as�Bridegroom
、
Ａ
Ｔ
Ｕ
四
二
五
Ａ
「
動
物
婿
」T

he�A
nim

al�as�Bridegroom
�

。

　
　

原
題D

er N
ußzw

eiglein.
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一
七　

心
臓
の
無
い
男　

　

昔
む
か
し
七
人
兄
弟
が
あ
っ
た
。
可
哀
そ
う
な
み
な
し
ご
た
ち
で
、
姉
さ
ん
や
妹
が
い
な
い
も
の
だ
か
ら
、
家
事
一
切
は
自
分
た
ち
で

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
い
つ
は
ど
う
も
あ
り
が
た
く
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
お
互
い
相
談
し
て
、
結
婚
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
あ
い
な
っ

た
。
さ
て
、
兄
弟
た
ち
が
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
は
花
嫁
候
補
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
兄
さ
ん
た
ち
い
わ
く
。
自
分
ら
は
余よ

そ所
の
土
地
に

出
掛
け
て
行
き
、
花
嫁
を
探
し
当
て
よ
う
、
一
番
下
の
弟
は
留
守
番
を
し
て
い
て
も
ら
い
た
い
、
で
、
こ
れ
に
も
ち
ゃ
ん
と
綺
麗
な
花
嫁

を
連
れ
て
来
よ
う
、
と
。
末
の
弟
が
、
そ
れ
で
い
い
よ
、
と
言
っ
た
の
で
、
六
人
は
い
そ
い
そ
浮
き
浮
き
旅
に
出
た
。
そ
の
道
中
で
小
さ

い
家
の
傍
に
来
た
。
こ
れ
は
森
の
中
に
一
軒
だ
け
ぽ
つ
ん
と
立
っ
て
お
り
、
家
の
前
に
は
一
人
の
ご
く
ご
く
年
取
っ
た
男
が
立
っ
て
い
て
、

兄
弟
た
ち
に
声
を
掛
け
、
こ
う
訊
ね
た
。「
お
お
い
、
ぽ
っ
と
出
の
若
い
衆し
ゅ

さ
ん
た
ち
や
あ
い（

（（
（

、
そ
ん
な
に
楽
し
そ
う
に
せ
っ
せ
こ
せ
っ

せ
こ
、
一
体
ど
こ
へ
行
く
の
か
の
」。「
あ
い
さ
、
お
れ
た
ち
ゃ
め
い
め
い
に
可
愛
い
花
嫁
を
連
れ
て
来
よ
う
っ
て
の
さ
。
そ
れ
か
ら
う
ち

に
い
る
一
番
下
の
弟
に
も
一
人
ね
」
と
兄
弟
た
ち
は
返
辞
し
た
。

　
「
お
お
、
若
い
衆
さ
ん
た
ち
や
」
と
老
人
。「
わ
し
ゃ
あ
こ
こ
で
天
涯
孤
独
で
た
っ
た
一
人
の
暮
ら
し
を
し
と
る
。
ど
う
ぞ
や
わ
し
に
も

花
嫁
を
一
人
連
れ
て
来
て
お
く
れ
。
だ
が
、
若
く
て
可
愛
く
な
け
り
ゃ
な
ら
ん
ぞ
な
」。

　

兄
弟
た
ち
は
そ
の
場
か
ら
立
ち
去
り
な
が
ら
考
え
た
。
へ
へ
ん
、
氷
み
た
い
に
鬚ひ
げ

や
髪
の
白
い
皺し
わ

く
ち
ゃ
爺じ
じ
い

な（
（（
（

ん
ぞ
が
若
く
て
可
愛

い
花
嫁
を
も
ら
っ
て
ど
う
し
よ
う
っ
て
ん
だ
い
、
と
。

　

さ
て
そ
れ
か
ら
兄
弟
た
ち
は
あ
る
町
に
入
り
、
そ
こ
で
七
人
姉
妹
を
見
つ
け
た
。
い
や
も
う
望
み
通
り
に
う
ら
若
く
て
可
愛
ら
し
い
の

を
ね
。
娘
ら
と
結
婚
す
る
と
、
一
番
末
の
を
弟
の
た
め
に
連
れ
て
行
く
こ
と
に
し
た
。
道
を
歩
い
て
い
る
と
再
び
例
の
森
の
中
に
来
て
し

ま
っ
た
。
す
る
と
あ
の
老
人
が
ま
た
し
て
も
小
屋
の
前
に
立
っ
て
い
て
、
待
ち
受
け
て
い
た
と
い
う
あ
ん
ば
い
だ
っ
た
。
そ
し
て
い
わ
く
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「
ほ
ほ
う
、
律
儀
な
若
い
衆
だ
の
。
お
ま
え
さ
ん
方
、
わ
し
に

こ
ん
な
に
若
く
て
可
愛
い
花
嫁
を
連
れ
て
来
て
く
れ
て
あ
り
が

と
よ
」。
─
─
「
い
い
や
」
と
兄
弟
た
ち
。「
こ
の
子
は
あ
ん
た

の
た
め
じ
ゃ
な
い
。
こ
の
子
は
う
ち
に
い
る
弟
の
も
の
。
お
れ

た
ち
ゃ
、
弟
に
こ
の
子
を
約
束
し
た
ん
だ
」。

　
「
ふ
う
ん
」
と
老
人
。「
約
束
し
た
っ
て
。
な
ん
と
ま
あ
、
こ

の
子
を
ね
え
。
わ
し
も
お
ま
え
た
ち
に
約
束
し
て
や
ろ
う
」。

そ
う
言
っ
て
白
い
小
さ
な
杖
を
手
に
取
る
と
、
呪
文
を
二
言
三

言
む
に
ゃ
む
に
ゃ
と
呟
き
、
そ
の
杖
で
兄
弟
た
ち
と
花
嫁
た
ち

─
─
一
番
末
の
は
別
に
し
て
─
─
に
触
っ
た
。
す
る
と
皆
灰
色

の
石
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
さ
て
、
男
は
姉
妹
た
ち
の
一
番

末
の
を
家
の
中
に
連
れ
込
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
娘
は

所
帯
を
切
り
回
し
て
、
き
ち
ん
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
。
そ
う
す
る
の
は
好
き
だ
っ
た
け
れ
ど
、
い
つ
も
心
配
だ
っ

た
の
は
、
老
人
が
間
も
な
く
死
ん
で
し
ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
、

っ
て
こ
と
。
そ
し
た
ら
自
分
は
、
以
前
老
人
が
そ
う
だ
っ
た
よ

う
に
、
こ
ん
な
荒
涼
と
し
た
森
の
中
に
一
軒
だ
け
ぽ
つ
ん
と
立

っ
て
い
る
こ
の
小
屋
で
天
涯
孤
独
の
独
り
ぼ
っ
ち
に
な
っ
て
し
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ま
う
も
の
。
こ
れ
を
老
人
に
告
げ
る
と
、
答
は
こ
う
。「
心
配
せ
ん
で
い
い
。
わ
し
が
死
ぬ
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
か
、
死
ん
だ
ら
い
い
な
、

と
思
わ
ぬ
こ
と
。
あ
の
な
、
わ
し
は
心
臓
を
胸
に
持
っ
と
ら
ん
の
じ
ゃ
。
そ
れ
で
も
わ
し
が
死
ぬ
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
戸
口
の
上

に
わ
し
の
白
い
魔
法
の
小
杖
が
あ
る
で
、
こ
れ
で
あ
の
灰
色
の
石
に
触
る
が
い
い
。
そ
う
す
り
ゃ
お
ま
え
の
姉
さ
ん
た
ち
と
求
婚
者
た
ち

は
救
わ
れ
る
。
そ
れ
で
仲
間
は
充
分
だ
ろ
う
が
」。

　
「
胸
に
心
臓
が
無
い
な
ら
、
一
体
全
体
こ
の
世
の
ど
こ
に
心
臓
を
お
持
ち
な
の
」
と
若
い
花
嫁
が
訊
い
た
。「
何
で
も
知
っ
て
お
か
に
ゃ

な
ら
ん
の
か
」
と
老
人
。「
そ
れ
ほ
ど
知
り
た
き
ゃ
な
、
わ
し
の
心
臓
を
し
ま
っ
て
あ
る
の
は
寝
床
の
掛
け
布
団
だ
わ
い
」。

そ
こ
で
若
い
花
嫁
は
、
老
人
が
家
を
留

守
に
し
て
仕
事
を
し
に
行
く
た
び
、
一

人
っ
き
り
に
な
る
と
老
人
の
掛
け
布
団

に
綺
麗
な
花
を
刺
繍
し
た
。
こ
れ
で
老

人
の
心
臓
を
欣よ
ろ
こ

ば
せ
よ
う
と
。
が
、

老
人
は
こ
れ
を
見
る
と
微
笑
ん
で
言
っ

た
。「
好
い
子
だ
の
う
、
だ
が
、
あ
り

ゃ
わ
し
の
冗
談
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
。
わ
し

の
心
臓
を
し
ま
っ
て
あ
る
の
は
、
─
─

し
ま
っ
て
あ
る
の
は
な
…
…
」」。「
一

体
ど
こ
に
し
ま
っ
て
あ
る
の
、
父
様
」。

─
─
「
し
ま
っ
て
あ
る
の
は
、
─
─
そ
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り
ゃ
部
屋
の
扉
じ
ゃ
よ
」。

　

す
る
と
若
妻
は
、
翌
日
老
人
が
家
を
留
守
に
す
る
と
、
部
屋
の
扉
を
色
と
り
ど
り
の
鳥
の
羽
と
摘
み
立
て
の
花
で
ご
く
綺
麗
に
飾
り
、

幾
つ
も
花
輪
を
吊
り
下
げ
た
。
老
人
が
帰
宅
し
て
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
、
と
訊
く
と
、
彼
女
は
「
こ
う
し
た
の
は
父
様
の
心
臓
を

い
と
お
し
が
っ
て
あ
げ
た
い
か
ら
な
の
」
と
言
っ
た
。「
好
い
子
だ
、
わ
し
の
心
臓
が
あ
る
の
は
部
屋
の
扉
の
中
な
ん
ぞ
と
は
ま
る
き
り

違
う
と
こ
ろ
だ
て
」。
そ
こ
で
若
い
花
嫁
は
と
て
も
憂ゆ
う
う
つ鬱
に
な
っ
て
こ
う
言
っ
た
。「
あ
あ
、
父
様
、
と
に
か
く
心
臓
は
お
持
ち
な
の
ね
。

そ
れ
じ
ゃ
死
ん
じ
ゃ
う
か
も
知
れ
な
い
わ
。
そ
し
た
ら
、
わ
た
し
、
独
り
ぼ
っ
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
」。
老
人
は
こ
れ
ま
で
二
度
娘
に
話

し
た
こ
と
を
全
部
繰
り
返
し
た
が
、
こ
ち
ら
は
、
そ
も
そ
も
相
手
の
心
臓
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
教
え
て
欲
し
い
と
、
改
め
て
や
い
の
や
い

の
と
責
め
立
て
た
。
す
る
と
老
人
い
わ
く
「
こ
こ
か
ら
遠
い
遠
い
、
遥
か
人
里
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
大
き
な
、
お
そ
ろ
し
く
古
い
教
会

が
あ
っ
て
な
、
こ
れ
は
幾
つ
も
の
鉄
の
扉
で
堅
固
に
守
ら
れ
て
お
る
。
教
会
の
周
り
に
は
深
い
濠ほ
り

が
廻め
ぐ

ら
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
に
は
橋
が

架
か
っ
て
お
ら
ぬ
。
教
会
の
中
に
は
一
羽
の
鳥
が
飛
び
廻
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
食
い
も
飲
み
も
死
に
も
せ
ん
。
だ
あ
れ
も
こ
れ
を
捕
ま
え

る
こ
と
は
で
き
ん
。
で
、
こ
の
鳥
が
生
き
と
る
限
り
、
わ
し
も
生
き
と
る
。
な
ぜ
っ
て
、
わ
し
の
心
臓
は
こ
の
鳥
の
中
に
あ
る
の
だ
か
ら

な
」。

　

そ
こ
で
花
嫁
は
、
老
人
の
心
臓
を
い
と
お
し
が
っ
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
悲
し
く
な
っ
た
。
独
り
ぼ
っ
ち
で
い
る
と
時
間

が
長
く
て
仕
方
が
な
い
。
な
に
せ
老
人
は
ほ
と
ん
ど
ま
る
一
日
中
外
出
し
て
い
た
か
ら
。

　

さ
て
あ
る
日
の
こ
と
一
人
の
若
い
旅ヴ
ァ
ン
ダ
ー
ゲ
ゼ
レ

職
人
が（

（（
（

小
屋
の
傍
を
通
り
掛
か
っ
た
。
青
年
は
少
女
に
挨
拶
、
少
女
は
青
年
に
挨
拶
し
て
、
お

互
い
相
手
が
気
に
入
っ
た
。
で
、
あ
ち
ら
が
近
付
く
と
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
、
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
と
訊
ね
た
。「
あ
あ
」
と
若
い
職

人
は
溜
め
息
を
つ
い
て
「
ぼ
く
は
と
て
も
悲
し
い
ん
だ
。
ぼ
く
に
は
ま
だ
六
人
兄
さ
ん
た
ち
が
い
て
、
お
嫁
さ
ん
を
も
ら
お
う
と
出
掛
け

た
の
さ
。
一
番
末
の
弟
の
ぼ
く
に
も
一
人
連
れ
て
来
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
で
も
そ
れ
っ
き
り
帰
っ
て
来
な
い
。
だ
か
ら
兄
さ
ん
た
ち
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を
探
そ
う
と
家
を
出
た
っ
て
わ
け
な
ん
だ
」。

　
「
あ
あ
、
職
人
さ
ん
」
と
花
嫁
が
叫
ん
だ
。「
こ
れ
以
上
先
に
行
く
こ
と
は
な
い
わ
。
ま
ず
座
っ
て
何
か
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
し
て
頂
戴
。

そ
れ
か
ら
お
話
し
て
あ
げ
る
」。
そ
し
て
食
べ
物
と
飲
み
物
を
あ
て
が
い
、
相
手
の
兄
さ
ん
た
ち
が
町
に
来
て
、
自
分
の
姉
さ
ん
た
ち
と

自
分
自
身
を
花
嫁
と
し
て
家
へ
連
れ
て
帰
ろ
う
と
し
た
こ
と
、
自
分
は
今
お
客
様
に
な
っ
て
い
る
相
手
の
お
嫁
さ
ん
に
決
ま
っ
て
い
た
こ

と
、
老
人
が
自
分
を
引
き
留
め
て
放
さ
ず
、
他
の
人
た
ち
を
灰
色
の
石
に
変
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
な
に

も
か
も
あ
か
ら
さ
ま
に
打
ち
明
け
な
が
ら
、
娘
は
さ
め
ざ
め
と
涙
を
流
し
た
。
そ
れ
か
ら
老
人
は
胸
に
心
臓
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
は

と
っ
て
も
と
っ
て
も
遠
く
に
あ
る
堅
固
な
教
会
に
い
る
死
な
な
い
鳥
の
体
の
中
に
あ
る
、
と
も
話
し
た
。
す
る
と
花
婿
は
こ
う
言
っ
た
。

「
ぼ
く
は
出
掛
け
る
。
そ
の
鳥
を
探
す
。
も
し
か
す
る
と
神
様
の

お
助
け
で
そ
の
鳥
を
捕
ま
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
」。
─
─

「
え
え
、
そ
う
し
て
。
あ
な
た
は
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
の
け
ら
れ
る

わ
。
そ
し
た
ら
あ
な
た
の
お
兄
さ
ん
方
も
、
あ
た
し
の
お
姉
さ
ん

た
ち
も
元
通
り
人
間
に
な
れ
る
」。
そ
う
し
て
お
婿
さ
ん
を
隠
し

た
。
な
に
し
ろ
も
う
夕
方
に
な
っ
て
い
た
の
で
。
翌
朝
ま
た
老
人

が
出
て
行
く
と
、
彼
女
は
旅
職
人
の
た
め
に
食
べ
物
と
飲
み
物
を

ど
っ
さ
り
包
ん
で
持
た
せ
て
や
り
、
こ
の
冒
険
に
あ
り
っ
た
け
の

幸
運
と
神
様
の
祝
福
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
と
祈
っ
た
。

　

さ
て
職
人
は
随
分
な
距
離
を
て
く
て
く
歩
く
と
、
ど
う
や
ら
朝

御
飯
に
す
る
時
刻
だ
と
思
え
た
の
で
、
旅り
ょ

嚢の
う

を
開
き
、
た
く
さ
ん
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入
れ
て
く
れ
て
あ
る
の
を
喜
び
、
こ
う
叫
ん
だ
。「
お
お
い
、
ご
馳
走
を
食
べ
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
お
客
に
な
り
た
い
者
、
寄
っ
と
い
で
」。

　

す
る
と
職
人
の
後
ろ
で
「
も
お
お
」
と
声
が
し
た
。
振
り
向
い
て
み
る
と
、
大
き
な
赤
い
牡
牛
が
い
て
言
う
に
は
「
招よ

ん
で
く
れ
た
ね
。

わ
が
は
い
、
お
ぬ
し
の
客
人
に
な
り
た
い
が
」。
─
─
「
よ
く
来
て
く
れ
た
。
さ
、
遠
慮
な
く
や
っ
て
お
く
れ
。
こ
こ
に
あ
る
だ
け
の
も

の
は
ね
」。
そ
こ
で
牡
牛
は
の
ん
び
り
地
面
に
腹
這
い
に
な
り
、
旨
が
っ
て
食
べ
て
、
舌
で
口
を
綺
麗
に
舐な

め
回
し
た
。
満
腹
す
る
と

「
ま
こ
と
に
ど
う
も
忝
い
。
い
つ
か
切
羽
詰
っ
た
羽
目
に
な
っ
て
だ
れ
か
の
助
け
が
必
要
に
な
っ
た
ら
、
忘
れ
ず
に
お
ぬ
し
の
客
人
に
な

っ
た
わ
が
は
い
を
呼
ん
で
く
れ
」
と
言
い
、
立
ち
上
が
っ
て
藪
の
中
に
姿
を
消
し
た
。
職
人
は
ご
馳
走
の
残
り
を
包
み
直
す
と
、
更
に
旅

を
続
け
た
。
ま
た
随
分
な
距
離
を
進
む
と
、
自
分
の
影
が
短
い
と
こ
ろ
か
ら
正
午
だ
と
思
え
た
し
、
胃
の
腑
の
具
合
か
ら
し
て
も
同
様
と

思
え
た
。
そ
こ
で
地
面
に
座
り
込
み
、
食
卓
布
を
拡
げ
る
と
、
食
べ
物
と
飲
み
物
を
そ
の
上
に
並
べ
、
こ
う
叫
ん
だ
。「
さ
あ
さ
、
昼
飯

の
時
刻
だ
よ
。
一
緒
に
食
べ
た
い
者
は
そ
う
言
っ
て
お
く
れ
」。
す
る
と
茂
み
の
中
で
大
層
が
さ
が
さ
と
音
が
し
て
野
豚
が
飛
び
出
し
、

「
あウ

イ

ー
い
よ
、
あウ

イ

ー
い
よ
、
あウ

イ

ー
い
よ
」（

（（
（

と
啼な

い
て
言
っ
た
。「
だ
れ
か
食
事
に
招
ん
で
く
れ
た
ね
。
そ
れ
、
お
ま
え
さ
ん
か
ね
、
そ
れ
か
ら
お
い

ら
で
も
い
い
ん
か
ね
」。

　
「
い
い
と
も
さ
。
さ
さ
、
遠
慮
な
く
や
っ
て
お
く
れ
。
あ
り
あ
わ
せ
だ
が
ね
」
と
旅
人
は
答
え
、
二
人
は
機
嫌
よ
く
一
緒
に
ぱ
く
つ
き
、

二
人
と
も
旨
が
っ
た
。
そ
れ
か
ら
野
豚
は
立
ち
上
が
っ
て
「
あ
り
が
と
さ
ん
。
お
い
ら
が
要
り
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
こ
の
豚
に
声
を
掛
け

と
く
れ
や
」
と
言
い
、
茂
み
の
中
へ
の
そ
の
そ
入
っ
て
行
っ
た
。
さ
て
職
人
は
大
層
長
い
道
の
り
を
旅
し
、
な
ん
と
も
う
ん
と
こ
さ
旅
し

た
も
の
だ
か
ら
夕
方
に
な
り
、
ま
た
し
て
も
お
腹
が
空
い
た
。
ま
だ
食
べ
物
の
蓄
え
は
あ
っ
た
の
で
、
ち
ょ
い
と
遅ヴ

ェ

ス

パ

ー

い
お
や
つ
な
ん
ぞ
は

ど
う
だ
ろ
う
な
あ
、
と
考
え
た
。
で
、
ま
た
食
卓
布
を
拡
げ
、
持
っ
て
い
る
食
べ
物
を
そ
の
上
に
並
べ
た
。
飲
み
物
も
ま
だ
あ
っ
た
。
そ

し
て
「
一
緒
に
食
べ
た
い
者
は
招
待
す
る
よ
。
ろ
く
す
っ
ぽ
も
う
何
も
な
い
け
れ
ど
」
と
叫
ん
だ
。
す
る
と
頭
上
で
ば
っ
さ
ば
っ
さ
と
重

た
い
羽は

ば
た
き
が
し
、
雲
で
翳か
げ

っ
た
よ
う
に
地
面
が
暗
く
な
っ
た
。
そ
し
て
巨
大
な
グ
ラ
イ
フ
鳥（

（（
（

が
姿
を
現
し
て
叫
ん
だ
。「
だ
れ
か
が



128

武蔵大学人文学会雑誌　第 41 巻第 1号

下
の
食
事
に
招
ん
で
く
れ
た
の
を
耳
に
い
た
し
た
。
当
て
外
れ
で
は
あ
る
ま
い
な
」。

　
「
も
ち
ろ
ん
さ
。
下
り
て
来
て
、
こ
れ
で
我
慢
し
て
お
く
れ
。
も
う
た
ん
と
は
残
っ
て
な
い
が
ね
」
と
若
者
は
叫
ぶ
。
そ
こ
で
グ
ラ
イ

フ
鳥
は
着
陸
し
、
存
分
に
食
べ
て
か
ら
「
貴
公
、
こ
の
身
を
所
望
な
ら
、
そ
の
折
は
呼
ぶ
が
よ
か
ろ
う
ぞ
」
と
言
っ
て
、
空
中
に
舞
い
上

が
り
、
姿
を
消
し
た
。
お
や
ま
あ
、
と
職
人
は
考
え
た
。
随
分
早
く
行
っ
ち
ゃ
っ
た
な
あ
。
教
会
へ
の
道
を
教
え
て
も
ら
え
た
か
も
知
れ

な
い
の
に
。
だ
っ
て
、
ぼ
く
は
そ
い
つ
を
絶
対
見
つ
け
ら
れ
そ
う
も
な
い
か
ら
な
あ
、
と
。
そ
れ
か
ら
持
ち
物
を
掻
き
集
め
、
眠
る
前
に

一ひ
と

丁ち
ょ
う

場ば

歩
こ
う
と
思
っ
た
。
で
も
ま
だ
さ
ほ
ど
歩
き
も
し
な
い
う
ち
に
、
突
然
向
こ
う
に
そ
の
教
会
が
見
え
、
間
も
な
く
そ
の
傍
に
着

い
た
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
渡
る
橋
も
無
く
ぐ
る
り
を
囲
ん
で
い
る
、
幅
が
広
く
て
深
い
濠
に
臨
ん
で
い
た
。
遠
道
で
く
た
び
れ
た
も
の
だ

か
ら
、
気
持
ち
の
良
い
休
息
場
所
を
探
し
て
ぐ
っ
す
り
眠
っ
た
が
、
翌
朝
に
な
る
と
、
濠
を
渡
り
た
い
も
ん
だ
な
あ
、
と
う
ず
う
ず
し
て

考
え
た
。
え
え
っ
と
、
あ
の
赤
い
牡
牛
が
こ
こ
に
い
て
、
す
ご
く
咽
喉
が
渇
い
て
い
れ
ば
、
こ
の
濠
の
水
を
飲
み
干
し
ち
ゃ
っ
て
、
ぼ
く

が
渡
れ
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
に
な
、
と
。
こ
う
願
っ
た
と
た
ん
、
も
う
牡
牛
は
や
っ
て
来
て
、
堀
の
水
を
が
ぶ
が
ぶ
飲
み
干
し

始
め
た
。
そ
こ
で
職
人
は
教
会
の
壁
際
に
辿
り
着
い
た
が
、
こ
れ
は
ほ
ん
と
に
厚
い
し
、
塔
は
ど
れ
も
鉄
造
り
。
そ
こ
で
若
者
は
頭
の
中

で
こ
う
思
っ
た
。
あ
あ
、
だ
れ
か
が
破は

城じ
ょ
う

槌つ
い

を（
（（
（

持
っ
て
れ
ば
な
あ
。
あ
の
強
い
野
豚
だ
っ
た
ら
ぼ
く
な
ん
か
よ
り
う
ま
く
や
っ
て
の
け

ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
な
、
と
。
す
る
と
ね
、
な
ん
と
、
す
ぐ
に
あ
の
野
豚
が
走
っ
て
来
て
、
烈
し
く
壁
に
ぶ
ち
当
た
り
、
牙
で
壁
石
を

一
つ
崩
し
取
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
。
一
つ
外
す
と
、
ど
ん
ど
ん
ど
ん
ど
ん
石
を
壁
か
ら
掘
り
返
し
た
の
で
、
と
う
と
う
教
会
に
潜
り
込
め
る

く
ら
い
の
大
き
な
深
い
穴
が
掘
り
抜
か
れ
た
。
そ
こ
で
若
者
が
中
へ
潜
り
込
む
と
、
例
の
鳥
が
飛
び
廻
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
が
、
捕
ま

え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
い
わ
く
「
今
グ
ラ
イ
フ
鳥
が
い
れ
ば
、
き
っ
と
お
ま
え
を
捕
ま
え
ち
ゃ
う
だ
ろ
う
に
。
そ
の
た
め

の
グ
ラ
イ
フ
鳥
な
ん
だ
け
ど
な
あ
」。
す
る
と
す
ぐ
に
グ
ラ
イ
フ
鳥
が
来
て
、
す
ぐ
に
体
の
中
に
老
人
の
心
臓
を
入
れ
て
い
る
鳥
を
捕
ま

え
て
く
れ
た
。
そ
こ
で
若
い
職
人
は
こ
の
鳥
を
後
生
大
事
に
し
ま
い
込
み
、
グ
ラ
イ
フ
鳥
の
方
は
飛
び
去
っ
た
。
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さ
て
若
者
は
若
い
花
嫁
の
許
に
戻
ろ
う
と
で
き
る
だ
け
急
ぎ
、
夕
方
に
な
る
前
に
到
着
し
て
、
何
も
か
も
話
し
た
。
お
嫁
さ
ん
は
相
手

に
ま
た
食
べ
る
も
の
と
飲
む
も
の
を
や
り
、
鳥
と
一
緒
に
寝
台
の
下
へ
潜
り
込
む
よ
う
に
言
っ
た
。
そ
う
す
り
ゃ
お
年
寄
り
に
は
分
か
り

ま
せ
ん
か
ら
ね
、
と
。
若
者
は
食
べ
て
飲
む
と
す
ぐ
さ
ま
そ
う
し
た
。
老
人
が
帰
宅
し
て
、
病
気
み
た
い
な
気
が
す
る
、
ど
う
も
調
子
が

良
く
な
い
、
と
訴
え
た
。
─
─
こ
れ
は
つ
ま
り
、
こ
や
つ
の
心
臓
鳥
が
捕
ま
っ
ち
ゃ
っ
た
か
ら
だ
け
ど
ね
。
花
婿
は
寝
台
の
下
で
こ
れ
を

聴
い
て
考
え
た
。
そ
り
ゃ
確
か
に
こ
の
爺
さ
ん
、
ぼ
く
に
は
何
も
悪
い
こ
と
を
し
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
、
で
も
兄
さ
ん
た
ち
と
そ
の
お
嫁
さ

ん
た
ち
に
魔
法
を
掛
け
た
、
そ
し
て
ぼ
く
の
花
嫁
を
引
き
留
め
て
放
さ
な
か
っ
た
、
こ
れ
は
ち
っ
と
や
そ
っ
と
の
悪
さ
じ
ゃ
な
い
よ
な
、

と
。
そ
こ
で
鳥
を
き
ゅ
っ
と
締
め
付
け
る
と
、
老
人
は
め
そ
め
そ
泣
い
て
叫
ん
だ
。「
あ
あ
、
な
ん
だ
か
締
め
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
痛
い

よ
う
。
あ
あ
、
死
が
わ
し
を
締
め
付
け
る
よ
う
。
娘
や
、
─
─
わ
し
ゃ
あ
死
ん
じ
ま
う
」。
そ
し
て
椅
子
か
ら
転
げ
落
ち
て
気
を
失
っ
た
。

若
者
は
、
し
く
じ
ら
な
い
う
ち
に
、
鳥
を
ぎ
ゅ
う
っ
と
締
め
殺
し
た
。
こ
れ
で
老
人
は
て
ん
か
ら
お
し
ま
い
。
若
者
は
寝
台
の
下
か
ら
這

い
出
し
、
花
嫁
は
老
人
が
教
え
て
く
れ
た
あ
の
白
い
杖
を
手
に
取
り
、
そ
れ
で
十
二
の
灰
色
の
石
を
叩
い
た
。
す
る
と
ね
、
な
ん
と
、
石

は
元
通
り
六
人
の
兄
さ
ん
た
ち
と
六
人
の
姉
さ
ん
た
ち
に
戻
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
で
皆
大
喜
び
。
抱
き
合
っ
た
り
撫
で
た
り
、
接く
ち
づ
け吻

し
た
り
。
そ
し
て
老
人
は
死
ん
じ
ま
っ
て
、
死
ん
だ
っ
き
り
。
た
と
え
生
き
返
ら
せ
た
く
た
っ
て
、
ど
ん
な
妙
薬
も
生
か
す
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
一
同
引
き
揚
げ
て
、
ご
婚
礼
を
し
て
、
長
い
年
月
一
緒
に
楽
し
く
幸
せ
に
暮
ら
し
ま
し
た
と
さ
。

　
　

解
題

　
　

カ
ー
ル
・
ミ
ュ
レ
ン
ホ
ッ
フ
（
一
八
一
八―

八
四
）
編
『
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
、
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
、
ラ
ウ
エ
ン
ブ
ル
ク
諸
公
国
の
伝
説
、
昔
話
、
民
謡
』K

arl�
M

üllenhoff:�Sagen, M
ärchen und Lieder der H

erzogrtüm
er Schlesw

ig, H
olstein und Lauenbrug.�K

iel�（845,�IV
.�7.

に
よ
る
。

　
　

決
し
て
ド
イ
ツ
の
所
産
で
は
な
く
、
デ
ン
マ
ー
ク
や
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
語
ら
れ
た
も
の
。
ア
ス
ビ
ョ
ル
ン
セ
ン
と
モ
ー
の
『
ノ
ル
ウ
ェ
ー
民
話
集
』
第
一
巻
三
七
番
と
同

じ
。
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ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
シ
ェ
ル
フ
に
よ
れ
ば
、
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
構
成
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
あ
る
が
、
語
り
口
を
よ
り
活
き
活
き
と
し
た
も
の
に
し
て
い
る
、
と
の
こ
と
。

ミ
ュ
レ
ン
ホ
ッ
フ
に
あ
っ
て
は
、
若
者
の
食
事
へ
の
招
待
は
三
日
間
に
亘
る
が
、
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
朝
食
、
昼
食
、
遅ヴ

ェ

ス

パ

ー

い
お
や
つ
、
と
一
日
に
纏
め
て
テ
ン
ポ
を
早
く

し
た
。
ま
た
、
ミ
ュ
レ
ン
ホ
ッ
フ
は
家
に
残
さ
れ
た
末
弟
に
話
を
一
旦
戻
す
が
、
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
あ
く
ま
で
も
老
人
の
家
の
乙
女
の
許
を
動
か
ず
、「
さ
て
あ
る
日

の
こ
と
一
人
の
若
い
旅ヴ
ァ
ン
ダ
ー
ゲ
ゼ
レ

職
人
が
小
屋
の
傍
を
通
り
掛
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

　
　

こ
の
物
語
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
「
体
の
外
に
隠
さ
れ
た
心
臓
」
は
非
常
に
古
い
。
紀
元
前
一
三
〇
〇
年
の
エ
ジ
プ
ト
の
「
二
人
兄
弟
の
物
語
」
に
既
に
見
ら
れ
る
。

　
　

Ａ
Ｔ
三
〇
三
Ａ
「
六
人
兄
弟
、
七
人
姉
妹
を
捜
し
て
妻
と
す
る
」Six�Brothers�Seek�Seven�Sisters�as�W

ives.�

、
Ａ
Ｔ
Ｕ
三
〇
三
Ａ
「
兄
弟
、
姉
妹
を
捜
し
て

妻
と
す
る
」Brothers�Seek�Sisters�as�W

ives�

＋�

Ａ
Ｔ
三
〇
二
、
Ａ
Ｔ
Ｕ
三
〇
二
「
卵
の
中
に
あ
る
人
喰
い
鬼
（
悪
魔
）
の
心
臓
」T

he�O
gre ’s�（D

evil ’s

）�Heart�
in�the�Egg�

。

　
　

原
題D

er M
ann  ohne H

erz.
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一
八　

裁
判
官
と
悪
魔　

　

あ
る
町
に
男
が
一
人
住
ん
で
い
た
。
箱
と
い
う
箱
に
は
金
銀
財
宝
が
ぎ
っ
し
り
。
こ
の
男
自
身
は
と
い
う
と
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
悪
徳
で

ぎ
っ
し
り
。
あ
ん
ま
り
ろ
く
で
な
し
な
の
で
、［
死
ん
で
も
］
大
地
が
彼
を
受
け
付
け
な
い
っ
て
な
奇
蹟
が
起
こ
る
か
も
、
と
人
人
が
思

う
く
ら
い
だ
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
、
そ
の
上
こ
の
御ご

仁じ
ん

、
裁
判
官
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
不
正
に
満
ち
満
ち
た
裁
判
官
だ
っ
た
。

あ
る
市い
ち

の
立
つ
日（

（（
（

の
こ
と
、
彼
は
朝
方
騎
馬
で
外
出
、
所
有
し
て
い
る
葡
萄
園
を
検
分
に
出
掛
け
た（

（（
（

も
の
。
家
に
戻
る
途
中
悪
魔
が
彼
に

話
し
か
け
た
。
こ
れ
は
豪
華
な
衣
装
を
纏
い
、
ま
こ
と
に
立
派
な
紳
士
の
い
で
た
ち
。
裁
判
官
は
こ
の
余よ

そ所
者
が
だ
れ
だ
か
分
か
ら
ず
、

そ
れ
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
の
で
、
あ
ま
り
鄭て
い

重ち
ょ
う

で
も
な
い
口
調
で
、
そ
な
た
は
そ
も
何な
ん
ぴ
と人
で
あ
る
か
、
し
て
い
ず
こ
よ
り
参
ら
れ
た

の
か
、
と
訊
ね
た
。
悪
魔
が
答
え
て
い
わ
く
「
わ
た
し
が
だ
れ
で
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
ご
存
じ
な
い
方
が
よ
ろ
し
い
で
す
よ
」。「
は
は

あ
ん
」
と
裁
判
官
は
つ
い
言
わ
で
も
が
な
の
こ
と
を
し
ゃ
べ
り
出
し
て
「
ど
こ
の
だ
れ
様
だ
ろ
う
と
、
ど
う
し
て
も
わ
し
は
知
ら
ず
に
は

お
か
ん
。
さ
も
な
く
ば
そ
な
た
は
お
し
ま
い
で
す
じ
ゃ
。
な
に
し
ろ
わ
し
は
当
地
で
は
力
の
あ
る
男
だ
か
ら
の
。
し
て
、
そ
な
た
を
苦
し

め
よ
う
と
し
か
じ
か
か
く
か
く
の
こ
と
を
い
た
す
と
し
た
ら
、
わ
し
に
そ
れ
を
止
め
さ
せ
る
よ
う
な
者
、
止
め
さ
せ
ら
れ
る
者
な
ん
ぞ
は

お
ら
ん
。
わ
し
の
訊
問
に
対
し
あ
り
て
い
に
返
答
い
た
さ
ね
ば
、
生
命
財
産
を
取
り
上
げ
ま
す
ぞ
」。
─
─
「
さ
よ
う
に
形
勢
が
悪
い
と

あ
ら
ば
」
と
魔
性
の
者
が
答
え
て
い
わ
く
「
わ
が
名
と
わ
が
素
性
を
お
お
っ
ぴ
ら
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
な
。
わ
た
し
は
悪
魔
で
す
」。

　
「
ふ
う
む
」
と
裁
判
官
は
唸う
な

っ
た
。「
し
て
、
こ
こ
で
の
用
向
き
は
何
じ
ゃ
な
。
こ
れ
も
知
り
た
い
」。
─
─
「
え
え
っ
と
で
す
な
、
裁

判
官
殿
」
と
魔
物
が
返
辞
。「
今
日
こ
の
町
に
赴
き
、
正
真
正
銘
全
く
の
心
底
本
音
で
、
わ
た
し
に
く
れ
て
や
ろ
う
、
っ
て
言
わ
れ
た
も

の
を
頂
戴
で
き
る
権
限
を
授
か
り
ま
し
て
ね
」。

　
「
さ
あ
さ
」
と
裁
判
官
。「
そ
う
す
る
が
い
い
て
。
し
た
が
、
わ
し
も
そ
れ
を
実
地
で
検
分
し
た
い
。
な
に
が
お
ぬ
し
に
与
え
ら
れ
る
の
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か
見
た
い
も
ん
じ
ゃ
」。

　
「
わ
た
し
の
取
り
分
を
頂
戴
す
る
時
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
い
、
な
ど
と
言
い
張
ら
ん
で
い
た
だ
き
た
い
」
と
悪
魔
は
裁
判
官
を
思
い

留
ま
ら
せ
よ
う
と
し
た
が
、
こ
ち
ら
は
口
を
切
っ
て
強
力
な
呪
文
を
唱
え
、
地
獄
の
君
主
を
拘
束
し
た
。
い
わ
く
「
わ
し
は
神
と
神
の
あ

ら
ゆ
る
掟
に
懸
け
、
神
の
力
と
神
の
怒
り
に
懸
け
、
そ
の
他
お
ぬ
し
の
一
統
を
束
縛
す
る
全
て
に
懸
け
、
神
の
久く

遠お
ん

の
審
判
に
懸
け
、
お

ぬ
し
に
指
示
か
つ
命
じ
る
。
お
ぬ
し
は
自
分
に
本
音
で
与
え
ら
れ
る
も
の
を
、
わ
し
の
見
て
お
る
前
で
、
い
い
な
、
そ
れ
以
外
で
は
い
か

ん
ぞ
よ
、
貰
い
受
け
る
よ
う
に
、
と
な
。」。

　

悪
魔
は
び
っ
く
り
仰
天
、
こ
の
恐
ろ
し
い
誓せ
い
ご
ん言
に
震
え
上
が
り
、
忿ふ
ん
ま
ん懣
遣や

る
方か
た

な
い
顔
を
し
た
が
、
な
お
も
言
う
こ
と
に
は
「
い
や
は

や
、
こ
ん
な
暮
ら
し
で
な
け
り
ゃ
な
あ
、
と
つ
く
づ
く
思
う
わ
い
。
あ
ん
た
は
わ
た
し
を
な
ん
と
も
強
く
呪
縛
し
た
も
の
だ
。
こ
れ
ほ
ど

手
ひ
ど
く
無
理
強
い
さ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
あ
っ
た
た
め
し
は
な
か
ろ
う
。
だ
が
な
あ
、
地
獄
の
君
主
と
し
て
こ
れ
ま
で
違た
が

え
た
こ
と

の
な
い
一
言
を
申
し
て
お
く
。
頑
固
に
考
え
を
譲
ら
ず
に
お
る
と
、
お
ぬ
し
の
得
に
は
な
ら
ぬ
。
気
を
変
え
る
が
よ
ろ
し
か
ろ
う
ぞ
」。

　
「
い
や
、
翻
意
な
ど
い
た
さ
ん
」
と
裁
判
官
は
叫
ん
だ
。「
そ
の
た
め
何
が
こ
の
身
に
起
こ
ろ
う
と
も
、
そ
い
つ
は
覚
悟
せ
に
ゃ
あ
な
。

と
に
か
く
一
度
見
て
み
た
い
の
じ
ゃ
。
よ
し
ん
ば
わ
し
の
こ
の
命
に
差
し
障
り
が
あ
ろ
う
と
な
」。

　

こ
う
し
て
ご
両
人
、
つ
ま
り
裁
判
官
と
悪
魔
と
は
連
れ
立
っ
て
市
に
出
掛
け
た
。
丁
度
市
の
立
つ
日
だ
っ
た
か
ら
大
勢
の
人
出
で
、
裁

判
官
と
、
ど
こ
の
だ
れ
や
ら
知
る
者
の
い
な
い
そ
の
同
伴
者
に
、
そ
こ
い
ら
中
で
な
み
な
み
と
酒
を
満
た
し
た
杯
が
差
し
出
さ
れ
、
返
杯

を
求
め
ら
れ
た
。
裁
判
官
は
い
つ
も
の
慣
わ
し
で
乾
杯
の
お
返
し
を
し
、
悪
魔
に
も
把
カ

ン

ネ

手
蓋
付
き
大
杯
を（

（（
（

突
き
出
し
た
が
、
こ
ち
ら
は
飲

も
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
裁
判
官
の
心
底
本
音
で
は
な
い
こ
と
を
よ
く
よ
く
弁わ
き
ま

え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

と
、
た
ま
た
ま
一
人
の
女
が
一
頭
の
豚
を
駆
り
立
て
て
来
た
の
だ
が
、
こ
の
豚
、
女
の
思
い
通
り
に
な
ら
ず
、
あ
っ
ち
こ
っ
ち
好
き
勝

手
に
動
き
回
っ
た
の
で
、
堪
忍
袋
の
緒お

が
切
れ
た
女
は
豚
に
向
か
っ
て
金
切
り
声
で
が
な
っ
た
。「
え
え
ま
あ
、
悪
魔
の
と
こ
ろ
に
失
せ
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る
が
い
い
。
悪
魔
が
お
ま
え
を
ま
る
ご
と
持
っ
て
っ
て
く
れ
ま
す
よ
う
に
」。

　
「
聞
い
た
か
な
、
ご
同
輩
」
と
裁
判
官
が
悪
魔
に
呼
び
掛
け
た
。「
さ
っ
さ
と
引
っ
摑
ん
で
、
戴
い
ち
ま
え
よ
」。
け
れ
ど
も
悪
魔
の
返
辞

は
こ
う
。「
残
念
だ
け
ど
あ
の
ご
婦
人
が
言
っ
た
の
は
心
底
本
音
じ
ゃ
な
い
。
わ
た
し
が
あ
れ
の
豚
を
頂
戴
し
よ
う
も
の
な
ら
、
年
が
ら
年

中
恨
み
つ
ら
み
を
並
べ
立
て
る
こ
と
だ
ろ
う
。
わ
た
し
が
貰
っ
て
い
い
の
は
、心
底
本
音
で
わ
た
し
に
く
れ
て
や
ろ
う
っ
て
代
物
だ
け
さ
」。

　

そ
の
あ
と
す
ぐ
ま
た
似
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
女
と
子
ど
も
に
つ
い
て
起
こ
っ
た
。
子
ど
も
が
女
の
連
れ
て
行
こ
う
と
す
る
方
へ
歩
こ

う
と
し
な
い
の
で
、
こ
の
女
も
金
切
り
声
で
「
悪
魔
が
お
ま
え
を
攫さ
ら

っ
て
行
っ
て
、
そ
の
頸
を
ね
じ
っ
ち
ま
う
と
い
い
」
と
叫
ん
だ
も
の
。

「
聞
い
た
か
、
ご
同
輩
」
と
裁
判
官
が
ま
た
訊
い
た
。「
あ
の
子
は
お
ぬ
し
の
も
の
だ
。
心
底
本
音
で
、
お
ぬ
し
に
や
る
、
っ
て
言
っ
と
る

で
は
な
い
か
」。

　
「
い
い
や
、
と
ん
で
も
な
い
。
あ
れ
だ
っ
て
心
底
本
音
な
も
の
か
」
と
悪
魔
が
応
え
た
。「
わ
た
し
が
あ
の
言
葉
を
真
に
受
け
よ
う
も
の

な
ら
、
あ
の
女
は
ひ
ど
く
嘆
き
悲
し
ん
で
、
子
ど
も
を
手
放
す
こ
っ
ち
ゃ
な
い
さ
」。

　

次
に
二
人
が
見
た
の
は
女
だ
っ
た
が
、
ぎ
ゃ
あ
つ
く
喚わ
め

い
て
な
ん
と
も
か
と
も
行
儀
の
悪
い
子
ど
も
の
せ
い
で
へ
と
へ
と
に
な
っ
て
い

た
。
不
機
嫌
の
塊
に
な
っ
た
女
は
と
う
と
う
大
声
を
挙
げ
た
。「
ど
う
し
て
も
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
ん
だ
っ
た
ら
、
神
様
の
邪
よ
こ
し
ま

な
敵

の
奴
め
に
く
れ
て
や
る
、
こ
の
餓が

き鬼
ん
ち
ょ
」。

　
「
は
て
さ
て
。
今
度
も
あ
の
子
を
取
ら
な
い
の
か
ね
」
と
裁
判
官
は
不
思
議
で
堪
ら
ず
こ
う
訊
い
た
。「
わ
た
し
に
ゃ
あ
の
ぼ
う
ず
を
戴

く
権
限
は
あ
り
は
せ
ぬ
。
こ
の
女
は
十
プ
フ
ン
ト（

（（
（

、
い
や
百
プ
フ
ン
ト
、
い
や
い
や
千
プ
フ
ン
ト
貰
っ
た
っ
て
、
心
底
本
音
で
子
ど
も
を
わ
た

し
に
く
れ
っ
こ
な
い
。
わ
た
し
が
頂
戴
し
た
く
て
も
、
そ
り
ゃ
許
さ
れ
な
い
の
だ
。
だ
っ
て
、
あ
れ
は
女
の
心
底
本
音
じ
ゃ
な
い
か
ら
な
」。

　

と
こ
ろ
で
二
人
が
市
の
丁
度
真
ん
中
あ
た
り
に
来
た
時
、
そ
こ
は
ひ
ど
い
ご
っ
た
が
え
し
だ
っ
た
の
で
、
ち
ょ
っ
と
足
を
止
め
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
押
し
合
い
へ
し
合
い
の
中
を
通
り
抜
け
ら
れ
な
い
で
い
た
。
す
る
と
一
人
の
女
が
裁
判
官
に
気
付
い
た
。
こ
の
女
は
貧
し
く
、
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年
寄
り
で
、
病
人
、
そ
し

て
大
層
な
不
幸
を
背
負
っ

て
い
た
。
婆
さ
ん
は
大
き

な
声
で
泣
き
叫
び
始
め
、

並
み
居
る
民
衆
を
前
に
し

て
次
の
よ
う
に
烈
し
く
か

き
く
ど
い
た
。「
あ
ん
た

の
身
に
災
い
あ
れ
、
裁
判

官
。
あ
ん
た
が
こ
ん
な
に

金
持
ち
で
、
あ
た
し
が
こ

ん
な
に
貧
乏
だ
っ
て
こ
と

で
、
あ
ん
た
の
身
に
災
い

あ
れ
。
あ
ん
た
は
罪つ
み

咎と
が

の

無
い
あ
た
し
か
ら
、
神
様

と
人
間
の
慈
悲
に
背
い
て
、

あ
た
し
を
養
っ
て
く
れ
た

た
っ
た
一
匹
し
き
ゃ
い
な

い
牝
牛
を
取
り
上
げ
た
。
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こ
の
牝
牛
だ
け
が
あ
た
し
の
暮
ら
し
の
頼
り
だ
っ
た
ん
だ
。
神
様
が
、
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
こ
と（

（（
（

に
よ
っ
て
、
そ
し
て
、
人
間
皆
と
あ

た
し
た
ち
哀
れ
な
罪
び
と
の
た
め
に
お
引
き
受
け
に
な
っ
た
厳
し
い
悩
み
に
よ
っ
て
、
あ
た
し
の
お
願
い
を
叶
え
て
く
だ
さ
る
よ
う
、
神

様
に
切
に
切
に
お
縋す
が

り
す
る
よ
。
そ
の
お
願
い
っ
て
の
は
ね
、
あ
ん
た
の
体
と
魂
を
悪
魔
が
地
獄
へ
連
れ
て
っ
て
く
れ
ま
す
よ
う
に
、
っ

て
こ
と
さ
」。
こ
う
し
た
言
葉
に
対
し
て
裁
判
官
は
何
の
応
答
も
し
な
か
っ
た
が
、
悪
魔
が
せ
せ
ら
笑
っ
て
彼
を
こ
づ
き
、
こ
う
言
っ
た
。

「
ほ
ら
ほ
ら
、
裁
判
官
、
こ
れ
こ
そ
心
底
本
音
な
の
さ
。
す
ぐ
に
そ
の
こ
と
を
分
か
ら
せ
て
進
ぜ
よ
う
」。
そ
う
し
て
悪
魔
は
鉤か
ぎ

爪づ
め

を
伸
ば

し
、
裁
判
官
の
髪
の
毛
を
引
っ
摑
む
と
、
も
ろ
と
も
に
宙
に
消
え
失
せ
た
。
猛も
う
き
ん禽
が
鶏
を
攫
う
よ
う
に
。
並
み
居
る
人
人
は
び
っ
く
り
仰

天
、
賢
い
男
た
ち
は
こ
ん
な
教
訓
を
述
べ
た
も
の
。

　
　
　
　
　
「
悪
魔
と
交
際
な
さ
る
と
は
、

　
　
　
　
　

賢
く
な
い
な
、
市
参
事
殿（

（（
（

。

　
　
　
　
　

悪
魔
と
一
緒
に
う
ろ
つ
き
た
が
る
と
、

　
　
　
　
　

ひ
ど
い
報
い
を
受
け
る
も
の
」。

　
　

解
題

　
　

ラ
ス
ベ
ル
ク
男
爵
ヨ
ー
ゼ
フ
（
一
七
七
〇―

一
八
五
五
）
編
『
歌
の
広
間
─
─
古
き
ド
イ
ツ
の
詩
集
成
』Joseph�Freiherr�v.�Laßberg:�Liedersaal, das ist 

Sam
m

lung altdeutscher G
edichte,4�Bde.,�（820-25,�Bd.�II.�S.349�

に
よ
る
。

　
　

Ａ
Ｔ
一
一
八
六
「
心
底
本
音
で
。
攫
わ
れ
た
裁
判
官
（
悪
魔
と
代
言
人
）」W

ith�his�W
hole�H

eart.�T
he�judge�carried�off.�

（T
he�D

evil�and�the�A
dvocate.

）�

、
Ａ
Ｔ
Ｕ
一
一
八
六
「
悪
魔
と
法
律
家
」T

he�D
evil�and�the�Law

yer�

。

　
　

原
題D

er R
ichter und der T

eufel.
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一
九　

椋
鳥
と
小
さ
な
湯
船　

　

森
の
中
の
と
あ
る
旅は
た
ご籠
屋
の
前
に
騎

馬
の
立
派
な
青
年
が
乗
り
つ
け
る
と
、

戸
口
か
ら
一
人
の
愛
ら
し
い
少
女
が
歩

み
出
て
、
淑
や
か
に
挨
拶
し
、
ご
所
望
は
、

と
訊
い
た
。
冷
た
い
葡
萄
酒
を
一
杯
求

め
る
と
、
乙
女
は
そ
れ
を
持
参
し
た
。

し
か
し
騎
馬
の
青
年
に
飲
ま
せ
る
前
に
、

少
女
は
朱
唇
を
軽
く
浸
し
て
毒
見
を
済

ま
せ
、
そ
れ
か
ら
飲
み
物
を
勧
め
た
。

彼
が
飲
ん
で
い
る
間
に
、
こ
の
家
の
女

主
人
が
姿
を
現
し
た
。
こ
れ
は
茶
褐
色

の
顔
を
し
た
不
快
な
風
采
の
醜
い
女
。

騎
馬
の
男
が
言
う
に
は
「
や
あ
、
お

内か

み儀
さ
ん
。
あ
ん
た
は
ま
こ
と
に
愛
ら

し
い
娘
さ
ん
を
お
持
ち
だ
な
。
さ
よ
う

で
は
あ
る
ま
い
か
」。
─
─
「
い
い
え
え
、
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旦
那
様
」
と
女
主
人
は
返
辞
。「
こ
の
女
の
子
は
て
ま
え
の
娘
な
ん
か
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
養
い
子
で
し
て
、
両ふ
た
お
や親
も
生
ま
れ
故
郷
も

あ
り
ま
せ
ん
。
可
哀
そ
う
だ
と
思
い
ま
し
て
ね
、
引
き
取
っ
た
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
」。

　

騎
馬
の
男
は
綺
麗
な
少
女
が
い
と
お
し
く
な
り
、
馬
か
ら
下
り
る
と
、
一
夜
の
宿
を
求
め
た
。
そ
れ
か
ら
、
少
女
に
洗せ
ん
ぞ
く足
の
湯
の
仕
度

を
頼
ん
だ
。
こ
の
子
と
言
葉
を
交
わ
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
旅
籠
の
女
主
人
は
少
女
に
、
庭
へ
行
っ
て
、
足
湯
の
た
め
に
迷ま
ん
ね
ん
ろ
う

迭
香
と（

（（
（

立た
ち

麝じ
ゃ
こ
う香
草そ
う

と（
（（
（

マ
ヨ
ラ
ナ（

（（
（

を
摘
む
よ
う
言
い
付
け
た
。
少
女
は
い
そ
い
そ
と
こ
れ
に
従
い
、
行
っ
て
薬
草
を
手た

お折
り
に
か
か
っ
た
。
す
る
と

一
羽
の
椋
鳥（

（（
（

が
傍
の
小
さ
い
潅
木
の
上
に
飛
ん
で
来
て
、
囀
り
啼
い
て
こ
う
語
る
。「
あ
あ
、
切
な
い
な
、
花
嫁
さ
ん
。
あ
な
た
は
、
若

様
の
足
を
小
さ
な
湯
船
で
洗
え（

（（
（

、
と
言
わ
れ
た
ね
。
あ
な
た
は
こ
れ
に
入
れ
ら
れ
て
こ
こ
へ
運
ん
で
来
ら
れ
た
の
。
父
君
様
は
ご
心
労
で

お
亡
く
な
り
、
母
上
様
は
あ
な
た
を
想
い
、
悶
え
死
に
を
な
さ
り
そ
う
。

　
　
　
　
　

あ
あ
、
切
な
い
な
、
花
嫁
さ
ん
、
み
な
し
ご
さ
ん
は
知
ら
な
い
の
、

　
　
　
　
　

父
様
、
母
様
、
だ
れ
な
の
か（

（（
（

」。

　

温
順
な
少
女
は
こ
れ
を
聞
い
て
び
っ
く
り
仰
天
、
悲
し
く
て
堪
ら
な
く
な
り
、
涙
な
が
ら
に
小
さ
な
可
愛
い
湯
船
に
洗
足
の
湯
の
用
意

を
す
る
と
、
階
段
を
上
が
っ
て
、
若
い
騎
士
が
待
ち
受
け
て
い
る
部
屋
に
そ
れ
を
運
ん
で
行
っ
た
。
彼
女
が
泣
い
て
い
る
の
を
見
た
青
年

は
訊
い
た
。「
な
ぜ
泣
い
て
る
の
、
世
に
も
綺
麗
な
娘
さ
ん
。
こ
の
わ
た
し
と
で
は
楽
し
く
な
ん
か
な
れ
な
い
の
」。

　
「
ど
う
し
て
楽
し
く
な
れ
ま
し
ょ
う
」
と
こ
ち
ら
は
泣
き
泣
き
言
葉
を
返
す
。「
あ
た
く
し
が
泣
い
て
い
ま
す
の
は
、
あ
の
椋
鳥
が
囀
り

啼
い
た
こ
と
で
す
の
。
下
の
お
庭
で
若
様
の
洗
足
の
た
め
に
薬
草
を
摘
ん
で
い
ま
し
た
そ
の
時
に
。
椋
鳥
は
こ
う
啼
き
ま
し
た
。『
あ
あ
、

切
な
い
な
、
花
嫁
さ
ん
。
あ
な
た
は
、
若
様
の
足
を
小
さ
な
湯
船
で
洗
え
、
と
言
わ
れ
た
ね
。
あ
な
た
は
こ
れ
に
入
れ
ら
れ
て
こ
こ
へ
運
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ん
で
来
ら
れ
た
の
。
父
君
様
は
ご
心
労
で
お
亡
く
な
り
、
母
上
様
は
あ
な
た
を
想
い
、
悶
え
死
に
を
な
さ
り
そ
う
。

　
　
　
　
　

あ
あ
、
切
な
い
な
、
花
嫁
さ
ん
、
み
な
し
ご
さ
ん
は
知
ら
な
い
の
、

　
　
　
　
　

父
様
、
母
様
、
だ
れ
な
の
か
』」。

　

そ
こ
で
若
様
が
そ
の
小
さ
な
湯
船
を
見
る
と
、
そ
こ
に
見
え
た
の
は
ラ
イ
ン
河
畔
の
国
王
の
紋
章
。
途
方
も
な
く
驚
い
て
、
叫
ぶ
に
は

「
こ
れ
ぞ
わ
が
父
上
の
紋
章
盾
の
図
柄
で
は
な
い
か
。
ど
う
し
て
か
よ
う
な
浴
槽
が
か
よ
う
に
い
ぶ
せ
き
旅
籠
屋
に
」。

　

す
る
と
外
か
ら
一
羽
の
鳥
が
こ
つ
こ
つ
窓
を
つ
つ
い
て
啼
い
た
。
こ
れ
は
ま
た
も
や
あ
の
椋
鳥
。「
こ
の
小
さ
な
湯
船
に
入
れ
ら
れ
て

こ
の
子
は
こ
こ
へ
運
ば
れ
た
。

　
　
　
　
　

あ
あ
、
切
な
い
な
、
花
嫁
さ
ん
、
み
な
し
ご
さ
ん
は
知
ら
な
い
の
、

　
　
　
　
　

父
様
、
母
様
、
だ
れ
な
の
か
」。

　

そ
の
時
若
様
は
少
女
の
頸
に
あ
る
母ぼ

斑は
ん

を
見
つ
け
、
喜
ん
で
大
声
を
挙
げ
た
。「
あ
あ
、
神
様
の
お
恵
み
を
、
世
に
も
綺
麗
な
娘
さ
ん
。

そ
な
た
は
わ
た
し
の
い
と
し
い
妹
。
そ
な
た
の
父
君
は
ラ
イ
ン
河
畔
の
国
王
だ
っ
た
。
母
君
の
名
は
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ネ
。
わ
た
し
の
名
前

は
コ
ン
ラ
ー
ト
。
わ
た
し
は
そ
な
た
の
双
子
の
兄
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
こ
の
心
臓
は
そ
な
た
に
対
し
て
あ
れ
ほ
ど
の
烈
し
い
愛
を
感
じ
た

の
だ
。
初
め
て
そ
な
た
を
見
た
折
す
ぐ
に
」。

　

そ
こ
で
彼
ら
は
お
互
い
の
頸
っ
玉
に
か
じ
り
付
き
、
二
人
な
が
ら
さ
め
ざ
め
と
泣
き
、
跪
ひ
ざ
ま
ず

い
て
神
様
に
お
礼
を
申
し
上
げ
、
一
晩
中
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情
細
や
か
に
語
り
合
っ
た
。
夜
が
明
け
初
め
る
と
旅
籠
の
女
主
人
が
扉
の
外
か

ら
声
を
張
り
上
げ
、
皮
肉
た
っ
ぷ
り
に
こ
う
ど
な
っ
た
。「
起
き
な
、
起
き
な

よ
、
お
若
い
花
嫁（

（（
（

、
奥
さ
ん
の
お
部
屋
を
掃
除
し
な
」。
し
か
し
こ
れ
に
応
え

た
の
は
コ
ン
ラ
ー
ト
殿
の
声
。「
こ
の
子
は
お
若
い
花
嫁
で
も
な
け
り
ゃ
、
お

内か

み儀
の
部
屋
の
掃
除
も
せ
ぬ
ぞ
。
お
内
儀
、
あ
ん
た
は
手
ず
か
ら
わ
れ
ら
に

朝モ
ル
ゲ
ン
ヴ
ァ
イ
ン

の
葡
萄
酒
を（

（（
（

持
っ
て
参
れ
」。
女
主
人
が
朝
の
葡
萄
酒
を
持
っ
て
部
屋
に
入

っ
て
来
る
と
、
コ
ン
ラ
ー
ト
殿
は
問
い
糺た
だ

し
た
。「
そ
の
ほ
う
、
何な
ん
ぴ
と人
の
手
か

ら
、
ま
た
、
い
ず
こ
か
ら
、
こ
の
高
貴
な
乙
女
を
引
き
取
っ
た
の
だ
。
こ
れ
な

る
は
さ
る
国
王
の
息
女
に
し
て
わ
が
は
ら
か
ら
な
る
ぞ
」。

　

女
主
人
は
壁
の
漆し
っ
く
い喰
の
よ
う
に
蒼
白
に
な
り
、
が
た
が
た
震
え
な
が
ら
跪
い

た
が
、
一
言
も
し
ゃ
べ
ら
な
か
っ
た
。
け
ど
そ
の
必
要
も
な
か
っ
た
の
。
な
に

せ
あ
の
椋
鳥
が
ま
た
し
て
も
窓
辺
に
止
ま
っ
て
、
女
主
人
の
悪
事
を
ば
ら
し
て

く
れ
た
の
で
。
鳥
が
歌
っ
た
は
こ
ん
な
唄
。「
園そ
の

生ふ

の
緑
の
草
の
中
、
小
さ
な

湯
船
に
い
た
い
け
な
子
ど
も
が
座
っ
て
お
り
ま
し
た
。
片
時
侍
女
が
離
れ
た
ら
、

こ
の
邪
よ
こ
し
ま

な
漂
泊
の
女（

（（
（

が
そ
こ
な
湯
船
ご
と
こ
の
子
を
攫
っ
て
逃
げ
た
の
で

す
」。

　

こ
う
聞
か
さ
れ
て
憤
激
し
た
コ
ン
ラ
ー
ト
殿
は
佩は
い

剣け
ん

を
す
ら
り
と
腰
か
ら
引

き
抜
い
た
。
剣
は
女
主
人
の
両
耳
を
片
方
か
ら
片
方
ま
で
貫
い
た
。
そ
れ
か
ら



140

武蔵大学人文学会雑誌　第 41 巻第 1号

王
子
は
世
に
も
麗
し
い
は
ら
か
ら
に
雅
や
か
に
接く
ち
づ
け吻
を
し
て
、
湯
船
を
手
に
し
、
乙
女
の
雪
白
の
手
を
取
っ
て
家
か
ら
外
へ
連
れ
出
す
と
、

妹
を
鞍
に
押
し
上
げ
た
。
小
さ
な
湯
船
は
乙
女
が
膝
に
抱
え
て
運
ぶ
こ
と
に
な
り
、
そ
の
肩
に
は
椋
鳥
が
止
ま
る
。
こ
う
し
て
や
が
て
一

行
は
ラ
イ
ン
河
畔
の
王
城
に
駒
を
乗
り
つ
け
た
。
王
城
を
支
配
す
る
の
は
母
親
の
王
妃
で
、
皆
が
城
門
に
入
っ
て
来
る
と
、
折
し
も
迎
え

に
現
れ
て
訝い
ぶ
か

し
そ
う
に
訊
い
た
も
の
。「
あ
ら
あ
ら
、
こ
よ
な
く
い
と
し
い
わ
た
し
の
息
子
。
お
連
れ
の
乙
女
は
ど
う
い
う
お
方
。
小
さ

い
湯
船
を
お
持
ち
だ
ね
。
ま
る
で
赤
ち
ゃ
ん
が
い
る
み
た
い
」。

　
「
お
お
、
こ
よ
な
く
い
と
し
い
わ
が
母
上
」
と
若
い
王
子
は
返
辞
し
た
。「
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
こ
の
お
子
は
そ
こ
い
ら
へ
ん
の
娘
じ
ゃ
な

く
て
、
ご
息
女
ゲ
ル
ト
ラ
ウ
ト
で
す
。
こ
こ
な
湯
船
に
入
っ
た
ま
ま
母
上
様
か
ら
攫
わ
れ
た
」。
そ
こ
で
姫
君
が
鞍
か
ら
下
り
れ
ば
、
王

妃
は
ど
っ
と
込
み
上
げ
る
歓
喜
の
あ
ま
り
気
絶
し
て
、
子
ら
に
抱
か
れ
て
正
気
に
戻
る
。
椋
鳥
は
こ
う
歌
っ
た
も
の
。「
今
日
で
丁
度

十
八
年
、
王
女
様
が
湯
船
に
入
っ
た
ま
ん
ま
ラ
イ
ン
を
越
え
て
運
ば
れ
て
か
ら
」。
そ
う
椋
鳥
は
歌
っ
た
が
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
も
続
け

た
の
。

　
　
　
　
　
「
耳
が
痛
い
よ
、
漂
泊
の
女
、

　
　
　
　
　

も
う
子
ど
も
ら
を
盗
め
な
い
」。

　

さ
て
姫
君
は
黄き

ん金
細ざ
い
く工
師し

を
呼
び
寄
せ
て
、
黄
金
の
格
子
を
鋳
て
も
ら
い
、
湯
船
の
口
に
取
り
付
け
た
。
そ
う
し
て
例
の
椋
鳥
を
中
に

入
れ
る
と
、
末
永
く
鳥
の
世
話
を
し
ま
し
た
と
さ
。
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解
題

　
　

出
典
は
、
あ
る
民
謡
に
よ
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

原
型
は
、
ア
ヒ
ム
・
フ
ォ
ン
・
ア
ル
ニ
ム
／
ク
レ
メ
ン
ス
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
編
『
少
年
の
魔
法
の
角
笛
』（
一
八
〇
六―

〇
八
）A

chim
�von�A

rnim
�und�Clem

ens�
Brentano:�D

es K
naben W

underhorn

に
あ
る
「
椋
鳥
と
小
さ
な
湯
船
」D

er�Staar�

（=�Star

）�und�das�Badw
ännelein�

。
し
か
し
な
が
ら
ど
う
や
ら
全
然
民
謡

で
は
な
く
、
ク
レ
メ
ン
ス
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
民
謡
調
で
書
い
た
詩
と
思
わ
れ
る
。
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
少
少
色
を
付
け
、
更
に
数
箇
所
を
子
ど
も
向
き
に
書
き
換
え
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
少
女
が
お
気
に
召
し
た
王
子
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
場
合
、
宿
の
女
主
人
に
向
か
っ
て
こ
う
言
う
。「
あ
の
娘こ

を
わ
た
し
に
一
夜
貸
す
つ
も
り
に
な

っ
て
く
れ
る
な
ら
、
黄こ

金が
ね

を
そ
な
た
に
与
え
よ
う
」W

ollt�ihr�m
ir�sie�leihen�für�eine�N

acht,�/�So�w
ill�ich�Euch�geben�des�Goldes�M

acht.

と
。
ま
た
、
部

屋
へ
や
っ
て
来
た
少
女
が
悲
し
ん
で
い
る
の
で
、
不
興
に
な
っ
た
王
子
は
こ
う
も
言
う
。「
お
や
お
や
、
わ
た
し
の
花
嫁
さ
ん
、
一
体
何
を
泣
い
て
る
の
。
わ
た
し
が
夫

じ
ゃ
い
け
な
い
の
」A

ch,�m
eine�Braut,�w

as�w
einst�du�dann?�/�Bin�ich�dir�nicht�gut�für�einen�M

ann?�

。

　
　

Ａ
Ｔ
、
Ａ
Ｔ
Ｕ
九
三
八
＊
「
結
婚
し
よ
う
と
し
た
奴
隷
娘
が
近
親
者
で
あ
る
こ
と
を
発
見
す
る
主
人
」M

aster�D
iscovers�T

hat�the�Slave�Girl�H
e�W

ants�to�
M

arry�is�a�near�Relative�

。

　
　

原
題Star und Badew

ännlein.
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二
〇　

こ
ろ
こ
ろ
と
丸
っ
こ
い
二
人
の
粉
挽
き　

　

昔
む
か
し
一
人
の
粉
挽
き(（（

(

が
い
た
。
自
体
と
っ
て
も
逞た
く
ま

し
く
肥
っ
た
体
の
持
ち
主
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
刀
剣
の
切
っ
た
り

突
い
た
り
や
、
弩
い
し
ゆ
み

用
の
太ふ
と

箭や

・
長ち
ょ
う

弓き
ゅ
う

の
矢
か
ら
も
身
を
守
れ
る
よ
う
に
し
た
か
っ
た
か
ら
、
な
ん
と
も
奇
妙
奇き

天て

烈れ
つ

な
装
束
に
く
る

ま
っ
た
。
な
に
よ
り
も
先
ず
第
一
に
胴
着(（（

(

を
作
ら
せ
た
が
、
こ
れ
の
裏
地
に
し
た
の
は
石
灰
と
砂
。
く
っ
つ
け
る
た
め
に
溶
か
し
た
樹き

脂や
に

を(（（

(

流
し
込
ん
だ
。
背
中
の
覆
い
に
し
た
の
は
幾
つ
か
の
堡ほ
う
ら
ん籃
、(（（

(

前
に
張
っ
た
の
は
使
い
古
し
の
卸お
ろ
し

金が
ね

と
鉄
製
の
壷
の
蓋
。
そ
こ
で
胴
着

は
そ
の
昔
戦
仕
度
を
調
え
た
騎
士
が
着
用
し
た
極
め
て
重
い
胸
甲
と
背
甲
よ
り
も
重
く
な
っ
た
。

　

さ
て
、
そ
の
上
に
、
こ
の
粉
挽
き
、
三
枚
の
襯し
ゃ

子つ

を
着
込
ん
だ
も
の
。
そ
れ
か
ら
胴
着
の
下
に
は
本
物
の
鎖
帷か
た
び
ら子
を（

（（
（

纏
い
、
襯
子
の
上

に
も
更
に
鎖
帷
子
を
一
着
、
そ
れ
か
ら
そ
の
上
に
九
枚
の
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
地
方
の
毛
織
工
が
今
日
で
も
生
産
し
て
い
る
よ
う
な（

（（
（

粗ロ

ー

デ

ン

織
羊
毛
地
の
上
着
を
羽
織
っ
た
。
粉
挽
き
が
こ
う
し
た
堂
堂
た
る
衣
服
の
堡
塁
を
体
に
廻め
ぐ

ら
し
て
立
ち
出
で
る
─
─
そ
う
そ
う
、
そ
の

際
四
本
以
上
の
古
い
革
洋ズ
ボ
ン袴
を
重
ね
履
き
し
て
脚
部
を
保
護
し
た
─
─
と
、
ま
こ
と
に
堂
堂
と
し
た
こ
ろ
こ
ろ
と
丸
っ
こ
い
や
っ
こ
さ
ん

に
あ
い
な
り
、
身
幅
は
背
丈
と
同
様
な
の
で
、
ま
さ
に
玉
っ
こ
ろ
そ
の
も
の
と
い
う
し
か
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
市
門（

（（
（

の
出
入
り
も
無
理
を
せ
ず
に
は
ほ
と
ん
ど
で
き
ず
、
身
動
き
す
ら
も

ま
ま
な
ら
ず
、
同
行
の
友
人
た
ち
が
引
っ
張
っ
た
り
押
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

で
、
例
年
聖
ザ
ン
ク
ト

オ
ス
ヴ
ァ
ル
ト（

（（
（

の
教
会
堂
開
基
祭（

（（
（

［
大お
お
い
ち市
］
に
出
掛
け
て
、
皆
の
前
に
姿
を

見
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
物
の
具
に
身
を
固
め
、
得
物
を
携
え
、
荷
車
に
乗
っ
て

赴
い
た
。
車
を
牽
く
の
は
四
頭
の
強
壮
な
牡
牛
で
、
そ
の
後
か
ら
粉
挽
き
の
在
所
の
百
姓
衆

が
総
出
で
女
房
子
ど
も
を
引
き
連
れ
て
歩
い
て
行
っ
た
。
そ
し
て
、
敵
が
出
現
す
る
た
び
、
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要
塞
や
砦と
り
で

に
隠
れ
る
よ
う
に
、
粉
挽
き
殿
の
背
後
に
潜
り
込
ん
だ
も
の
。
粉
挽
き
は
二
筋
の
槍
と
一
挺ち
ょ
う

の
弩
い
し
ゆ
み

で（
（（
（

武
装
、
腰
に
は
男
の

身
の
丈（

（（
（

ほ
ど
も
あ
る
両
手
持
ち
の
剣（

（（
（

を
一
振
り
吊
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
傍
ら
に
は
一
張
り
の
長
弓（

（（
（

と
矢
筒
が
一
腰
置
い
て
あ
っ
た
。

　

こ
ろ
こ
ろ
と
丸
っ
こ
い
粉
挽
き
が
荷
車
と
四
頭
の
牡
牛
と
と
も
に
、
街
道
が
山
越
え
に
な
っ
て
い
る
さ
る
高た
か

処み

ま
で
来
る
と
、
い
つ
も

そ
こ
で
何
人
か
の
従
兄
弟
た
ち
が
妻
子
を
連
れ
て
待
ち
構
え
て
お
り
、
車
を
上
に
押
し
上
げ
る
の
に
手
を
貸
す
の
だ
っ
た
。
こ
の
時
に
車

の
前
に
更
に
ま
た
六
頭
の
牡
牛
が
先
牽
き
と
し
て
付
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
や
っ
と
こ
す
っ
と
こ
、
夥
し
い
汗
を
流
し
て
一
同
粉
挽
き
を

て
っ
ぺ
ん
ま
で
運
ん
だ
。
山
の
向
こ
う
側
を
下
る
段
に
な
る
と
今
度
は
、
こ
ろ
こ
ろ
と
丸
っ
こ
い
の
が
ま
っ
さ
か
さ
ま
に
す
っ
て
ん
こ
ろ

り
ん
し
な
い
よ
う
、
で
き
る
っ
た
け
制
動
機
を
掛
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
て
一
族
一
党
が
粉
挽
き
を
目
的
地
に
到
着
さ
せ
る
と
、

中
身
の
詰
ま
っ
た
大
酒
樽
み
た
い
に
、
幾
つ
も
の
梯
子
や
梃て

こ子
の
助
け
を
借
り
、
車
か
ら
運
び
下
ろ
さ
れ
た
し
だ
い
。
そ
れ
か
ら
一
同
は

そ
の
周
囲
に
群
れ
集つ
ど

っ
た
。
た
い
て
い
は
ペ
リ
シ
テ
人
が
ゴ
リ
ア
テ（

（（
（

を
前
面
に
押
し
立
て
た
よ
う
に
そ
の
後
ろ
に
。

　

さ
て
こ
う
な
る
と
こ
の
丸
っ
こ
い
小
麦
袋
は
大
層
強
く
、
か
つ
、
大
胆
不
敵
な
人
間
で
あ
る
こ
と
を
発
揮
。
こ
ん
な
話
が
あ
る
。
競
技

者
が
、
片
方
は
剣
の
先
端
に
林
檎
を
、
も
う
片
方
は
梨
を
載の

っ
け
て
争
う
気
晴
ら
し
試
合（

（（
（

で
、
大
喧
嘩
が
起
こ
っ
た
時
、
雹
が
ざ
ざ
っ
と

穀
物
畑
に
降
り
注
ぐ
よ
う
に
群
集
の
真
っ
只
中
に
殴
り
込
み
、
大
勢
の
百
姓
衆
を
ひ
ど
い
目
に
遭
わ
せ
た
。
け
れ
ど
も
頑
丈
で
力
持
ち
の

敵
が
一
人
向
か
っ
て
来
て
、
粉
挽
き
目
掛
け
て
し
た
た
か
な
一
撃
を
喰
ら
わ
せ
た
の
で
、
被
っ
て
い
た
鉄
兜か
ぶ
と

が
た
ち
ど
こ
ろ
に
地
面
に

落
ち
、
そ
れ
を
見
て
い
た
並
み
居
る
一
同
、
頭
が
そ
れ
と
一
緒
に
胴
体
か
ら
吹
っ
飛
ん
じ
ま
っ
た
、
と
思
っ
た
ほ
ど
。
し
か
し
丸
っ
こ
い

闘
士
は
、
相
手
が
下
が
っ
て
身
構
え
た
時
、
素
早
く
頭
を
兜
か
ら
抜
い
て
、
高
い
頸け
い

甲こ
う

の（
（（
（

下
へ
引
っ
込
め
て
お
い
た
の
で
あ
っ
て
、
今
度

は
敵
に
一
発
お
見
舞
い
し
、
こ
れ
が
相
手
の
頸
に
深
深
と
入
っ
た
。
草
刈
り
人
の
大
鎌
が
牧
草
を
ざ
っ
く
り
や
る
よ
う
に
。
そ
こ
で
だ
れ

も
が
、
英
雄
譚
で
読
む
よ
う
な
勲い
さ
お

し
で
す
ら
戯
れ
ご
と
に
し
か
見
え
な
い
、
こ
の
膂り
ょ

力り
ょ
く

無
双
の
男
に
恐
れ
を
な
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
近
隣
に
も
う
一
人
粉
挽
き
が
い
て
、
こ
れ
も
同
様
逞
し
く
て
で
っ
か
く
、
同
様
こ
ろ
こ
ろ
と
丸
っ
こ
く
、
こ
れ
ま
た
た
っ
ぷ
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り
裏
打
ち
を
し
た
金
属
張
り
の
胴
着
を
着
込
ん
で
い
た
。
で
、
ど
ち
ら
も
相
手
が
我
慢
で
き
な
か
っ
た
。
な
に
し
ろ
、
ど
ち
ら
も
負
け
ず

劣
ら
ず
だ
っ
た
か
ら
。
二
人
が
お
互
い
啀い
が

み
合
う
こ
と
も
う
十
年
に
も
及
ん
で
い
た
。
彼
ら
が
赴
く
献
堂
式（

（（
（

［
大
市
］
の
た
び
鉢
合
わ
せ

を
し
、
口
喧
嘩
や
ら
武
器
を
執
っ
て
の
闘
い
や
ら
を
や
ら
か
し
た
わ
け
。
で
も
ど
ち
ら
も
相
手
を
や
っ
つ
け
ら
れ
ず
、
と
も
に
三
舎
を
避

け
る
敵か
た
き

同
士
の
ま
ま
だ
っ
た
。
粉
挽
き
の
一
方
に
は
息
子
が
一
人
あ
り
、
も
う
一
方
に
は
娘
が
一
人
あ
っ
て
、
こ
の
両
人
は
お
互
い
同

士
、
父
親
同
士
が
憎
み
合
っ
て
い
る
の
と
同
じ
く
ら
い
愛
し
合
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
葛
藤
は
な
お
さ
ら
烈
し
く
な
っ
た
の
だ
が
、
と
う
と

う
温
厚
で
物
分
り
の
良
い
友
人
た
ち
が
仲
に
入
り
、
二
人
の
粉
挽
き
に
、
朋
友
に
な
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
を
結
婚
さ
せ
る
よ
う
、
こ
ん
こ

ん
と
説
い
た
。

　

二
人
の
粉
挽
き
が
同
盟
を
結
ん
だ
、
し
か
も
自
分
ら
の
子
ど
も
た
ち
を
夫め
お
と婦
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
の
噂
が
国
中
に
広
ま
る
と
、

ど
う
に
も
不
安
、
心
配
で
堪
ら
ぬ
、
と
ど
こ
で
も
か
し
こ
で
も
は
ら
は
ら
、
ど
き
ど
き
。
だ
っ
て
、
よ
ろ
し
い
か
な
、
二
人
の
真
ん
丸
な

の
が
、
近
間
に
や
っ
て
来
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
二
つ
の
碾ひ

き
臼
み
た
い
に
そ
の
間
で
擂す

り
潰
し
ち
ま
う
だ
ろ
う
と
は
、
だ
れ
に
だ
っ
て

分
か
り
き
っ
た
こ
と
だ
っ
た
か
ら
ね
。

　

そ
れ
に
こ
う
な
る
と
、
片
っ
ぽ
の
粉
挽
き
に
近
づ
こ
う
も
の
な
ら
、
す
ぐ
に
も
う
片
っ
ぽ
と
関
わ
り
合
い
に
な
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。

ど
ん
な
王
侯
貴
族
だ
っ
て
こ
ん
な
二
つ
の
胴
着
に
は
太
刀
打
ち
で
き
な
い
。
な
ぜ
っ
て
ど
っ
ち
の
粉
挽
き
も
真
ん
丸
な
山
城
み
た
い
な
も

の
。
取
り
囲
ん
で
も
兵
糧
攻
め
に
は
で
き
っ
こ
な
い（

（（
（

。
だ
っ
て
、
こ
い
つ
ら
は
胴
着
の
下
に
少
な
か
ら
ぬ
粉メ

ッ

ツ

ェ

挽
き
料
金
［
＝
量メ

ッ

ツ

ェ

目
の
穀
物
］（

（（
（

を
貯
え
て
い
て
、
こ
れ
を
食
い
潰
す
に
は
随
分
年
月
が
掛
か
る
だ
ろ
う
、
て
な
あ
ん
ば
い
だ
か
ら
ね
。
さ
て
、
こ
の
二
人
の
無
敵
の
勇
士

は
か
よ
う
に
雄
雄
し
か
っ
た
の
で
、
皇
帝（

（（
（

御お
ん

自
ら
で
さ
え
連
中
を
征
服
し
よ
う
と
し
た
ら
と
て
も
骨
が
折
れ
た
だ
ろ
う
が
、
二
人
が
そ
の

大
層
な
腕
力
を
帝
国
の
敵
に
振
り
向
け
、
手
当
・
報
酬
な
ん
ぞ
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
欲
し
が
ら
ず
、
望
ん
だ
の
は
た
だ
闘
い
争
う
名
誉
だ
け

だ
っ
た
の
は
、
ま
ず
ま
ず
よ
し
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
て
、
二
人
の
唯
一
の
嘆
き
は
、
自
分
た
ち
の
評
判
が
ま
こ
と
あ
ま
ね
く
広
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ま
っ
て
し
ま
い
、
だ
れ
も
が
恐
れ
を
な
し
て
い
る
た
め
、
敵
の
姿
を
目
に
す
る
こ
と
な
く
、
数あ
ま
た多
の
日に
っ

子し

を
費
や
し
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
だ
け
だ
っ
た
。

　

こ
の
二
人
の
こ
ろ
こ
ろ
と
丸
っ
こ
い
粉
挽
き
は
、
同
盟
を
結
ん
で
こ
の
か
た
た
く
さ
ん
の
勇
猛
果
敢
な
偉
業
を
成
し
遂
げ
た
。
粉
挽
き

た
ち
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
こ
う
し
た
偉
業
や
冒
険
の
数
数
を
書
き
物
に
す
る
と
す
れ
ば
、
聖
書
や
世
界
年
代
記（

（（
（

の
二
倍
も
厚
い
本
に
な

る
こ
と
だ
ろ
う
。
粉
挽
き
た
ち
は
ま
た
古
謡
や
古
譚
が
物
語
る
英
雄
た
ち
を
ひ
っ
く
る
め
た
よ
り
も
多
く
の
奇
蹟
を
も
行
っ
た
。
と
ど
の

つ
ま
り
二
人
は
地
球
の
裏
の
世
界
の
果
て
に
あ
る
さ
る
荒
野
に
住
ま
い
を
定
め
た
。
連
中
が
死
ん
じ
ゃ
っ
て
は
い
な
い
な
ら
、
い
ま
だ
に

生
き
て
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　

解
題

　
　

ラ
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二
一　

三
枚
の
羽　

　

あ
る
男
に
息
子
が
授
か
っ
た
の
で
、
男
が
こ
の
子
の
洗
礼
式
に
立
ち
会
っ
て
く
れ
る
代パ
ー
テ父
を（

（（
（

探
し
た
と
こ
ろ
、
綺
麗
な
少
年
を
見
つ
け

た
。
す
ぐ
に
男
の
心
は
こ
の
少
年
が
い
と
お
し
く
て
堪
ら
な
く
な
っ
た
。
で
、
願
い
事
を
話
す
と
、
そ
の
綺
麗
な
少
年
は
喜
ん
で
一
緒
に

来
て
く
れ
、
子
ど
も
を
聖
水
盤
か
ら
抱
き
上
げ
て
、
代
父
の
ご
祝
儀
と
し
て
白
い
若
駒
を
贈
っ
て
く
れ
た
。
さ
て
こ
の
少
年
は
た
れ
あ
ろ

う
、
わ
れ
ら
が
主し
ゅ

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　

聖
水
盤
の
中
で
ハ
イ
ン
リ
ヒ
と
命
名
さ
れ
た
男
の
子
は
す
く
す
く
と
成
長
し
て
父
親
と
母
親
の
喜
び
の
種
だ
っ
た
が
、
や
が
て
青
春
期

に
達
す
る
と
、
こ
の
ま
ま
故
郷
に
は
も
う
い
た
く
な
い
、
遠
く
へ
偉
業
と
冒
険
を
求
め
て
旅
立
ち
た
い
、
と
い
う
気
に
な
っ
た
。
そ
こ
で

両
親
に
暇い
と
ま

を
告
げ
る
と
、
見
知
ら
ぬ
少
年
が
代
父
の
ご
祝
儀
と
し
て
贈
っ
て
く
れ
た
仔こ

馬う
ま

に
、
こ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の
値
打
ち
物
か
露
知

ら
ぬ
ま
ま
、
鞍
を
置
い
て
ま
た
が
り
、
元
気
潑は
つ
ら
つ溂
、
意
気
揚
揚
と
騎
馬
で
世
間
に
乗

り
出
し
た
。
あ
る
日
の
こ
と
、
と
あ
る
森
の
中
を
通
っ
て
い
る
と
、
な
ん
と
ね
、
す

ぐ
道
端
に
孔く

雀じ
ゃ
く

の
拡
げ
た
尾
羽
か
ら
抜
け
た
よ
う
な
羽
が
一
本
落
ち
て
い
た
。
太

陽
が
そ
の
羽
を
照
ら
し
て
い
る
の
で
、
多
彩
な
色
合
い
が
素
晴
ら
し
く
輝
き
渡
っ
て

い
た
。
若
者
は
仔
馬
を
止
め
、
羽
を
拾
い
上
げ
て
帽
子
に
挿さ

す
た
め
、
下
馬
し
よ
う

と
し
た
。
す
る
と
仔
馬
は
口
を
開
い
て
こ
う
言
っ
た
。「
あ
あ
、
そ
の
羽
は
地
面
に

置
い
た
ま
ま
に
し
と
き
な
さ
い
」。
若
い
騎の

り
手
は
仔
馬
が
口
を
利
く
こ
と
が
で
き

た
も
の
だ
か
ら
び
っ
く
り
し（

（（
（

、
ぞ
っ
と
震
え
上
が
っ
て
鞍
に
留
ま
り
、
下
馬
せ
ず
、

羽
を
拾
わ
ず
に
先
へ
進
ん
だ
。
暫
く
す
る
と
、
と
あ
る
せ
せ
ら
ぎ
の
岸
辺
に
出
た
。
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す
る
と
な
ん
と
ね
、
そ
こ
に
は
森
に
あ
っ
た
前
の
よ
り
ず
っ
と
美
し
い
、
色
と
り
ど
り
の
羽
が
一
本
緑
の
草
の
中
に
落
ち
て
い
た
。
そ
こ

で
若
者
は
そ
れ
で
帽
子
を
飾
り
た
く
て
堪
ら
な
く
な
っ
た
。
な
に
せ
、
こ
れ
ほ
ど
壮
麗
な
羽
は
こ
れ
ま
で
見
た
た
め
し
が
無
か
っ
た
の
だ

か
ら
。
で
も
下
馬
し
よ
う
と
す
る
と
、
仔
馬
は
ま
た
し
て
も
こ
う
言
っ
た
。「
あ
あ
、
そ
の
羽
は
地
面
に
置
い
た
ま
ま
に
し
と
き
な
さ
い
」。

そ
し
て
若
者
は
、
普
通
は
し
ゃ
べ
り
は
し
な
い
の
に
、
仔
馬
が
口
を
利
い
た
こ
と
に
ま
た
ま
た
殊こ
と

の
外ほ
か

驚
き
、
今
度
も
そ
の
通
り
に
し
て

鞍
に
留
ま
り
、
下
馬
せ
ず
、
羽
を
拾
わ
ず
に
先
へ
進
ん
だ
。

　

さ
て
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
経
っ
て
か
ら
、
若
者
は
と
あ
る
高
い
山
の
傍
に
や
っ
て
来
た
。
こ
れ
を
登
っ
て
行
こ
う
、
と
思
っ
た
と
こ
ろ
、

麓
の
牧
草
の
中
に
ま
た
し
て
も
一
本
の
羽
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
若
者
の
考
え
で
は
広
大
な
全
世
界
で
も
一
番
美
し
い
羽
と
思
わ
れ
、
な
ん

と
し
て
で
も
自
分
の
も
の
に
し
た
く
な
っ
た
。
そ
の
き
ら
き
ら
輝
く
さ
ま
は
真
っ
青
な
、
そ
し
て
真
緑
の
宝
石
さ
な
が
ら
、
あ
る
い
は
朝

日
に
照
ら
さ
れ
た
露
の
雫し
ず
く

の
よ
う
だ
っ
た
。
で
も
ま
た
し
て
も
仔
馬
は
言
っ
た
。「
あ
あ
、
そ
の
羽
は
地
面
に
置
い
た
ま
ま
に
し
と
き
な

さ
い
」。
今
度
と
い
う
今
度
は
若
者
は
馬
の
言
い
付
け
に
従
う
こ
と
は
で
き
ず
、
忠
告
を
聞
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。
だ
っ
て
、
そ
の
魅
力

的
で
き
ら
び
や
か
な
装
飾
が
欲
し
く
て
堪
ら
な
か
っ
た
の
だ
も
の
。
そ
こ
で
下
馬
し
て
、
地
面
か
ら
羽
を
拾
い
上
げ
、
そ
れ
を
帽
子
に
挿

し
た
。
す
る
と
仔
馬
は
言
っ
た
。「
あ
ら
あ
ら
、
悲
し
い
な
、
損
を
す
る
の
に
。
多
分
後
悔
す
る
で
し
ょ
う
よ
」。
そ
れ
か
ら
は
一
言
も
語

ら
な
く
な
っ
た
。
さ
て
、
若
者
が
更
に
先
へ
駒
を
進
め
て
行
く
と
、
立
派
な
家や

な並
み
の
堂
堂
た
る
都
に
着
い
た
。
着
飾
っ
た
市
民
た
ち
が

夥
し
く
見
え
、
横
笛
奏
者
、
釜パ

ウ

ケ

型
太
鼓
打
ち
、
喇ら
っ

叭ぱ

吹
鳴
手
を
と
も
な
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
旗
を
靡な
び

か
せ
た
素
晴
ら
し
い
行
列
が
彼
に
向

か
っ
て
や
っ
て
来
た
。
な
ん
と
も
豪
奢
な
観
物
だ
っ
た
。
行
列
で
は
乙
女
た
ち
は
花
を
撒
い
て
お
り
、
四
人
の
こ
の
上
な
く
麗
し
い
乙
女

た
ち
が
褥し
と
ね

に
載
せ
て
冠
を
一
つ
運
ん
で
い
た
。
そ
し
て
都
の
長
老
の
面
面
が
そ
の
冠
を
若
者
に
捧
呈
し
て
、
こ
う
言
っ
た
。「
万
歳
、
神

が
送
り
た
も
う
た
高
貴
な
若わ
こ
う
ど人
。
わ
れ
ら
が
王
に
な
ら
れ
よ
。
主
な
る
神
の
永と

わ遠
に
頌ほ

め
ら
れ
ん
こ
と
を
」。
そ
し
て
人
人
が
こ
ぞ
っ
て

叫
ん
だ
。「
万
歳
、
わ
れ
ら
が
王
」。
若
者
は
頭
に
王
冠
を
戴
せ
ら
れ
た
時
、
自
分
の
身
に
何
が
起
こ
っ
た
か
分
か
ら
ぬ
ま
ま
、
跪
ひ
ざ
ま
ず

い
て
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神
と
救
世
主
を
讃
え
た
。
も
し
最
初
の
羽
を
拾
い
上
げ
て
い
た
ら
、
若
者
は
伯
爵
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
二
番
目
の
だ
っ
た
ら
、
公
爵
に
な

っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
三
番
目
の
羽
を
拾
い
上
げ
な
か
っ
た
ら
、
山
の
頂
上
で
四
番
目
を
見
つ
け
だ
ろ
う
。
そ
し
た
ら
小
馬
は
こ
う
言
っ

た
だ
ろ
う
。「
こ
の
羽
を
地
面
か
ら
拾
い
な
さ
い
」
と
。
そ
し
た
ら
若
者
は
権
勢
あ
ま
ね
き
皇
帝
に
な
り
、
世
界
の
国
国
を
た
く
さ
ん
支

配
し
、
そ
の
領
国
で
は
太
陽
が
没
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た（

（（
（

ろ
う
。
け
れ
ど
若
者
は
こ
れ
で
も
と
っ
て
も
満
足
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
善
良
で

賢
明
、
公
正
で
温
和
な
王
と
な
っ
た
。

　
　

解
題

　
　

出
典
は
、
あ
る
民
謡
に
よ
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

こ
れ
は
一
五
連
か
ら
な
る
歌
「
代
父
の
贈
り
物
」Patengeschenk.�N

r.20�in:�A
nton�W

ilhelm
�von�Zuccalm

aglio�/�A
ugust�K

retzschm
er:�D

eutsche 
V

ollslieder m
it ihren O

riginalw
eisen,�Berlin�（838-40.�

の
こ
と
。

��　

こ
の
物
語
は
本
来
は
讒
言
さ
れ
た
あ
る
王
の
封
臣
を
主
人
公
と
し
た
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
（
伝
説
で
は
「
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
」
型
）
の
断
片
ら
し
い
。
当
該
モ
テ
ィ
ー
フ
は
Ｋ

Ｈ
Ｍ
一
二
六
「
誠
実
な
フ
ェ
レ
ナ
ン
ト
と
不
誠
実
な
フ
ェ
レ
ナ
ン
ト
」Ferenand�getrü�un�Ferenand�ungetrü�

に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
パ
ー
ダ
ー
ボ
ル

ン
の
フ
ォ
ン
・
ハ
ク
ス
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
家
の
令
嬢
で
あ
る
語
り
手
自
身
に
も
不
明
な
箇
所
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
は
っ
き
り
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。

　
　

Ａ
Ｔ
五
三
一
「
誠
実
な
フ
ァ
ー
デ
ィ
ナ
ン
ド
と
不
誠
実
な
フ
ァ
ー
デ
ィ
ナ
ン
ド
」Ferdinand�the�T

rue�and�Ferdinand�the�False�

、
Ａ
Ｔ
Ｕ
五
三
一
「
利
口
な

馬
」T

he�Clever�H
orse�

。

　
　

原
題D

ie drei Federn.
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二
二　

幸
せ
者
の
ハ
ン
ス

　

原
題H

ans im
 G

lücke.

　

Ｋ
Ｈ
Ｍ
八
三
「
果
報
に
く
る
ま
っ
た
ハ
ン
ス
（
幸
せ
者
の
ハ
ン
ス
）」H

ans�im
�Glück�

に
相
当
す
る
た
め
訳
出
せ
ず
。

　

訳
注

（
（
）
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
シ
エ
ル
フ　

W
alter�Scherf.　

一
九
二
〇
年
マ
イ
ン
ツ
（
現
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ
フ
ァ
ル
ツ
州
）
に
生
ま
れ
る
。
児
童
文
学
・
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
研
究
家
。

（
2
）
ハ
ン
ス
＝
イ
ェ
ル
ク
・
ウ
タ
ー　

H
ans-Jörg�U

ther.　

一
九
四
四
年
北
西
ド
イ
ツ
の
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
・
ア
ム
・
ハ
ル
ツ
（
現
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
）
に
生
ま
れ
る
。

文
芸
学
者
・
口
承
文
芸
研
究
家
。
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
の
『
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
百
科
事
典
』E

nzyklopädie des M
ärchens

編
集
ス
タ
ッ
フ
上
級
メ
ン
バ
ー
。
Ａ
Ｔ
Ｕ
編
纂
者
。
Ｍ
ｄ

Ｗ
前
編
集
者
。
Ｋ
Ｈ
Ｍ
（
一
九
九
六
、二
〇
〇
四
）、『
ハ
ウ
フ
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
集
』（
一
九
九
九
）、
Ｄ
Ｍ
Ｂ
（
一
八
五
七
版
）・
Ｎ
Ｄ
Ｍ
Ｂ
（
一
九
九
八
）
な
ど
の
校
訂
編
纂
（
い

ず
れ
も
Ｍ
ｄ
Ｗ
シ
リ
ー
ズ
の
一
巻
）
を
出
版
。
そ
の
他
業
績
は
夥
し
い
。

　

一
三　

黍き
び

泥
棒

（
3
）
黍　

H
irse.　

稲
科
の
一
年
生
草
本
。
草
丈
六
〇―
九
〇
セ
ン
チ
。
イ
ン
ド
原
産
と
さ
れ
、
中
国
で
は
古
く
か
ら
主
要
な
穀
物
で
五
穀
（
米
・
麦
・
粟
・
豆
・
黍
ま
た

は
稗ひ
え

）
の
一
つ
。
果
実
は
食
用
・
飼
料
。
日
本
に
は
古
く
朝
鮮
を
経
て
渡
来
し
、
菓
子
（
黍
団
子
）、
酒
な
ど
の
原
料
と
さ
れ
た
が
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
栽
培
さ
れ
な
い
。

ド
イ
ツ
語
圏
の
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
で
「
黍
粥
」H

irsenbrei

に
出
合
う
こ
と
が
あ
る
。
Ｋ
Ｈ
Ｍ
一
〇
三
「
甘
い
お
粥
」D

er�süße�Brei�

は
こ
れ
。
黍
粥
は
一
般
に
は
、
オ
ー
ト
ミ

ー
ル
や
米
の
粥
の
よ
う
に
調
理
し
、
ミ
ル
ク
、
砂
糖
、
肉シ
ナ
モ
ン桂
な
ど
を
好
み
で
加
え
た
よ
う
だ
。
同
量
の
小
麦
粉
と
混
ぜ
て
パ
ン
に
も
焼
い
た
。
鵝
鳥
や
家あ
ひ
る鴨
な
ど
家
禽
類

の
肥
育
飼
料
と
し
て
は
、
水
ま
た
は
ミ
ル
ク
と
混
ぜ
て
煮
て
使
用
。
黍
の
籾
殻
は
枕
に
詰
め
る
と
快
適
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
黍
の
栽
培
は
西
欧
に
お
い
て
は
粒
の
大
き
い

穀
物
の
普
及
に
よ
っ
て
衰
退
し
た
。

（
4
）
拳ピ
ス
ト
ー
レ銃　

Pistole.　

イ
タ
リ
ア
語
「
ピ
ス
ト
ー
ラ
」pistola�

か
ら
。
こ
れ
は
イ
タ
リ
ア
・
ト
ス
カ
ナ
地
方
の
町
ピ
ス
ト
イ
アPistoia�

で
生
産
さ
れ
た
こ
と
に
因
む
か
。

短
い
、
片
手
持
ち
の
先
込
め
（
前
装
）
式
携
帯
火
器
。
三
十
年
戦
争
（
一
六
一
八―
四
八
）
時
代
の
ド
イ
ツ
の
傭
ラ
ン
ツ
ク
ネ
ヒ
ト
兵
た
ち
は
既
に
こ
の
「
短
い
、
火
打
ち
（
燧つ
い
は
つ発
）

式
発
火
装
置
の
火ほ

筒づ
つ

」kurze,�feuerschlagene�Büchse

を
携
行
。
十
九
世
紀
半
ば
あ
た
り
か
ら
雷
管
付
き
弾
筒
を
撃
針
で
打
っ
て
発
火
さ
せ
る
元
込
め
（
後
装
）
式

連レ
ヴ
ォ
ル
バ
ー

発
拳
銃
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
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（
5
）
偃サ
ー
ベ
ル

月
刀　

Säbel.　

片
手
で
扱
う
、
本
来
は
馬
上
戦
闘
用
の
彎
曲
し
た
斬
撃
武
器
で
あ
る
こ
の
剣
は
、
遊
牧
騎
馬
民
族
が
考
案
し
、
愛
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
へ
は
フ
ン
族
（
中
国
の
後
漢
と
の
戦
い
で
利
あ
ら
ず
西
へ
大
移
動
し
、
二
世
紀
中
頃
に
消
息
を
絶
っ
た
北
匈き
ょ
う

奴ど

の
末ま
つ
え
い裔
と
さ
れ
る
。
四
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
現

わ
れ
た
。
マ
ジ
ャ
ー
ル
人
、
す
な
わ
ち
ハ
ン
ガ
リ
ア
人
の
先
祖
）
に
よ
っ
て
齎も
た
ら

さ
れ
た
。
と
り
わ
け
発
達
し
た
の
は
ハ
ン
ガ
リ
ア
人
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
ロ
シ
ア
人
、

ロ
シ
ア
南
部
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
コ
ザ
ッ
ク
族
の
間
（
コ
ザ
ッ
ク
族
に
は
隣
接
す
る
イ
ス
ラ
ム
圏
か
ら
の
流
入
か
）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
軍
隊
で
は
騎
兵
、
特
に
軽
騎
兵
の
制

式
刀
と
な
っ
た
。
ド
イ
ツ
語
「
ゼ
ー
ベ
ル
」Säbel�

、
英
語
「
セ
イ
バ
ー
」saber�

、
フ
ラ
ン
ス
語
「
サ
ー
ブ
ル
」sabre

は
、
ハ
ン
ガ
リ
ア
語
「
シ
ャ
ブ
リ
ャ
」

szablya�
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
「
シ
ャ
ブ
ラ
」szabla

、
ロ
シ
ア
語
「
サ
ブ
リ
ャ
」sablya�（
い
ず
れ
も
「
刀
」「
剣
」
の
意
）
な
ど
に
由
来
す
る
か
。

（
6
）
接に
わ
と
こ

骨
木　

H
olunder.　

Flieder�

と
も
。
忍す
い
か
ず
ら冬
科
の
落
葉
潅
木
。
高
さ
約
六
メ
ー
タ
ー
。
葉
は
羽
状
複
葉
。
四
月
頃
、
白
色
の
小
花
を
円
錐
状
の
花
序
に
密
生
し
、

花
が
咲
い
た
後
球
状
の
核
果
を
結
び
、
赤
熟
。
葉
の
煎
じ
汁
は
民
間
療
法
で
愛
用
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
親
し
み
深
い
樹
木
。

（
7
）
黍
泥
棒　

H
irsedieb.　

「
ヒ
ル
ゼ
デ
ィ
ー
プ
」。「
黍
」H

irse�

＋
「
泥
棒
」D

ieb�

。

（
8
）
硝ガ
ラ
ス子
の
山��der�gläserne�Berg.　

Glasberg�

と
も
。
普
通
は
そ
の
麓
に
行
き
着
く
こ
と
さ
え
極
め
て
難
し
い
遥
か
遠
く
の
地
に
あ
り
、
行
き
着
い
て
も
つ
る
つ
る

滑
る
か
ら
人
力
で
は
登
れ
な
い
。
以
下
の
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
な
ど
に
登
場
。
Ｋ
Ｈ
Ｍ
一
九
三
「
太
鼓
叩
き
」D

er�T
rom

m
ler�

、
パ
ウ
ル
・
ツ
ァ
ウ
ネ
ル
ト
編
『
グ
リ
ム
以
降
の
ド

イ
ツ
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
』
所
収
一
一
「
猟
師
と
白
鳥
乙
女
」D

er�Jäger�und�die�Schw
anenjungfrau.�>�H

rsg.�von�Paul�Zaunert:�D
eutsche M

ärchen seit G
rim

m
.�

（9（2/22.�N
euausgabe�in�einem

�Band.�Bearbeitet�und�m
it�N

achw
eisen�versehen�von�Elfriede�M

oser-Rath.�Eugen�D
iederichs�V

erlag�（976.�

（
邦

訳
→
鈴
木
滿
訳
・
注
・
解
説
「
猟
師
と
白
鳥
乙
女
」、
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
第
三
二
巻
第
二
・
三
号
）。

　

一
四　

黄き

ん金
の
牡
の
の
ろ
鹿

（
9
）
マ
ル
ガ
レ
ー
テ　

M
argarethe.　

愛
称
は
す
ぐ
後
に
出
る
よ
う
に
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ンGretchen�

、
あ
る
い
は
グ
レ
ー
テ
ルGretel�

。

（
（0
）
ハ
ン
ス　

H
ans.　

�

愛
称
は
す
ぐ
後
に
出
る
よ
う
に
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ンH

änschen�

、
ヘ
ン
ス
ラ
イ
ンH

änslein�

、
あ
る
い
は
ヘ
ン
ゼ
ルH

änsel�

。
従
っ
て
Ｋ
Ｈ
Ｍ

一
五
、
Ｄ
Ｍ
Ｂ
八
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」H

änsel�und�Gretel
に
す
ぐ
思
い
至
ろ
う
。
ハ
ン
ス
と
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
は
ド
イ
ツ
語
圏
で
あ
り
ふ
れ
た
名
で
あ
る
。

（
（（
）
人
喰
い
男　

M
enschenfresser.　

日
本
で
人
間
を
食
う
男
・
女
と
申
さ
ば
、
上
田
秋
成
の
『
雨
月
物
語
』
巻
之
五
「
青
頭
巾
」
の
寺
の
住
持
の
ご
と
く
死
ん
だ
愛
す

る
美
童
に
対
す
る
妄
執
か
ら
、
あ
る
い
は
、
劫
を
経
た
た
め
、
あ
る
い
は
理
由
不
明
で
、
人
肉
を
喰
ら
う
習
性
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
人
間
を
例
外
と
す
れ
ば
、
昔
丹
波

の
大
江
山
に
棲
み
つ
い
た
酒し
ゅ
て
ん顚
童ど
う

子じ

と
や
ら
い
う
鬼
神
の
類
だ
、
と
思
わ
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
よ
う
に
ま
ず
ま
ず
普
通
の
容
姿
の
人
喰
い
が
存
在
し
た
ら
し
い
。

ド
イ
ツ
最
初
に
し
て
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
最
大
の
絵
物
語
作
家
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ブ
ッ
シ
ュW

ilhelm
�Busch

（
一
八
三
二―

一
九
〇
八
）
の
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ

ル
」H

änsel�und�Gretel�

（
初
掲
載Bilderpossen.�（864

）�

に
は
人
喰
い
男
と
魔
女
の
夫
婦
が
登
場
す
る
が
、
ど
ち
ら
も
怪
物
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の

同
様
の
存
在
「
オ
ー
グ
ル
（
人
喰
い
男
）」ogre�

と
「
オ
グ
レ
ス
（
人
喰
い
女
）」ogresse�
も
一
見
し
て
そ
れ
と
分
か
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。
シ
ャ
ル
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ル
・
ペ
ロ
ー
著
『
過
ぎ
し
昔
の
物
語
あ
る
い
は
お
伽
話
、
な
ら
び
に
教
訓
』（
一
六
九
七
）Charles�Perrault:�Les H

istoires ou Contes du tem
ps passé. A

vec 
M

oralitéz 

（=
 M

oralités

）
所
収
の
「
眠
れ
る
森
の
美
女
」La�Belle�au�bois�dorm

ant

で
は
、
王
と
結
婚
し
た
「
美ラ
・
ベ
ル女
」
の
姑
、
つ
ま
り
王
大
后
で
す
な
、
こ
れ
が

実
は
人
喰
い
族
の
出
身
で
、
嫁
と
孫
た
ち
を
食
べ
た
が
る
。
も
っ
と
も
、
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
名
高
い
挿
絵
画
家
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ド
レ
（
一
八
三
二―

八
三
）
描
く

同
書
所
収
の
「
親
指
こ
ぞ
う
」Le�Petit�Poucet

や
「
長
靴
を
履
い
た
牡
猫
」Le�Chat�botté

の
挿
絵
で
は
か
な
り
物
凄
い
代
物
で
は
あ
る
け
れ
ど
。
Ｄ
Ｍ
Ｂ
三
四

「
ち
び
っ
こ
の
親
指
こ
ぞ
う
」D

er�kleine�D
äum

ling

の
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
リ
ヒ
タ
ー
の
挿
絵
は
ま
ず
ま
ず
。

（
（2
）
牡
の
の
ろ
鹿　

Rehbock.　

麇の
ろ

。
鹿
の
一
種
。
脚
も
頸
も
ほ
っ
そ
り
し
て
い
る
。
牡
は
、
体
長
一
メ
ー
タ
ー
三
〇
セ
ン
チ
。
体
高
七
五
セ
ン
チ
。
体
重
二
〇―

二
五
キ

ロ
。
角
は
あ
る
が
小
さ
い
。
牝
は
も
っ
と
小
柄
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
小
ア
ジ
ア
・
シ
ベ
リ
ア
・
中
国
東
北
部
・
朝
鮮
半
島
に
分
布
。
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
猟
獣
と
し
て
好
ま

れ
、
秋
に
な
る
と
町
の
肉
屋
の
店
頭
に
、
内
臓
こ
そ
抜
い
て
あ
る
が
毛
皮
が
付
い
た
ま
ま
ガ
ラ
ス
の
よ
う
な
目
を
見
開
き
、（
肉
が
熟な

れ
る
よ
う
に
）
逆
さ
ま
に
ぶ
ら
下

げ
ら
れ
て
い
た
り
す
る
。

（
（3
）
薔ば

ら薇
色
の
薔
薇
が
ち
っ
く
り
刺
す
ぞ
。
／
こ
ち
ら
を
見
て
も
、
こ
ち
ら
を
見
る
な　

Rosenrote�Rose�sticht;�/�Siehst�du�m
ich,�so�sieh�m

ich�nicht!　

稚
拙
だ

が
韻
を
踏
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
呪
文
あ
る
い
は
唄
の
存
在
は
元
来
語
り
物
だ
っ
た
昔
話
で
は
重
要
。

（
（4
）
鴨
ち
ゃ
ん
、
鴨
ち
ゃ
ん
、
集
ま
っ
て
、
／
あ
た
い
に
橋
を
架
け
と
く
れ
、
あ
た
い
が
向
こ
う
へ
渡
れ
る
よ
う
に　

Ihr�Entchen,�Ihr�Entchen,�schw
im

m
t�

zusam
m

en,�/�M
acht�m

ir�ein�Brückchen,�daß�ich�hinüber�kann�kom
m

en!.��

前
掲
訳
注
参
照
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
効
力
あ
る
呪
文
あ
る
い
は
唄
の
い
ず
れ

も
を
女
の
子
の
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
が
唱
え
る
設
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
ろ
う
。
Ｋ
Ｈ
Ｍ
一
五
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」H

änsel�und�Gretel

の
末

尾
近
く
で
も
、
大
き
な
河
な
い
し
湖
水großes�W

asser�

に
遭
遇
し
た
二
人
の
子
ど
も
の
う
ち
グ
レ
ー
テ
ル
が
水
面
を
泳
ぐ
白
い
鴨
に
こ
う
呼
び
掛
け
る
。「
鴨
ち
ゃ
ん
、

鴨
ち
ゃ
ん
、
／
あ
た
し
た
ち
、
グ
レ
ー
テ
ル
と
ヘ
ン
ゼ
ル
よ
。
／
板
橋
も
無
き
ゃ
石
橋
も
無
い
の
、
／
白
い
お
背
な
に
乗
せ
て
っ
て
」‘Entchen,�Entchen,�/�da�steht�

Gretel�und�H
änsel.�/�K

ein�Steg�und�keine�Brücke,�/�nim
m

�uns�auf�deinen�w
eißen�Rücken. ’

　

一
五　

癇か
ん

癪し
ゃ
く

筋
の
話

（
（5
）
弱コ
ー
フ
ェ
ン
ト

麦
酒　

K
ovent.　

K
ofent�

と
も
。「
デ
ュ
ン
ビ
ー
ア
」（
弱
い
ビ
ー
ル
）D

ünnbier�

の
方
言
。「
修
道
院
ビ
ー
ル
」K

ovent-,�K
ofent-bier

の
意
。
修
道
院
（
ラ
テ

ン
語�coven

）�

の
修
道
士
た
ち
に
飲
み
物
と
し
て
供
与
さ
れ
た
薄
く
弱
い
ビ
ー
ル
。
英
語
の
「
ス
モ
ー
ル
・
ビ
ー
ア
」sm

all�beer�

（
木
造
帆
船
時
代
、
水
兵
、
水
夫
に

支
給
さ
れ
た
）
に
当
た
る
。
と
に
か
く
、
渇
き
を
癒
す
だ
け
の
飲
料
で
あ
っ
て
水
代
わ
り
に
過
ぎ
な
い
。
旨
く
も
な
ん
と
も
な
い
し
、
酒
と
し
て
ま
こ
と
に
頼
り
な
い
、

つ
ま
ら
ぬ
代
物
。
こ
こ
で
は
も
と
よ
り
男
ど
も
に
対
す
る
痛
烈
な
嘲
り
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
Ｄ
Ｍ
Ｂ
二
「
七
羽
の
白
鳥
の
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
」、
Ｄ
Ｍ
Ｂ
三
八
「
ち
い
ち
ゃ
な

卓テ
ー
ブ
ル子
食
事
の
仕
度
、
驢ろ

馬ば

公こ
う

踏
ん
ば
れ
、
棍こ
ん
ぼ
う棒
出
て
来
い
袋
か
ら
」
に
も
出
る
。

（
（6
）
こ
の
癇
癪
持
ち
の
ク
リ
ー
ム
ヒ
ル
ト
め　

du�böse�Chriem
hilt!��

叙
事
詩
『
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
』N

ieberungenlied�

の
女
主
人
公
の
ク
リ
ー
ム
ヒ
ル
ト
（
普
通
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K

riem
hild�

と
綴
る
）
は
殺
さ
れ
た
夫
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
トSiegfried�

の
仇
討
ち
の
た
め
、
フ
ン
族
の
王
エ
ッ
ツ
ェ
ルEtzel�

（
＝
ア
ッ
チ
ラ
）
と
再
婚
、
壮
絶
な
復
讐
を

遂
げ
る
。
騎
士
は
、
こ
の
（
女
傑
で
は
あ
る
が
）
憤
怒
に
駆
ら
れ
て
と
こ
と
ん
残
忍
な
行
動
に
出
た
女
性
の
名
を
借
り
て
娘
の
矯
激
な
性
格
を
罵
っ
て
い
る
、
と
思
わ
れ

る
。
後
の
方
で
、
こ
の
娘
の
夫
と
な
っ
た
青
年
騎
士
と
、
娘
の
母
親
が
互
い
に
呼
び
交
わ
す
場
面
が
あ
る
（
訳
注
「
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ル
ト
殿
」、「
シ
ュ
レ
ヒ
ト
ハ
ル
ト
の
奥

方
様
」
参
照
）。
こ
れ
も
実
名
で
は
な
く
、
嘲
弄
の
応
酬
と
取
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
の
登
場
人
物
は
一
般
に
名
を
持
た
な
い
。
Ｄ
Ｍ
Ｂ
で
は
時
時
そ
う
し
た
場

合
が
あ
る
に
せ
よ
。
も
っ
と
も
、（
全
部
は
挙
げ
な
い
が
）
Ｋ
Ｈ
Ｍ
で
も
、
一
五
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」H

änsel�und�Gretel

、
四
八
「
ズ
ル
タ
ン
爺
さ
ん
」

D
er�alte�Sultan

（
こ
れ
は
老
犬
の
名
）、
五
九
「
フ
リ
ー
ダ
ー
と
カ
タ
ー
リ
ー
ス
ヒ
ェ
ン
」D

er�Frieder�und�das�K
atherlieschen

、
六
九
「
ヨ
リ
ン
デ
と
ヨ
リ
ン

ゲ
ル
」Jorinde�und�Joringel

、
八
三
「
幸
せ
者
の
ハ
ン
ス
」H

ans�im
�Glück

（「
ハ
ン
ス
」
は
他
に
も
あ
り
）、
九
五
「
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
爺
さ
ん
」D

er�alte�
H

ildebrand

、
一
二
六
「
誠
実
な
フ
ェ
レ
ナ
ン
ト
と
不
誠
実
な
フ
ェ
レ
ナ
ン
ト
」Ferenand�getrü�und�Ferenand�ungetrü

、
一
九
八
「
マ
レ
ー
ン
姫
」Jungfrau�

M
aleen

と
い
っ
た
例
は
あ
る
。
ま
た
、
一
一
九
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
七
人
男
」D

ie�sieben�Schw
aben�

で
は
当
然
な
が
ら
─
─
で
な
け
れ
ば
区
別
が
つ
か
な
い
─
─

七
人
そ
れ
ぞ
れ
に
名
が
付
い
て
い
る
。

（
（7
）
三
哩マ
イ
ル��drei�M

eilen.　

一
マ
イ
ル
は
約
一
・
六
キ
ロ
だ
か
ら
、
五
キ
ロ
弱
。

（
（8
）
風
グ
レ
イ
ハ
ウ
ン
ド
犬　

W
indspiel.��

中
高
ド
イ
ツ
語
で
現
代
のW

indhund�

の
こ
と
。
そ
こ
で
「
風W

ind

犬H
und

」
と
直
訳
し
て
み
た
。
ね
、
い
か
に
も
速
そ
う
で
し
ょ
。

英
名
「
グ
レ
イ
ハ
ウ
ン
ド
」greyhound�
。
体
高
が
高
く
、
ほ
っ
そ
り
と
し
た
体
型
で
、
快
足
、
か
つ
視
力
の
良
い
狩
猟
犬
。

（
（9
）
青
鷺　

Reiher.　

鸛か
ん

鷺ろ

目
鷺
科
の
鳥
。
大
型
。
頭
頂
・
頸
・
胸
・
腹
は
白
色
で
、
後
頭
部
に
二
本
の
青
黒
色
の
長
い
毛
が
あ
る
。

（
20
）
番
犬　

H
ofw

art.��H
ofhund

の
こ
と
。
農
場
の
番
を
す
る
犬
。

（
2（
）
側パ

ス
対
歩��Paß.�

「
側そ
く
た
い対
歩ほ

」
と
は
、
馬
の
歩
調
で
、
同
じ
側
の
両
脚
を
片
側
づ
つ
ほ
ぼ
同
時
に
上
げ
て
進
む
こ
と
。
こ
れ
だ
と
静
か
な
歩
行
に
な
る
の
で
聖
職
者
や
女

性
が
乗
る
の
に
向
い
て
い
た
。
パ
レ
ー
ド
や
旅
行
の
場
合
は
、
王
侯
貴
族
で
あ
れ
商
人
で
あ
れ
、
こ
の
方
が
快
適
だ
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
調
教
さ
れ

た
馬
を
ド
イ
ツ
語
で
「
ツ
ェ
ル
タ
ー
」Zelter

（「
側
対
歩
」
は
ツ
ェ
ル
トZelt

と
も
い
う
の
で
。
後
掲
訳
注
「
側ツ
ェ
ル
ト

対
歩
」
参
照
）、
英
語
で
「
ア
ン
ブ
ラ
ー
」am

bler

と
呼
ぶ
。
騎
士
が
馬
上
槍
試
合
や
戦
闘
に
用
い
た
強
壮
な
戦
馬
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
調
教
は
受
け
て
い
な
い
。

（
22
）
跑ト

ラ
ー
プ足　

T
rab.�

「
跑だ

く

足あ
し

」
と
は
速
歩
。
ト
ロ
ッ
ト
。

（
23
）
馬ば

勒ろ
く　

Zaum
.　

馬
を
操
る
た
め
の
馬
具
で
、
轡く
つ
わ

、
面お
も
が
い繋
、
手
綱
の
総
称
。

（
24
）
馬は

み銜　

Gebiß.　

轡
の
一
部
で
馬
の
口
に
く
わ
え
さ
せ
る
部
分
。
そ
の
両
端
に
手
綱
が
結
ば
れ
る
。

（
25
）
槍
丈
で
三
本
ば
か
り　

etw
a�dreier�Speerlängen�w

eit.��

こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
名
声
を
馳
せ
た
老
練
な
歩
兵
で
あ
る
ス
イ
ス
傭
兵
の
槍
（
一
八
フ
ィ
ー
ト
）
で

は
な
く
騎
士
の
槍
だ
が
、
そ
れ
で
も
ま
ず
一
二
フ
ィ
ー
ト
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
し
か
し
、
英
仏
百
年
戦
争
中
の
ポ
ア
テ
ィ
エ
の
戦
い
（
一
三
五
六
）
で
、
や
む
を
え
ず

下
馬
し
て
徒か

ち歩
で
戦
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
騎
士
た
ち
は
二
〇
フ
ィ
ー
ト
の
槍
を
使
い
易
い
長
さ
の
六
フ
ィ
ー
ト
に
切
り
縮
め
た
、
と
い
う
か
ら
、
そ
ん
な
長
大
な
槍
も
実
戦
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に
用
い
ら
れ
た
よ
う
だ
。
槍
丈
一
二
フ
ィ
ー
ト
で
三
本
分
ほ
ど
な
ら
、
ほ
ぼ
一
〇
メ
ー
タ
ー
。

（
26
）
側ツ
ェ
ル
ト

対
歩　

Zelt.　

前
掲
脚
注
「
側パ

ス
対
歩
」
と
同
じ
。
前
掲
脚
注
で
は
「
パ
ス
」Paß

の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
で
は
「
ツ
ェ
ル
ト
」Zelt�

と
な
っ
て
い
る
。

（
27
）
婦ケ
ム
ナ
ー
テ

人
部
屋　

K
em

nate.　

K
em

enate�

と
も
綴
る
。
中
世
ド
イ
ツ
の
城
郭
の
本パ
ラ
ス丸
に
あ
っ
て
暖カ
ミ
ン炉
が
設
け
ら
れ
た
居
心
地
の
良
い
部
屋
。
城
主
の
奥
方
や
息
女
な
ど
地

位
の
高
い
女
性
た
ち
の
部
屋
に
充
て
ら
れ
た
。
閨
房
。

（
28
）
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ル
ト
殿　

H
err�Engelhart.��Engelhard,�Engelhardt�

と
も
綴
る
。「
エ
ン
ゲ
ル
」Engel�

は
「
ア
ン
ゲ
ル
ン
」A

ngeln�

（
ア
ン
ゲ
ル
族
）、「
ハ
ル

ト
」hart
は
「
強
い
」「
手て

強ご
わ

い
」。
つ
ま
り
「
ア
ン
ゲ
ル
族
の
勇
士
」
が
語
源
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
で
は
普
通
の
姓
、
ま
た
は
男
名
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
名
で
は
な
い
、
と
断

じ
き
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、「
豪
傑
殿
」
く
ら
い
の
嘲
弄
と
し
て
お
こ
う
。

（
29
）
シ
ュ
レ
ヒ
ト
ハ
ル
ト
の
奥
方
様　

Frau�Schlechthart.　
「
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ル
ト
」
と
は
違
い
、
こ
ち
ら
は
姓
と
し
て
ま
ず
あ
り
そ
う
も
な
い
。「
シ
ュ
レ
ヒ
ト
」

schlecht�

は
「
悪
い
」
の
意
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
姑
の
嘲
弄
に
対
す
る
婿
の
当
意
即
妙
の
応
酬
に
相
違
な
い
。
こ
の
場
合
、「
エ
ン
ゲ
ル
」
を
「
天
使
」
の
意
と
し
、
善

き
存
在
で
あ
る
天
使
の
反
対
語
と
も
い
え
る
「
シ
ュ
レ
ヒ
ト
」
を
用
い
た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
ハ
ル
ト
」
に
も
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

「
シ
ュ
レ
ヒ
ト
ハ
ル
ト
」
は
「
悪
く
て
強
い
」
と
な
る
。

（
30
）
グ
グ
グ
ク
殿　

H
err�Guguguk.　

「
郭ヘ
ア
・
ク
ク
ク

公
鳥
殿
」H

err�K
uckuck

と
呼
び
掛
け
る
だ
け
で
も
十
分
な
侮
辱
（
郭か
っ
こ
う公
は
雌
雄
と
も
に
貞
節
を
知
ら
な
い
、
と
の
俗
信
が

あ
る
。
ま
た
、「
ク
ク
ク
」K

uckuck

は
「
ト
イ
フ
ェ
ル
」T

eufel�

〈
悪
魔
〉
の
代
わ
り
に
慣
用
句
中
で
用
い
ら
れ
る
）
だ
が
、
更
に
そ
れ
を
わ
ざ
と
「
ヘ
ア
・
グ
グ
グ

ク
」
と
訛
る
こ
と
で
も
っ
と
ひ
ど
い
効
果
を
挙
げ
て
い
よ
う
。

（
3（
）
さ
も
な
き
ゃ
─
─
シ
ャ
ー
フ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
あ
の
大
き
な
神
様
の
ご
加
護
が
こ
の
身
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
─
─
そ
も
じ
は
そ
の
せ
い
で
赤
っ
恥ぱ
じ

を
か
い
て
さ
ん
ざ
ん
謗そ
し

ら

れ
る
っ
て
し
だ
い
よ
な
あ　

sonst�habt�Ihr,�so�m
ir�der�große�Gott�von�Schaafhausen,�nur�Schande�und�Spott�davon.　

シ
ャ
ー
フ
ハ
ウ
ゼ
ン

Schaafhausen�

（
古
い
綴
り
で
は�Schafhausen�

）
は
、
ス
イ
ス
の
バ
ー
ゼ
ル
近
郊
の
都
市
シ
ャ
ッ
フ
ハ
ウ
ゼ
ンSchaffhausen�

を
指
す
、
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
の

迫ア
ー
チ持
の
下
に
か
つ
て
一
四
四
七
年
に
建
立
さ
れ
た
二
二
フ
ィ
ー
ト
に
及
ぶ
堂
堂
た
る
キ
リ
ス
ト
像
が
あ
っ
て
、
大
勢
の
巡
礼
者
に
参
拝
さ
れ
て
い
た
。
が
、
一
五
二
九
年

引
き
倒
さ
れ
た
。
同
年
シ
ャ
ッ
フ
ハ
ウ
ゼ
ン
が
宗レ
フ
ォ
ル
マ
ツ
ィ
オ
ー
ン

教
改
革
に
転
じ
た
た
め
。
こ
の
こ
と
は
そ
れ
以
降
近
世
に
至
る
ま
で
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
周
知
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ

で
姑
は
、
立
像
が
壊
さ
れ
た
よ
う
に
、
婿
の
企
て
が
失
敗
す
る
、
と
あ
て
こ
す
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
32
）
癇
癪
筋
な
る
も
の　

Zornbraten.��

原
文
で
は
こ
の
よ
う
に
斜
字
体
で
強
調
さ
れ
て
い
る
。『
グ
リ
ム
ド
イ
ツ
語
辞
典
』
に
は
出
て
い
る
。
出
典
と
し
て
は
古
い
笑シ
ュ
ヴ
ァ
ン
ク

い
話

（
こ
こ
で
も
「
あ
の
者
か
ら
ツ
ォ
ル
ン
ブ
ラ
ー
テ
ン
を
切
り
取
ろ
う
ぞ
」ich�w

il�yhm
�den�zornbraten�abschneiden

云
云
の
文
脈
に
お
い
て
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
果
た
し
て
か
よ
う
な
も
の
が
民
間
信
仰
に
存
在
せ
る
や
い
な
や
。
直
訳
す
れ
ば
「
怒ツ
ォ
ル
ンりZorn

の
焼ブ
ラ
ー
テ
ン
肉Braten

」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。

（
33
）
鋸
の
こ
ぎ
り

草そ
う　

Bertram
.　

D
eutscher�Bertram

�=�Schafgarbe.　

西
洋
鋸
草
。
学
名
ア
キ
レ
ア
・
ミ
レ
フ
ォ
リ
ウ
ムA

chillea�m
illefolium

�

な
ど
各
種
。
英
雄
ア
キ

レ
ス
の
負
傷
の
治
療
に
用
い
ら
れ
た
、
と
い
う
伝
承
か
ら
「
ア
キ
レ
ア
」
が
総
称
。
菊
科
の
多
年
生
草
本
。
高
さ
六
〇―

八
〇
セ
ン
チ
。
初
夏
か
ら
冬
に
か
け
て
白
色
な
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い
し
桃
色
が
勝
っ
た
小
頭
花
を
つ
け
る
。
歯
の
縁
は
鋸
歯
状
に
深
く
裂
け
て
い
る
。
花
期
の
全
草
を
乾
燥
さ
せ
た
も
の
に
は
発
汗
、
解
熱
、
血
圧
降
下
、
利
尿
な
ど
の
働

き
が
あ
る
。
ま
た
全
草
は
収し
ゅ
う

斂れ
ん

、
止
血
作
用
が
あ
る
タ
ン
ニ
ン
に
富
む
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
く
か
ら
打
撲
、
切
り
傷
に
処
方
さ
れ
た
。
根
は
歯
痛
に
効
く
か
ら
、

大だ
い
ど
う道
歯
抜
き
（
後
掲
注
「
ほ
い
、
そ
も
じ
が
か
よ
う
な
名
医
だ
と
は
…
…
飲
み
薬
に
は
蓬よ
も
ぎ

も
混
ぜ
る
の
だ
ろ
う
の
う
」
参
照
）
の
売
り
物
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
英
名
ヤ

ロ
ウyallow

�

。

（
34
）
嚏く
さ
め

根
っ
こ　

N
iesw

urz.　

根
茎W

urz

の
粉
末
が
嚏N

iesen

を
誘
う
の
で
ド
イ
ツ
で
は
こ
う
称
し
た
。
こ
れ
を
嗅
い
で
嚏
を
す
る
と
、鼻
腔
内
の
粘
膜
が
掃
除
さ
れ
、

頭
が
す
っ
き
り
す
る
（
も
と
よ
り
医
学
的
な
根
拠
な
ど
な
い
の
だ
が
）、
と
考
え
ら
れ
、
市
販
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
学
名
ヘ
レ
ボ
ル
ス
・
ニ
ゲ
ルH

elleborus�niger

（
死
ニ
至
ル
黒
キ
食
ベ
物
）。
英
名
ク
リ
ス
マ
ス
・
ロ
ー
ズChrism

as�rose�

。
金き
ん

鳳ぽ
う

花げ

科
ク
リ
ス
マ
ス
ロ
ー
ズ
属
の
多
年
生
草
本
。
黒
い
根
茎
に
有
毒
成
分
で
あ
る
強
心

配
糖
体
ヘ
レ
ブ
リ
ン
を
含
有
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
か
つ
て
少
量
を
瀉し
ゃ

下げ

、
強
心
、
駆
虫
、
通
経
な
ど
の
治
療
に
処
方
し
た
、
と
い
う
が
、
毒
性
が
強
い
の
で
服
用
は
危
険
。

嘔
吐
、
激
し
い
痙け
い
れ
ん攣
、
呼
吸
麻
痺
を
惹
き
起
こ
す
。
こ
の
点
昔
か
ら
日
本
で
知
ら
れ
た
強
烈
な
生し
ょ
う

薬や
く

「
附ぶ

子し

」（
毒
薬
と
し
て
の
名
は
「
烏う

頭ず

」。
や
は
り
金
鳳
花
科
の

多
年
生
草
本
鳥と
り

兜か
ぶ
と

の
根
茎
が
原
料
）
に
も
似
て
い
る
。
な
お
、
日
本
で
は
ヘ
レ
ボ
ル
ス
・
オ
リ
エ
ン
タ
リ
スH

elleborus�orientalis�

も
ク
リ
ス
マ
ス
・
ロ
ー
ズ
と
称

す
る
。
こ
の
意
味
で
の
通
称
ク
リ
ス
マ
ス
・
ロ
ー
ズ
に
は
和
名
も
あ
っ
て
寒か
ん

芍し
ゃ
く
や
く薬
と
い
い
、
茶
花
に
も
使
う
そ
う
な
。

（
35
）
蓬よ
も
ぎ　

Beifuß.　

こ
こ
で
は
お
そ
ら
くD

ragunbeifuß�=�Estragon�

を
指
す
。
学
名
ア
ル
テ
ミ
シ
ア
・
ド
ラ
ク
ン
ク
ル
スA

rtem
isia�dracunculus�

。
こ
れ
は
南

ロ
シ
ア
や
西
ア
ジ
ア
原
産
の
菊
科
の
多
年
生
草
本
。
ド
イ
ツ
で
は
昔
か
ら
栽
培
さ
れ
て
来
た
。
開
花
期
の
茎
の
先
端
は
香
草
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
日
本
で
も
フ
ラ
ン
ス

名
エ
ス
ト
ラ
ゴ
ンestragon�

で
知
ら
れ
て
い
る
。
鶏
や
魚
の
料
理
に
相
性
が
良
い
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
蛇
毒
の
治
療
な
ど
に
使
わ
れ
、
古
代
ロ
ー
マ
で
は
疲
労
回
復

の
薬
草
と
さ
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
後
半
以
降
よ
う
や
く
料
理
に
。
エ
ス
ト
ラ
ゴ
ン
は
、
今
で
は
、
セ
ル
フ
ィ
ー
ユ
、
パ
セ
リ
と
並
ん
で
フ
ラ
ン
ス
料
理
の
三
大
香
草

と
さ
れ
る
。
血
行
を
良
く
し
、
食
欲
を
増
進
さ
せ
、
消
化
を
促
進
す
る
の
に
効
き
目
が
あ
る
、
と
か
。

（
36
）
ほ
い
、
そ
も
じ
が
か
よ
う
な
名
医
だ
と
は
…
…
飲
み
薬
に
は
蓬よ
も
ぎ

も
混
ぜ
る
の
だ
ろ
う
の
う　

教
会
堂
開
基
祭
（
Ｄ
Ｍ
Ｂ
二
〇
「
こ
ろ
こ
ろ
と
丸
っ
こ
い
二
人
の
粉
挽

き
」
訳
注
「
教
会
堂
開
基
祭
」
参
照
）
や
歳
の
市
、
市い
ち

の
立
つ
日
（
Ｄ
Ｍ
Ｂ
一
八
「
裁
判
官
と
悪
魔
」
訳
注
「
市い
ち

の
立
つ
日
」
参
照
）
な
ど
、
中
・
近
世
の
ド
イ
ツ
語
圏

で
人
の
出
盛
る
時
・
所
は
、
い
か
が
わ
し
い
香や

し
具
師
や
、
香
具
師
ま
が
い
の
自
称
医
者
、
薬
売
り
、
太
鼓
や
喇ら
っ
ぱ叭
を
囂
か
ま
び
す

し
く
鳴
り
響
か
せ
て
─
─
被
施
術
者
に
と
っ
て

あ
る
程
度
麻
酔
薬
代
わ
り
の
効
果
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
哀
れ
な
患
者
の
苦
痛
の
叫
び
を
か
き
消
す
の
が
目
的
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
─
─
や
っ
と
こ
で
虫
歯
を
抜
く
大

道
歯
抜
き
や
ら
の
稼
ぎ
場
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
類
の
連
中
の
口
上
を
、
こ
の
老
女
は
仄
め
か
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
後
出
の
「
長
口
上
」
云
云
と
も
対
応
す
る
。

（
37
）
癇
癪
肝　

Zornnieren.��

「
怒ツ
ォ
ル
ンりZorn

の
腎ニ
ー
レ
ン臓N

ieren

」。
中
世
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
は
、
腎
臓
は
情
緒
の
源
泉
と
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
旧
約
聖
書
詩
篇
七
章
十
節
で

は
心
臓
と
と
も
に
生
命
力
の
源
泉
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
癇
癪
が
腎
臓
に
あ
っ
て
も
俗
信
で
は
不
思
議
は
な
い
。

（
38
）
お
し
ゃ
べ
り　

K
laffer.　

役
に
も
立
た
な
い
こ
と
を
べ
ち
ゃ
べ
ち
ゃ
し
ゃ
べ
る
者
。

（
39
）
つ
い
つ
い　

nach�der�H
and.　

一
般
的
な
慣
用
句
で
は
な
い
。vorderhand�

＝�einstw
eilen�（

さ
し
あ
た
っ
て
、
当
分
）
の
反
対
語
。「
と
う
と
う
」「
結
局
」。
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（
40
）
丈
夫
な
縄
っ
こ　

ein�Bästchen.　
「
バ
ス
ト
」Bast�（
植
物
の
内
皮
、
靱じ
ん

皮ぴ

。
ご
ざ
、
籠
、
縄
な
ど
の
材
料
）
の
縮
小
形
。
靱
皮
繊
維
は
強
靭
。

（
4（
）
悪
妻
持
っ
た
ら
…
…
間
に
下
げ
り
ゃ
あ
別
だ
け
ど　

W
enn�w

er�ein�übel�W
eib�hat,�/�D

er�tu�sich�ihr ’r�in�Zeit�ab,�/�Em
pfehl�sie�dem

�Ritter,�/�U
nd�leg�

sie�auf�ein ’n�Schlitten,�/�U
nd�kauf�ihr�ein�Bästchen,�/�U

nd�henk�sie�an�ein�Ä
stchen,�/�U

nd�henk�dabei�/�Zw
ei�W

ölf�oder�drei.�/�W
er�sah�dann�

ein ’n�Galgen�/�M
it�böseren�Balgen?�/�Es�sei�denn,�daß�w

er�den�T
eufel�fing,�/�U

nd�ihn�auch�dazw
ischen�hing.　

い
や
、
な
ん
と
も
凄す
さ

ま
じ
い
文
句

で
す
な
。
訳
し
て
い
て
も
冷
汗
三
斗
。
も
っ
と
差
し
障
り
の
な
い
表
現
に
替
え
ら
れ
る
、
と
お
っ
し
ゃ
る
か
た
は
是
非
ど
う
ぞ
お
試
し
く
だ
さ
い
。
既
婚
男
性
の
皆
様
、

こ
の
ま
ま
じ
ゃ
あ
、
お
互
い
い
と
し
き
妻
に
は
見
せ
ら
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。
え
、
う
ち
の
は
悪
妻
な
ん
か
じ
ゃ
な
い
、
で
す
っ
て
。
い
か
に
も
さ
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
な
ら
、
こ
れ
で
も
ま
あ
よ
ろ
し
い
か
も
。

　

一
六　

胡く
る
み桃
の
小
枝

（
42
）
燻シ

ン

ケ

ン

製
塩
漬
豚
腿
肉　

Schinken.　

ハ
ム
。
燻
製
に
は
し
な
い
も
の
（
生
ハ
ム
）、
豚
腿
肉
を
素
材
に
は
し
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
一
応
こ
れ
が
一
般
的
か
な
。

（
43
）
腸ヴ
ル
ス
ト詰　

W
urst.　

ソ
ー
セ
ー
ジ
。

（
44
）
家
に
帰
り
着
い
て
最
初
に
出
会
う
も
の
を
よ
こ
す
と
約
束　

い
わ
ゆ
る
「
イ
ェ
フ
タ
の
誓
い
」（
英
語Jephthah ’s�vow

）
で
あ
る
。
旧
約
聖
書
士し

し師
記
十
一―

十
四

章
に
出
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
士
師
イ
ェ
フ
タ
が
神
ヤ
ハ
ヴ
ェ
に
、
ア
ン
モ
ン
人
と
の
戦
に
勝
利
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
帰
宅
し
た
時
家
の
戸
口
か
ら
自
分
を
迎
え
に
出
て

来
る
も
の
を
燔は
ん

祭さ
い

の
生
贄
と
し
て
捧
げ
る
、
と
誓
っ
た
こ
と
に
因
む
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
こ
の
人
の
た
っ
た
一
人
の
愛ま
な

娘
だ
っ
た
（
十
一
章
三
十―

三
十
九
節
）。
従
っ
て
、

「
大
し
た
も
の
と
は
考
え
ず
、
あ
る
こ
と
の
対
価
と
し
て
与
え
る
こ
と
を
誓
っ
た
の
に
、
そ
れ
は
思
い
も
掛
け
ぬ
大
切
な
存
在
だ
っ
た
」
と
い
う
誓
い
、
と
の
意
味
と
な
る
。

Ｋ
Ｈ
Ｍ
三
一
「
手
無
し
娘
」D

as�M
ädchen�ohne�H

ände
の
導
入
部
は
こ
れ
。

（
45
）
有ド
ラ
ッ
ヘ

翼
龍　

�D
rache.　

ず
ん
ぐ
り
む
っ
く
り
し
た
爬は

虫ち
ゅ
う

類
あ
る
い
は
両
棲
類
の
体
に
蝙
蝠
の
よ
う
な
翼
と
長
い
尻
尾
が
付
い
て
い
る
。
足
は
四
本
あ
る
い
は
二
本
。
残

忍
で
火
炎
や
毒
気
を
吹
き
出
す
。

（
46
）
バ
ジ
リ
ス
ク　

Basilisk.　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
雄
鶏
が
生
ん
だ
黄
身
の
無
い
卵
を
蟇
蛙
が
温
め
て
孵か
え

す
と
出
て
来
る
怪
物
。
頭
部
は
雄
鶏
、
八
本

の
雄
鶏
の
脚
と
三
つ
に
分
か
れ
た
蛇
の
尻
尾
を
持
ち
、
頭
に
冠
を
被
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
睨に
ら

ま
れ
た
だ
け
で
人
間
は
死
ん
で
し
ま
う
。
中
近
東
で
は
雄
鶏
、
蟇
蛙
、
蛇
が

合
体
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
だ
。

（
47
）
無リ
ン
ト
ヴ
ル
ム

翼
龍　

Lindw
urm

.　

蛇
の
仲
間
に
入
る
の
だ
ろ
う
が
、
足
が
あ
る
点
が
異
な
る
。
残
忍
で
毒
気
を
吹
き
出
す
。

（
48
）
白ｙ
ま
な
ら
し楊　

Espe.��

ポ
プ
ラ
の
一
種
。
箱
柳
と
も
。
柳
科
の
落
葉
潅
木
。
高
さ
一
五
メ
ー
タ
ー
。
葉
は
広
楕
円
形
で
下
面
は
灰
白
色
、
扁
平
で
風
に
動
か
さ
れ
や
す
い
か

ら
日
本
で
は
「
や
ま
な
ら
し
」
と
も
言
う
。
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
「
白ｙ
ま
な
ら
し楊
の
葉
の
よ
う
に
震
え
る
」
が
「
ぶ
る
ぶ
る
震
え
る
」
の
形
容
と
し
て
慣
用
句
と
な
っ
て
い
る
。
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一
七　

心
臓
の
無
い
男

（
49
）
ぽ
っ
と
出
の
若
い
衆し
ゅ

さ
ん
た
ち
や
あ
い　

Ihr�jungen�Gieke�in�die�W
elt.　

gieken�

は
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
方
言
で�gucken

に
当
た
る
。
従
っ
てGieke�in�die�

W
elt�=�Guckindiew

elt�（
直
訳
「
世
間
を
見
物
に
出
た
者
」）。
従
っ
て
「
未
熟
者
」「
青
二
才
」
と
も
訳
せ
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
文
脈
に
添
っ
て
「
ぽ
っ
と
出
」
と
し
た
。

「
お
上の
ぼ

り
さ
ん
」「
椋む
く
ど
り鳥
」「
赤あ
か

毛ゲ
ッ
ト布
」。

（
50
）
氷
み
た
い
に
鬚ひ
げ

や
髪
の
白
い
皺し
わ

く
ち
ゃ
爺じ
じ
い　

ein�alter�eisgrauer�H
ozelm

ann.　

H
ozelm

ann�

の�H
ozel�=�H

utzel�

。
こ
れ
は
ウ
タ
ー
教
授
の
注
釈
に
よ
る
。
ウ

タ
ー
教
授
は
更
に
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
研
究
の
知
識
を
援
用
、H

ozelm
ann�=�H

utzelm
ännchen�=�kleines�M

ännchen�

と
解
釈
し
て
い
る
。H

utzelm
ännchen�

は�
H

einzelm
ännchen�

と
も
い
い
、
小
人
の
一
種
の
名
な
の
で
。
こ
ち
ら
に
従
え
ば
「
皺
く
ち
ゃ
小
人
の
爺
」
と
な
る
。
が
、
た
だ
の
「
皺
く
ち
ゃ
爺
」
で
も
意
味
が
通

る
し
、
リ
ヒ
タ
ー
の
挿
絵
で
は
小
人
と
し
て
描
か
れ
て
は
い
な
い
の
で
、
こ
こ
ま
で
の
解
釈
に
は
あ
え
て
踏
み
切
ら
な
か
っ
た
。

（
5（
）
旅ヴ
ァ
ン
ダ
ー
ゲ
ゼ
レ

職
人　

W
andergeselle.　

�

手
工
業
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
親マ
イ
ス
タ
ー方M

eister

は
、
手
仕
事
を
身
に
付
け
よ
う
と
す
る
少
年
と
年
季
契
約
を
結
び
、
徒レ
ー
ア
リ
ン
グ弟

Lehrling

と
し
て
一
定
期
間
修
行
さ
せ
る
資
格
を
有
す
る
。
年
季
奉
公
を
終
え
た
者
が
職ゲ
ゼ
レ人Geselle

。
こ
れ
は
元
の
親
方
の
許
を
離
れ
、
自
由
意
志
で
各
地
の
親
方
の

と
こ
ろ
に
住
み
込
み
、
伎
倆
に
磨
き
を
掛
け
る
。
こ
れ
が
旅ヴ
ァ
ン
ダ
ー
ヤ
ー
レ

修
行
期
間W

anderjahre

で
、
こ
の
期
間
親
方
か
ら
親
方
の
と
こ
ろ
へ
旅
回
り
を
し
て
い
る
の
が
旅
職
人
。

（
52
）
あウ

イ

ー
い
よ
、
あウ

イ

ー
い
よ
、
あウ

イ

ー
い
よ　

O
ui�oui�oui.　

「
ウ
イ
」oui

は
フ
ラ
ン
ス
語
の
肯
定
の
返
辞
だ
が
、
豚
や
猪
の
啼
き
声
も
「
ウ
イ
ー
」
と
聞
こ
え
る
。

（
53
）
グ
ラ
イ
フ
鳥　

V
ogel�Greif.　

鷲
の
頭
、
獅
子
の
胴
体
、
こ
れ
に
翼
が
生
え
て
い
る
架
空
の
動
物
。
ギ
リ
シ
ア
語
「
グ
リ
ュ
プ
ス
」gryps

か
ら
。
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
、

特
に
バ
ビ
ロ
ニ
ア
お
よ
び
北
シ
リ
ア
の
記
念
碑
に
は
無
数
の
図
柄
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
お
よ
び
古
代
ギ
リ
シ
ア
芸
術
に
お
い
て
は
神
性
の
象
徴
お
よ
び
守
護
者
と
し

て
登
場
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
紋
章
で
は
架
空
の
動
物
と
し
て
は
龍
と
並
ん
で
最
も
多
く
用
い
ら
れ
る
。
Ｋ
Ｈ
Ｍ
一
六
五
「
怪
鳥
グ
ラ
イ
フ
」D

er�V
ogel�Greif�

で
は
類
話

に
お
け
る
悪
魔
の
よ
う
な
役
割
だ
が
、
こ
ち
ら
が
悪
魔
的
存
在
な
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
手
の
類
話
で
は
悪
魔
が
た
だ
超
自
然
的
怪
物
と
な
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
。

（
54
）
破は

城じ
ょ
う

槌つ
い　

M
auerbrecher.　

先
端
に
青
銅
の
牡
羊
の
頭
な
ど
を
装
着
し
た
重
く
長
い
丸
太
を
可
動
式
の
櫓
に
吊
る
し
、
前
後
に
揺
ら
し
な
が
ら
被
包
囲
都
市
な
い
し

城
塞
の
壁
や
門
扉
に
衝
き
当
て
、
こ
れ
を
打
ち
破
る
攻
城
兵
器
。
ア
ジ
ア
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
古
代
か
ら
用
い
ら
れ
た
。

　

一
八　

裁
判
官
と
悪
魔

（
55
）
市い
ち

の
立
つ
日　

M
arkttag.　

こ
う
し
た
定
期
市
日
に
は
、「
市マ
ル
ク
ト
プ
ラ
ッ
ツ

の
立
つ
広
場
」（
ド
イ
ツ
語
圏
都
市
の
中
心
部
の
広
場
）
へ
都
市
近
郊
か
ら
生
鮮
食
品
や
家
畜
・
家
禽

な
ど
が
運
び
込
ま
れ
、
そ
れ
ら
を
売
り
買
い
す
る
人
人
目
当
て
に
行
商
人
ら
が
露
店
を
出
し
、
更
に
香や

し
具
師
の
類
が
見
世
物
を
行
う
、
と
い
っ
た
具
合
だ
っ
た
。

「
市マ
ル
ク
ト
タ
ー
ク

の
立
つ
日
」
は
大
い
に
賑
わ
っ
た
わ
け
。

（
56
）
騎
馬
で
外
出
、
所
有
し
て
い
る
葡
萄
園
を
検
分
に
出
掛
け
た　

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
都
市
の
市
壁
内
に
は
建
物
が
櫛し
っ

比ぴ

し
て
い
る
。
王
侯
や
大
司
教
な
ら
市
壁
内
の
そ

の
宮
殿
の
傍
ら
に
庭
園
・
果
樹
園
を
経
営
す
る
贅
沢
が
で
き
た
が
、
一
般
市
民
の
場
合
市
壁
外
で
な
け
れ
ば
到
底
無
理
。
も
っ
と
も
、
所
有
し
て
い
る
だ
け
で
大
層
裕
福
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な
こ
と
が
分
か
る
。

（
57
）
把
カ

ン

ネ

手
蓋
付
き
大
杯　

K
anne.　

陶
器
の
ジ
ョ
ッ
キ
に
金
属
製
の
蓋
が
付
い
て
い
た
り
、
全
部
が
金
属
製
だ
っ
た
り
す
る
大
杯
。
ビ
ー
ル
な
ら
五
〇
〇
Ｃ
Ｃ
は
入
ろ
う
。

こ
こ
で
は
ワ
イ
ン
。
こ
の
ワ
イ
ン
は
香
料
や
甘
味
を
入
れ
、
熱
く
し
て
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
58
）
プ
フ
ン
ト　

Pfund.　

ド
イ
ツ
の
貨
幣
単
位
に
は
な
い
。
た
だ
し
、
俗
に
二
十
マ
ル
ク
の
こ
と
を
そ
う
称
し
た
こ
と
は
あ
る
。
ま
た
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
で
は
一
フ
ラ
マ

ン
・
ポ
ン
ドPond�

が
六
グ
ル
デ
ン
だ
っ
た
。
黄
金
の
重
量
を
意
味
し
て
い
る
な
ら
、
現
代
ド
イ
ツ
で
は
一
プ
フ
ン
ト
＝
五
〇
〇
グ
ラ
ム
。

（
59
）
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
こ
と　

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
磔た
く
け
い刑
に
よ
る
死
を
指
す
。

（
60
）
市
参
事
殿　

Rat.　

か
つ
て
ド
イ
ツ
の
都
市
の
最
高
議
決
機
関
は
市
参
事
会
だ
っ
た
。
そ
れ
を
構
成
し
た
の
は
富
裕
な
商
人
や
ギ
ル
ド
の
親
方
な
ど
有
力
市
民
。
わ
れ

ら
が
裁
判
官
閣
下
も
当
然
そ
の
一
人
だ
っ
た
わ
け
。

　

一
九　

椋
鳥
と
小
さ
な
湯
船

（
6（
）
迷ま
ん
ね
ん
ろ
う

迭
香　

Rosm
arin.　

�

ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
。
地
中
海
地
方
原
産
の
芳
香
あ
る
常
緑
潅
木
。
貞
操
、
愛
、
記
憶
、
死
の
象
徴
。
香
油
の
原
料
と
な
る
。
消
化
器
や
肝
臓
の

病
気
に
良
く
効
く
。
仔
羊
な
ど
の
焼
肉
、
鳥
類
、
魚
類
の
料
理
の
香
付
け
に
も
使
わ
れ
る
。

（
62
）
立た
ち

麝じ
ゃ
こ
う香
草そ
う　

T
hym

ian.　

木き

立だ
ち

百ひ
ゃ
く

里り

香こ
う

と
も
。
現
在
の
日
本
で
は
一
般
に
タ
イ
ム
で
知
ら
れ
る
。
代
表
的
な
香
草
の
一
種
で
、
古
く
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
知
ら
れ
、

特
に
南
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
地
中
海
沿
岸
に
多
い
。
丈
は
三
〇
セ
ン
チ
足
ら
ず
、
細
い
枝
に
五
～
七
ミ
リ
の
小
さ
い
葉
を
び
っ
し
り
と
付
け
る
。
初
夏
に
咲
か

せ
る
淡
紅
紫
色
（
ま
れ
に
は
白
）
の
小
さ
な
花
、
お
よ
び
、
若
い
茎
も
、
葉
も
強
い
芳
香
を
持
つ
。
生
の
葉
を
採
っ
て
そ
の
ま
ま
使
う
か
、
開
花
期
の
全
草
を
乾
燥
し
て

利
用
す
る
。
肉
、
魚
介
類
の
料
理
に
よ
く
合
う
。

（
63
）
マ
ヨ
ラ
ナ　

M
ajoran.　

学
名
オ
リ
ガ
ヌ
ム
・
マ
ヨ
ラ
ナO

riganum
�m

ajorana�

。
英
名
ス
ウ
ィ
ー
ト
・
マ
ジ
ョ
ラ
ムSw

eet�m
arjoram

。
紫
蘇
科
の
多
年
生
草
本
。

代
表
的
な
香
草
の
一
種
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
効
力
あ
る
解
毒
剤
と
考
え
ら
れ
、
薬
草
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
エ
ジ
プ
ト
や
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ
ア
、

南
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
の
地
中
海
沿
岸
原
産
。
葉
、
茎
、
花
に
芳
香
が
あ
る
。
鵞
鳥
の
丸
焼
き
な
ど
の
料
理
に
使
う
香
草
の
他
、
薬
、
化
粧
品
に
用
い
る
。

（
64
）
椋
鳥　

Star.　

Stare,�Starm
atz,�Sprehe,�Spreu

な
ど
と
も
。
雀
目
椋
鳥
科
の
鳥
。
二
〇
〇
種
に
も
上
り
、
そ
の
大
部
分
は
東
半
球
、
そ
れ
も
熱
帯
に
棲
息
。
ド
イ

ツ
に
は
唯
の
一
種
、
学
名
ス
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
・
ウ
ル
ガ
リ
スSturnus�vulgaris　

、
つ
ま
り
「
あ
り
ふ
れ
た
椋
鳥
」
が
い
る
だ
け
。
こ
れ
は
「
ホ
シ
ム
ク
ド
リ
」
と
日
本

語
に
訳
さ
れ
た
り
す
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
「
椋
鳥
」
と
し
た
。
灰
褐
色
。
嘴
と
脚
は
黄
色
。
羽
に
白
斑
が
あ
る
。
体
長
二
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
。
ド
イ
ツ
で
は
二
月
あ
る

い
は
三
月
か
ら
十
月
お
よ
び
十
一
月
ま
で
滞
在
。
し
ば
し
ば
越
冬
も
す
る
。
繁
殖
期
以
外
は
大
挙
し
て
の
群
生
を
好
む
。
声
は
好
ま
し
い
が
大
層
お
し
ゃ
べ
り
で
、
う
る

さ
が
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
籠
で
飼
う
と
慣
れ
易
く
、
ま
た
物
真
似
上
手
な
の
で
、
唄
を
覚
え
て
囀
っ
た
り
、
人
語
を
真
似
た
り
す
る
。
平
地
や
水
辺
の
森
を
好
み
、
樹

木
の
空う

ろ洞
、
壁
の
穴
な
ど
に
営
巣
す
る
。
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（
65
）
洗
え　

zw
agen.　

zw
agen�

と
は
、
強
い
洗
剤
を
入
れ
た
温
湯
で
洗
う
こ
と
。

（
66
）
あ
あ
、
切
な
い
な
、
花
嫁
さ
ん
、
み
な
し
ご
さ
ん
は
知
ら
な
い
の
、
／
父
様
、
母
様
、
だ
れ
な
の
か　

O
�w

eh�du�Braut,�du�Findelkind!�/�W
eißt�du�nicht,�

w
er�dein�V

ater�und�M
utter�sind!.��

椋
鳥
が
乙
女
に
対
し
て
な
ぜ
「
花
嫁
」「
許い
い
な
づ
け嫁
」
に
当
た
る�Braut�

と
い
う
呼
び
掛
け
を
す
る
の
か
は
、
解
題
か
ら
お
察
し
あ

れ
。

（
67
）
お
若
い
花
嫁　

du�junge�Braut.　

女
主
人
は
、
こ
の
娘
が
て
っ
き
り
、
若
い
色
男
の
泊
り
客
と
一
夜
し
っ
ぽ
り
共
寝
を
し
た
も
の
、
と
思
っ
た
の
で
、
こ
う
嘲
っ
た

わ
け
。
そ
れ
で
椋
鳥
の
唄
の
中
の
呼
び
掛
け
と
符
節
が
合
う
。

（
68
）
朝モ
ル
ゲ
ン
ヴ
ァ
イ
ン

の
葡
萄
酒　

M
orgenw

ein.　

朝
の
飲
み
物
と
し
て
の
ワ
イ
ン
。

（
69
）
漂
泊
の
女　

Zigeunerin.　

ジ
プ
シ
ー
女
。「
ジ
プ
シ
ー
」
は
英
語
「
エ
ジ
プ
ト
人
」Egyptian

（
十
八
世
紀
頃
ま
で
こ
の
民
族
自
身
誤
っ
て
そ
う
伝
承
し
て
い
た
そ

の
出
自
は
エ
ジ
プ
ト
だ
っ
た
の
で
）
が
崩
れ
た
俗
称Gypsy�

。
彼
ら
自
身
の
呼
称
は
「
ロ
マ
」rom

a

（
複
数
形
）。「
ロ
ム
」rom

（
単
数
形
）
は
「
人
間
」「
男
」
の
意
。

女
性
は
「
ロ
ム
ニ
」rom

ñi�
。
十
四
～
十
五
世
紀
頃
北
西
イ
ン
ド
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
流
入
し
た
漂
泊
民
族
。
ジ
プ
シ
ー
が
嬰
児
、
幼
児
を
攫
う
、
と
い
う
の
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
民
衆
に
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
ド
イ
ツ
語
の
「
ツ
ィ
ゴ
イ
ナ
ー
」Zigeuner

、「
ツ
ィ
ギ
ー
ナ
ー
」Ziginer

、「
ツ
ィ
ガ
イ
ナ
ー
」Zigeiner�

は
東

欧
諸
民
族
や
ト
ル
コ
帝
国
に
お
け
る
似
た
音
の
呼
称
に
由
来
す
る
か
。
現
在
バ
ル
カ
ン
地
域
を
中
心
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
約
一
千
万
人
が
住
む
、
と
い
わ
れ
る
。

Ｅ
Ｕ
は
基
本
憲
章
で
民
族
・
言
語
な
ど
に
よ
る
差
別
を
禁
止
す
る
人
権
規
定
を
定
め
て
い
る
が
、
ロ
マ
へ
の
差
別
感
情
は
根
強
い
。

　

二
〇　

こ
ろ
こ
ろ
と
丸
っ
こ
い
二
人
の
粉
挽
き

（
70
）
粉
挽
き　

M
üller.　

昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
に
は
し
ば
し
ば
登
場
す
る
職
業
の
一
つ
。
製
粉
業
者
。
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
風
車
よ
り
水
車
の
方
が
動
力
と
し
て
一
般
的
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

穀
物
は
お
お
む
ね
粒
食
に
は
不
向
き
な
の
で
、
こ
の
職
業
は
ど
こ
の
共
同
体
で
も
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
。
水
車
小
屋
を
設
け
る
好
適
な
場
所
の
領
主
が
特
定
の
個
人
に
こ

れ
を
委
任
す
る
代
わ
り
、
使
用
料
を
徴
収
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
は
勿
論
、
独
立
経
営
の
場
合
も
、
こ
う
し
た
独
占
企
業
は
手
数
料
を
か
な
り
高
額
に

設
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
設
定
で
き
た
の
で
、
利
用
者
は
粉
挽
き
に
好
感
は
持
ち
難
か
っ
た
ら
し
い
。
ま
た
、
預
か
っ
た
穀
物
の
幾
分
か
を
ご
ま
か
す
、

あ
る
い
は
、
ご
ま
か
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
も
思
わ
れ
勝
ち
だ
っ
た
よ
う
だ
（
た
と
え
ば
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
一
七
一
「
み
そ
さ
ざ
い
」D

er�Zaunkönig

冒
頭
参
照
）。
更
に
、

粉
挽
き
小
屋
は
水
力
、
あ
る
い
は
風
力
利
用
の
適
地
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
地
条
件
、
お
よ
び
、
浮
遊
す
る
粉
塵
が
爆
発
す
る
危
険
性
の
存
在
、
こ
の
二
点
か

ら
村
落
か
ら
か
な
り
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
場
合
は
村
落
の
人
間
関
係
か
ら
物
理
的
に
孤
立
し
て
い
た
の
で
、
疎
外
さ
れ
易
か
っ
た

よ
う
だ
。

（
7（
）
胴
着　

W
am

s.　

こ
の
場
合
は
普
通
の
チ
ョ
ッ
キ
（
ヴ
ェ
ス
ト
）
で
は
な
く
、
鎧
の
下
に
着
け
る
「
鎧
下
」
と
あ
い
な
る
。

（
72
）
樹き

脂や
に　

Pech.　
「
ペ
ッ
ヒ
」
に
は
二
種
類
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
唐と
う

檜ひ

属Fichte

（
蝦
夷
松
、
針
樅
な
ど
）
そ
の
他
の
針
葉
樹
か
ら
採
れ
る
樹じ
ゅ

脂しH
arz

の
方
で
あ
ろ
う
。
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こ
れ
は
粘
着
性
が
極
め
て
強
い
。
べ
た
べ
た
し
た
固
体
だ
が
、
溶
か
せ
ば
ど
ろ
ど
ろ
に
な
る
。
も
う
一
つ
、
木
炭
を
製
造
す
る
な
ど
、
木
材
を
乾
溜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
粘ね
ん

稠ち
ゅ
う

な
液
体
で
あ
る
「
ペ
ッ
ヒ
」（
木
タ
ー
ルH

olzteer

）
は
防
水
・
防
腐
剤
と
し
て
木
造
帆
船
時
代
、
船
材
、
帆
綱
な
ど
の
塗
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
し
、

樹
脂
と
混
ぜ
て
靴
や
樽
に
塗
ら
れ
も
し
た
が
、
接
着
剤
と
し
て
は
あ
ま
り
効
果
は
あ
る
ま
い
。

（
73
）
堡ほ
う
ら
ん籃　

K
orb.　

Schanzkorb�

の
こ
と
と
解
釈
し
た
。
こ
れ
は
と
り
わ
け
都
市
や
城
塞
の
包
囲
戦
な
ど
で
接
近
す
る
た
め
の
塹ざ
ん
ご
う壕
を
掘
り
進
め
る
攻
撃
軍
な
ど
に
用
い

ら
れ
た
土
を
詰
め
た
籠
。
敵
の
矢
玉
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
も
と
よ
り
被
包
囲
側
や
、
相
対
峙
す
る
野
戦
軍
に
も
使
わ
れ
た
が
。

（
74
）
鎖
帷か
た
び
ら子　

Panzer.　
「
鎧
」
だ
が
、
意
訳
し
た
。
こ
れ
で
な
く
て
は
こ
ん
な
に
ぼ
て
ぼ
て
し
た
胴
着
の
下
へ
の
着
用
は
不
可
能
。「
鎖
鎧
」
と
訳
し
て
も
良
か
ろ
う
。

膝
か
ら
上
ま
で
の
長
上
着
の
よ
う
な
形
で
、
胴
を
帯
で
締
め
る
。
互
い
に
嵌
め
込
み
に
し
た
鉄
の
環
か
ら
成
り
、
丸
い
網
目
細
工
の
外
観
を
呈
す
る
。

（
75
）
粗ロ

ー

デ

ン

織
羊
毛
地　

Loden.　

防
寒
・
防
水
に
用
い
る
厚
手
の
粗
織
り
ウ
ー
ル
地
。

（
76
）
市
門　

Stadtror.　

都
市
を
防
禦
す
る
外
壁
に
設
け
ら
れ
た
門
。
門
衛
の
ほ
か
税
関
吏
も
屯た
む
ろ

し
て
人
人
と
物
資
の
出
入
り
を
取
り
締
ま
っ
た
。

（
77
）
聖
ザ
ン
ク
ト

オ
ス
ヴ
ァ
ル
ト　

St.�O
sw

ald.　

�

聖セ
ン
ト

オ
ズ
ワ
ー
ド
（
祝
日
八
月
五
日
）。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ノ
ー
ザ
ン
ブ
リ
ア
王
国
（
六
世
紀
頃
ゲ
ル
マ
ン
人
の
一
部
族
ア
ン

ゲ
ル
＝
ア
ン
グ
ル
族
が
建
て
た
古
王
国
）
の
王
（
六
〇
五―

四
二
）。
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
教
育
さ
れ
、
臣
民
を
改
宗
さ
せ
た
。
ス
コ

ッ
ト
ラ
ン
ド
の
修
道
僧
た
ち
に
よ
っ
て
そ
の
名
は
大
陸
に
広
め
ら
れ
、
特
に
ア
ル
プ
ス
地
方
で
崇
拝
さ
れ
、
多
く
の
町
村
が
そ
の
名
に
因
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
名

の
町
は
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
に
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
だ
。
こ
こ
で
は
彼
に
捧
げ
ら
れ
た
教
会
の
こ
と
か
。

（
78
）
教
会
堂
開
基
祭　

K
irchtag.　

K
irtag,�K

irchw
eihtag,�K

irm
es�

と
も
。
教
会
が
建
立
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
や
聖
母
マ
リ
ア
、
あ
る
い
は
い
ず
れ
か
の
聖
人
に
捧
げ
ら

れ
た
日
を
祝
う
祭
日
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
理
由
に
歳
の
市
や
大
市
な
ど
が
開
催
さ
れ
、
近
隣
の
住
人
が
集
ま
っ
て
物
見
遊
山
か
た
が
た
、
家
畜
や
生
活
必
需
品
、
安
価
な

装
身
具
な
ど
の
売
り
買
い
が
行
わ
れ
て
賑
わ
っ
た
。
普
通
十
月
か
十
一
月
の
日
曜
。

（
79
）
弩
い
し
ゆ
み　

A
rm

brust.　

強
靭
な
弦
を
一
種
の
巻
上
げ
機
（
梃て

こ子
、
ハ
ン
ド
ル
、
滑
車
な
ど
）
で
引
い
て
掛
け
金
に
掛
け
、
弦
の
当
た
る
溝
に
短
く
太
い
箭やBolzen

を
嵌

め
込
み
、
引
き
金
を
引
く
と
、
猛
烈
な
勢
い
で
こ
れ
が
発
射
さ
れ
る
兵
器
。

（
80
）
男
の
身
の
丈　

M
annslänge.　

ま
さ
か
ね
え
、
そ
れ
じ
ゃ
長
過
ぎ
る
、
と
お
考
え
の
向
き
は
、
次
の
訳
注
「
両
手
持
ち
の
剣
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。（
神
社
奉
納
用
で

は
な
く
）
実
際
に
使
わ
れ
た
、
と
思
わ
れ
る
日
本
刀
に
も
こ
れ
く
ら
い
の
長
さ
の
も
の
は
現
存
す
る
。

（
8（
）
両
手
持
ち
の
剣　

Zw
eihander.　

　

Zw
eihänder,�Zw

eihändler

が
普
通
か
。
十
五
世
紀
ス
イ
ス
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
傭
ラ
ン
ツ
ク
ネ
ヒ
ト
兵
が
用
い
た
長
大
な
両
刃
の
剣
。
平
均

し
て
長
さ
は
五
フ
ィ
ー
ト
以
上
あ
っ
た
、
と
い
う
。
五
フ
ィ
ー
ト
と
す
る
と
、
比
率
か
ら
考
え
て
、
柄
の
部
分
が
一
フ
ィ
ー
ト
、
刃
身
の
長
さ
は
四
フ
ィ
ー
ト
（
一
・
二
二

メ
ー
タ
ー
ほ
ど
）
に
及
ん
だ
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
刃
が
波
型
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
だ
っ
た
。
こ
れ
は
特
に
「
フ
ラ
ム
ベ
ル
ク
」Flam

berg

と
称
す
る
。

（
82
）
長
弓　

Bogen.　

六
フ
ィ
ー
ト
（
一
・
八
メ
ー
タ
ー
余
）
も
の
長
さ
の
あ
る
櫟い
ち
い

の
木
で
作
る
長
い
弓
。
こ
れ
は
、
熟
練
し
た
射
手
が
三
七
イ
ン
チ
（
一
メ
ー
タ
ー
近

く
）
も
あ
る
長
い
矢Pfeil

を
番つ
が

え
て
引
き
絞
り
、
発
射
す
る
場
合
、
馬
上
に
あ
る
騎
士
の
鎖
帷
子
で
覆
わ
れ
た
大
腿
部
と
分
厚
い
革
の
鞍
を
貫
き
、
更
に
馬
体
に
突
き
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刺
さ
っ
た
、
と
い
う
記
録
が
あ
る
ほ
ど
強
力
。

（
83
）
ゴ
リ
ア
テ　

Goliath.　

ペ
リ
シ
テ
人
の
勇
士
で
巨
人
。
重
武
装
し
て
い
た
が
、
ダ
ヴ
ィ
デ
の
投
石
器
の
石
に
額
を
撃
た
れ
て
死
ぬ
。
旧
約
聖
書
サ
ム
エ
ル
前
書
十
七

章
四
節
、
四
十
九―

五
十
一
節
。

（
84
）
気
晴
ら
し
試
合　

Schim
pfspiel.　

具
体
的
に
ど
ん
な
気
晴
ら
し
・
憂
さ
晴
ら
し
の
遊
戯
な
の
か
未
詳
。

（
85
）
頸け
い

甲こ
う　

H
alsberge.　

咽
喉
と
胸
の
上
部
を
ぴ
っ
た
り
覆
っ
て
保
護
す
る
鎧
の
部
品
。
鎖
帷
子
な
い
し
鋼
の
板
。
頸
の
後
ろ
側
に
も
回
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。

（
86
）
献
堂
式�K

irchw
eihtag.��

前
掲
訳
注
「
教
会
堂
開
基
祭
」
参
照
。

（
87
）
ま
ん
丸
な
山
城
…
…
兵
糧
攻
め
に
は
で
き
っ
こ
な
い　

巨
大
な
火
砲
、
優
れ
た
小
銃
、
充
分
な
兵へ
い
た
ん站
、
銃
砲
・
長
槍
な
ど
の
操
作
に
熟
達
し
て
い
る
練
度
の
高
い
傭
兵

あ
る
い
は
常
備
兵
等
等
、
と
い
っ
た
莫
大
な
費
用
の
掛
か
る
軍
備
を
所
有
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
時
代
の
皇
帝
、
国
王
、
諸
侯
、
自
治
都
市
は
、
数
十
人
の
荒
く
れ

た
部
下
を
擁
し
て
要
害
堅
固
な
山
城
に
籠
も
り
、
街
道
筋
に
出
没
し
て
は
略
奪
や
身
代
金
目
当
て
の
誘
拐
行
為
を
働
く
重
武
装
の
騎
士
（
盗ラ
ウ
プ
リ
ッ
タ
ー

賊
騎
士Raubritter

）
を
攻

略
す
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
に
掛
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
中
央
集
権
国
家
、
あ
る
い
は
膨
大
な
富
を
持
つ
都
市
同
盟
が
成
立
、
経

済
的
な
点
か
ら
も
こ
う
し
た
強
大
な
戦
力
を
使
い
こ
な
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
小
さ
な
軍
事
拠
点
は
漸
く
破
壊
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
88
）
粉メ

ッ

ツ

ェ

挽
き
料
金
［
＝
量メ

ッ

ツ

ェ

目
の
穀
物
］　M

etze.　
「
メ
ッ
ツ
ェ
」
は
穀
物
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
昔
の
量
目
単
位
（
約
三
・
四
四
リ
ッ
タ
ー
）
で
も
あ
る
。
山
城
に
少
な
か
ら

ぬ
量
目
の
穀
物
が
貯
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
攻
囲
し
て
も
長
期
戦
に
な
る
わ
け
。
こ
こ
で
は
金
と
穀
物
の
両
者
を
掛
け
て
い
る
。

（
89
）
皇
帝　

K
aiser.　

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
。

（
90
）
世
界
年
代
記　

die�W
eltchronik.　

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
印
刷
業
者
に
し
て
書し
ょ

肆し

経
営
者
ア
ン
ト
ン
・
コ
ー
ベ
ル
ガ
ーA

nton�K
oberger�

（
一
四
四
〇
／
四
五
頃―

一
五
一
三
）
が
出
版
し
た
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
歴
史
家
ハ
ル
ト
マ
ン
・
シ
ェ
ー
デ
ルH

artm
ann�Schedel

（
一
四
四
〇―

一
五
一
四
）
著
『
年リ
ベ
ル
・
ク
ロ
ニ
カ
ル
ム

代
記
ノ
書
』Liber�

chronicarum

）
の
豪
華
版
（
一
四
九
三
）
の
こ
と
。
こ
れ
に
は
一
八
〇
九
点
も
の
木
版
挿
絵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
印
刷
術
発
明
初
期
の
挿
絵
本
の
中
で
特
筆
大
書
す

べ
き
も
の
。

　

二
一　

三
枚
の
羽

（
9（
）
代パ
ー
テ父　

Pate.　

Ｄ
Ｍ
Ｂ
一
二
「
名
付
け
親
に
な
っ
た
死
」
訳
注
「
代パ
ー
テ父
」
参
照
。

（
92
）
仔
馬
が
口
を
利
く
こ
と
が
で
き
た
も
の
だ
か
ら
び
っ
く
り
し　

昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
の
世
界
で
は
日
常
的
世
界
と
非
日
常
的
世
界
の
交
錯
は
当
然
な
の
で
、
動
物
が
口
を
利
く
こ
と

に
人
間
が
驚
き
は
し
な
い
。
伝
説
で
は
こ
う
な
る
。

（
93
）
そ
の
領
国
で
は
太
陽
が
没
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た　

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
出
身
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
（
在
位
一
五
二
〇―

五
六
）
は
イ
ス
パ
ニ
ア
国
王

カ
ル
ロ
ス
一
世
（
在
位
一
五
一
六―

五
六
）
で
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
の
領
国
た
る
や
、
西
は
新
大
陸
の
太
平
洋
岸
か
ら
、
東
は
イ
タ
リ
ア
半
島
の
い
わ
ゆ
る
長
靴
の
踵
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（
当
時
ナ
ポ
リ
王
国
は
イ
ス
パ
ニ
ア
王
国
領
）
ま
で
の
経
度
に
亘
っ
て
い
た
。
従
っ
て
事
実
彼
の
領
国
で
は
、
ど
こ
か
で
太
陽
が
沈
め
ば
、
ど
こ
か
で
太
陽
が
昇
っ
た
わ

け
で
あ
る
。

　

結
び
に
一
言
。

　

Ｄ
Ｍ
Ｂ
一
三
「
黍
泥
棒
」
の
訳
注
「
偃サ
ー
ベ
ル

月
刀
」
の
東
欧
語
発
音
の
片
仮
名
表
記
は
例
に
よ
っ
て
例
の
ご
と
く
人
文
学
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
比

較
文
化
学
科
の
同
僚
阿
部
賢
一
准
教
授
に
ご
教
示
を
受
け
た
。

　

今
回
最
も
て
こ
ず
っ
た
の
は
Ｄ
Ｍ
Ｂ
一
五
「
癇
癪
筋
の
話
」
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
訳
注
「
こ
の
癇
癪
持
ち
の
ク
リ
ー
ム
ヒ
ル
ト
め
」、

「
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ル
ト
殿
」、「
シ
ュ
レ
ヒ
ト
ハ
ル
ト
の
奥
方
様
」、「
さ
も
な
き
ゃ
─
─
シ
ャ
ー
フ
ハ
ウ
ゼ
ン
の
あ
の
大
き
な
神
様
の
ご
加
護

が
こ
の
身
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
─
─
そ
も
じ
は
そ
の
せ
い
で
赤
っ
恥ぱ
じ

を
か
い
て
さ
ん
ざ
ん
謗そ
し

ら
れ
る
っ
て
し
だ
い
よ
な
あ
」
は
、
底
本
の

一
つ
の
校
訂
編
纂
者
ハ
ン
ス
＝
イ
ェ
ル
ク
・
ウ
タ
ー
教
授�Prof.�D

r.�H
ans-Jörg�U

ther

に
直
接
お
伺
い
を
立
て
、
詳
細
な
ご
教
示
を

戴
い
た
の
で
、
日
本
語
表
記
は
と
も
か
く
と
し
て
、
注
内
容
の
大
筋
は
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま
い
。「
ま
ず
」
と
か
「
あ
る
ま
い
」
な
ど
と

申
す
の
は
、
ウ
タ
ー
先
生
ご
自
身
が
、
ま
だ
ま
だ
調
べ
る
必
要
が
あ
る
、
と
か
、
お
そ
ら
く
、
と
か
慎
重
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
る
か

ら
だ
が
。
も
っ
と
も
訳
注
「
グ
グ
グ
ク
殿
」
や
「
ほ
い
、
そ
も
じ
が
か
よ
う
な
名
医
だ
と
は
…
…
飲
み
薬
に
は
蓬よ
も
ぎ

も
混
ぜ
る
の
だ
ろ
う

の
う
」
は
鈴
木
の
解
釈
で
あ
る
。
ま
た
同
物
語
の
訳
注
「
つ
い
つ
い
」
の
ド
イ
ツ
語�‚nach�der�H

and ‘�

は
四
半
世
紀
来
の
友
人
で
あ
る

フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
伝
説
文
庫Sagenarchiv�

管
理
者Betreuerin
ゲ
ル
ト
ラ
ウ
ト
・
マ
イ
ネ
ル
女
史Frau�Gertraud�M

einel�

が

教
え
て
く
だ
す
っ
た
。

　

阿
部
さ
ん
、
ウ
タ
ー
さ
ん
、
マ
イ
ネ
ル
さ
ん
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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な
お
本
稿
は
、
同
じ
く
鈴
木
滿
訳
・
注
・
解
題
「
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
編
著
『
ド
イ
ツ
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
集
』（
一
八
五
七
）
試
訳

（
そ
の
一
）」（「
人
文
学
会
雑
誌
」
第
四
〇
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
九
・
三
月
）
と
共
に
、
西
村
淳
子
武
蔵
大
学
人
文
学
部
教
授
を
代
表
と
す

る
武
蔵
大
学
総
合
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
外
国
語
力
格
差
と
日
本
に
お
け
る
多
言
語
多
文
化
教
育�

」
の
一
環
と
な

る
「
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
な
い
し
語
り
の
言
語
教
育
的
効
果
」
考
察
に
寄
与
す
る
研
究
で
あ
る
こ
と
を
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
こ
こ
に
明
ら
か
に
し
て
お
く
。

試
訳
は
（
そ
の
三
）（「
人
文
学
会
雑
誌
」
第
四
一
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
九
・
一
一
月
発
行
予
定
）、（
そ
の
四
）（「
人
文
学
会
雑
誌
」
第

四
一
巻
第
三
・
四
合
併
号
、
二
〇
一
〇
・
三
月
発
行
予
定
）、（
そ
の
五
）（「
人
文
学
会
雑
誌
」
第
四
二
巻
第
一
号
、
二
〇
一
〇
・
七
月
発

行
予
定
）
と
継
続
す
る
予
定
で
、（
そ
の
一
）、（
そ
の
二
）
を
併
せ
全
体
と
し
て
こ
の
研
究
を
構
成
す
る
。
一
応
の
完
結
を
見
て
か
ら
右

の
旨
を
記
そ
う
、
と
考
え
て
い
た
が
、
そ
れ
ま
で
に
は
か
な
り
の
日
子
を
要
す
る
し
、
研
究
の
一
部
で
も
所
論
は
示
唆
し
得
る
の
で
、
早

い
機
会
に
公
に
す
る
こ
と
と
し
た
。
当
該
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
ご
高
配
を
戴
い
た
関
係
各
位
お
よ
び
諸
機
関
に
深
甚
な
謝
意
を
表
す
る
し
だ

い
で
あ
る
。


