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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
、
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

Ludw
ig Bechstein: Säm

tliche M
ärchen. W

issenschaftliche Buchgesellschaft. D
arm

stadt （972.

と
共
に

ハ
ン
ス
＝
イ
ェ
ル
ク
・
ウ
タ
ー（

2
（

編
の
下
記

Ludw
ig B

echstein: M
ärchenbuch. N

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

egister 

　
　
『
ド
イ
ツ
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
集
』（
一
八
五
七
）
試
訳
（
そ
の
三
）　

　

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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erschlossen. H

erausgegeben von H
ans-Jörg U

ther. Eugen D
iederichs V

erlag. M
ünchen （997.

を
も
用
い
て
い
る
。

　

後
者
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

elitliteratur

（
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
。
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
。
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
。
更
に
、
全
て
の
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
に

番
号
が
付
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
遥
か
に
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

eltliteratur. Begründet von Friedrich von der Leyen. H
erausgegeben von K

urt Schier und Felix 
K

arlinger. Eugen D
iederichs V

erlag. D
üsseldor-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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二
三　

べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
の
花
嫁
御
寮

　

昔
む
か
し
、
可
愛
ら
し
い
田
舎
娘
が
、
飼
っ
て
い
る
牝
牛
の
餌

を
集
め
に
森
に
入
っ
た
。
何
の
懸
念
も
な
く
の
ん
び
り
草
を
刈
っ

て
い
た
と
こ
ろ
、
突
然
四
人
の
盗
賊
が
現
れ
、
こ
の
子
を
取
り
囲

み
、
情
け
容
赦
も
あ
ら
ば
こ
そ
、
む
り
や
り
一
緒
に
連
れ
去
っ
た
。

娘
は
思
う
さ
ま
叫
び
、
も
が
き
、
哀
訴
嘆
願
し
た
ん
だ
け
ど
ね
。

盗
賊
た
ち
は
少
女
の
ふ
る
さ
と
か
ら
遠
く
離
れ
た
小お

暗ぐ
ら

い
森
の
中

に
家
を
一
軒
持
っ
て
い
て
、
こ
こ
に
屯た
む
ろ

し
て
い
た
。
連
中
が
略

奪
に
出
か
け
る
と
き
は
、
い
つ
も
少
な
く
と
も
何
人
か
が
留
守
番

役
で
残
る
。
さ
て
、
盗
賊
た
ち
は
、
ふ
る
さ
と
か
ら
攫さ
ら

っ
て
来
た

こ
と
は
別
と
し
て
、
そ
れ
以
上
娘
に
危
害
は
加
え
な
か
っ
た
。
彼

女
は
煮
炊
き
、
洗
濯
と
い
っ
た
い
ろ
ん
な
家
事
を
や
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
以
外
は
ま
ず
ま
あ
安
楽
な
暮
ら
し
だ
っ
た

が
、
い
つ
も
厳
重
に
見
張
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
盗
賊
た
ち
は

こ
の
子
に
、
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
の
花
嫁
御
寮
、
と
名
前
を
付
け
た
の

さ
。

　

さ
て
、
こ
ん
な
具
合
に
娘
は
も
う
何
年
か
盗
賊
の
棲す
み
か処
で
過
ご
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し
て
い
た
と
こ
ろ
、
あ
る
時
大
き
な
仕や

ま事
が
企
ま
れ
、
こ
い
つ
を
う
ま
く
や
り
遂
げ
た
け
れ
ば
、
一
味
徒
党
が
総
勢
で
掛
か
ら
な
く
っ
ち

ゃ
な
ら
な
い
、
と
い
う
し
だ
い
に
な
っ
た
。

　

娘
は
盗
賊
の
巣
窟
で
の
暮
ら
し
に
ど
う
や
ら
す
っ
か
り
馴
染
ん
だ
様
子
で
、
こ
れ
ま
で
つ
い
ぞ
逃
げ
出
そ
う
と
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た

し
、
実
際
の
話
、
人
の
住
ま
な
い
森
を
抜
け
る
道
を
見
つ
け
る
の
は
難
し
く
も
あ
る
し
─
─
そ
う
首
領
は
考
え
た
─
─
今
回
は
一
人
き
り
、

見
張
り
無
し
で
森
の
家
に
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
で
も
、
盗
賊
た
ち
が
い
な
く
な
っ
た
途
端
、
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
の
花
嫁
御
寮
は
、
ど

う
し
た
ら
見
咎
め
ら
れ
ず
に
逃
げ
出
せ
る
か
、
思
案
に
耽
っ
た
。
急
い
で
藁
人
形
を
拵こ
し
ら

え
、
日
頃
着
て
い
た
服
を
着
せ
、
被
っ
て
い
た

頭
巾
を
被
ら
せ
た
。
自
分
は
と
い
う
と
、
頭
の
て
っ
ぺ
ん
か
ら
足
の
先
ま
で
蜂
蜜
を
塗
り
た
く
り
、
そ
れ
か
ら
［
羽
根
布
団
の
中
身
の
］

羽
根
の
中
を
ご
ろ
ご
ろ
転
げ
回
っ
た
の
で
、
ど
こ
の
だ
れ
や
ら
皆
目
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
奇
妙
奇き

天て

烈れ
つ

な
鳥
み
た
い
に
見
え

た
。
元
の
衣
装
を
纏
っ
た
人
形
は
玄
関
の
上
の
窓
の
一
つ
に
寄
せ
掛
け
、
外
を
覗
か
せ
た
。
も
っ
と
も
顔
は
隠
し
て
お
い
た
け
ど
。
そ
れ

が
済
む
と
雲
を
霞
と
一
目
散
。

　

娘
が
逃
亡
を
計
画
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
首
領
が
ふ
っ
と
思
い
つ
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
何
か
忘
れ
物
で
も
あ
っ
た
の
か
、
い

や
、
と
に
か
く
ね
、
や
っ
こ
さ
ん
、
手
下
の
盗
賊
を
数
人
家
へ
帰
し
た
も
の
。
て
な
わ
け
で
、
羽
根
の
生
え
た
へ
ん
て
こ
り
ん
は
こ
い
つ

ら
に
途
中
で
ば
っ
た
り
出
く
わ
し
ち
ま
っ
た
。
で
も
、
盗
賊
た
ち
は
、
こ
れ
は
だ
れ
だ
か
見
分
け
が
つ
か
な
い
が
仲
間
の
一
人
だ
、
と
思

い
込
み
、
げ
ら
げ
ら
笑
っ
て
、
こ
う
問
い
掛
け
た
。

　
　
　
　
　
「
ど
け
行
く
、
ど
け
行
く
、
羽
根
袋
ど
ん
、

　
　
　
　
　

べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
の
花
嫁
御
寮
は
い
っ
た
い
何
を
し
て
ご
ざ
る（

3
（

」。
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ま
さ
に
そ
の
ご
当
人
の
こ
ち
ら
は
び
っ
く
り
仰
天
し
た
け
れ
ど
、
勇
気
を
奮
い
起
こ
し
、
作
り
声
で
こ
う
返
辞
。

　
　
　
　
　
「
あ
の
子
は
う
ち
中
掃
除
し
て
、

　
　
　
　
　

窓
か
ら
外
を
眺
め
て
い
る
で
し
ょ（

4
（

」。

　

こ
う
し
て
盗
賊
た
ち
の
目
を
紛
ら
わ
せ
、
う
ま
く
森
か
ら
抜
け
出
し
も
し
て
、
娘
は
と
あ
る
村
に
辿
り
つ
き
、
着
る
物
を
買
い
、
風
呂

に
も
入
っ
た
。
そ
れ
か
ら
長
旅
を
し
た
あ
げ
く
だ
っ
た
け
れ
ど
、
無
事
息
災
で
ふ
る
さ
と
に
戻
っ
た
。
そ
れ
に
、
盗
賊
の
棲
処
に
あ
っ
た

飛
び
切
り
上
等
の
品
物
を
、
置
い
て
き
ぼ
り
に
し
た
り
し
な
い
で
お
給
金
代
わ
り
に
戴
い
て
来
た
か
ら
、
裕
福
な
暮
ら
し
も
で
き
た
し
、

や
が
て
頼
も
し
い
若
者
と
結
婚
し
た
。

　

例
の
盗
賊
た
ち
だ
け
ど
ね
、
家
が
目
に
入
る
と
、
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
の
花
嫁
御
寮
の
姿
が
窓
際
に
見
え
た
か
ら
、
も
う
遠
く
か
ら
挨
拶
し

て
こ
う
叫
ん
だ
も
の
。

　
　
　
　
　
「
や
あ
、
ご
き
げ
ん
よ
う
、
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
の
花
嫁
御
寮
、

　
　
　
　
　

嬉
し
そ
に
お
ら
っ
ち
を
眺
め
て
る
だ
な（

5
（

」。

　

で
も
挨
拶
に
何
の
お
返
し
も
な
か
っ
た
の
で
、
盗
賊
た
ち
は
怪け

訝げ
ん

に
思
っ
た
。
も
っ
と
近
寄
る
と
、
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
の
花
嫁
御
寮
が
眠

っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
考
え
た
。
大
声
を
挙
げ
た
け
れ
ど
、
そ
の
甲
斐
も
な
く
、
娘
は
目
を
覚
ま
さ
な
い
。
戸
を
開
け
ろ
、
と
言

い
つ
け
た
け
れ
ど
、
そ
の
甲
斐
も
な
い
。
ど
ん
な
に
ど
ん
ど
ん
叩
い
て
も
、
ど
ん
な
に
が
な
っ
て
も
、
ど
ん
な
に
叫
ん
だ
り
罵
っ
た
り
し
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て
も
無
駄
。
と
ど
の
つ
ま
り
、
か
ん
か
ん
に
な
っ
て
扉
を
ぶ
ち
壊
し
、
階
段
を
ど
っ
と
駆
け
上
が
り
、
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
の
花
嫁
御
寮
を
む

ん
ず
と
捉
ま
え
た
が
、
腕
に
抱
い
た
は
藁
人
形
。
そ
こ
で
盗
賊
た
ち
慨
嘆
し
き
り
。

　
　
　
　
　
「
あ
ば
よ
、
道
中
ご
無
事
で
な
、
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
の
花
嫁
御
寮
、

　
　
　
　
　

女
を
信
用
す
る
や
つ
は
と
ん
ち
き
間
抜
け
も
い
い
と
こ
さ（

6
（

」。

　
　

解
題

　
　

原
題　

D
ie schöne junge Braut.

　
　

Ｋ
Ｈ
Ｍ
四
六
「
フ
ィ
ッ
チ
ャ
ー
の
鳥
」Fitchers V

ogel

（
金
田
訳
「
ま
っ
し
ろ
白し
ろ
と
り鳥
」）
は
「
青
髭
」
の
類
話
だ
が
、
魔
法
使
い
フ
ィ
ッ
ツ
ェ
・
フ
ィ
ッ
チ
ャ
ー

Fitze Fitcher

の
家
か
ら
こ
う
し
た
恰
好
で
逃
げ
出
し
た
花
嫁
は
、
途
中
で
行
き
逢
っ
た
当
の
花
婿
を
も
う
ま
う
ま
と
ご
ま
か
す
。
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二
四　

七
羽
の
鴉

　

世
の
中
に
は
不
思
議
な
こ
と
が
と
っ
て
も
た
く
さ
ん
あ
る
も
の
だ
け
ど
、
昔
む
か
し
、
あ
る
貧
し
い
女
が
一
度
に
七
人
男
の
子
を
産
ん

だ
の
さ
。
ぼ
う
ず
た
ち
は
皆
元
気
で
す
く
す
く
育
っ
た
。
女
は
何
年
か
経
つ
と
ま
た
女
の
子
を
一
人
授
か
っ
た
。
ご
亭
主
は
す
こ
ぶ
る
働

き
者
で
、
せ
っ
せ
と
仕
事
に
精
を
出
し
た
の
で
、
職
人
が
入
り
用
な
人
た
ち
は
喜
ん
で
雇
っ
て
く
れ
た
。
そ
こ
で
大お
お

人に
ん
ず
う数
の
一
家
を
ま
と

も
に
養
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
倹つ
ま

し
く
所
帯
を
切
り
回
し
た
お
蔭
で
健け
な
げ気
な
お
か
み
さ
ん
が
万
一
に
備
え
て
の
貯
え
も
残
せ
る
ほ
ど
の
稼

ぎ
も
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
こ
の
実
直
な
父
親
は
働
き
盛
り
の
歳
で
死
ん
で
し
ま
い
、
可
哀
そ
う
な
後
家
さ
ん
は
す
ぐ
に
切
羽
詰
っ
て
し
ま

っ
た
。
だ
っ
て
、
彼
女
に
は
、
八
人
の
子
ど
も
を
食
べ
さ
せ
着
せ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
実
入
り
は
な
か
っ
た
か
ら
ね
。
か
て
て
加
え

て
七
人
の
少
年
た
ち
は
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
り
、
ま
す
ま
す
た
く
さ
ん
の
も
の
が
必
要
に
な
っ
た
。
そ
の
上
母
親
の
最
大
の
悲
し
み
の
種

は
連
中
が
腕
白
に
な
る
一
方
だ
っ
た
こ
と
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
乱
暴
者
の
ろ
く
で
な
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
っ
た
。
哀
れ
な

女
は
自
分
を
苦
し
め
悩
ま
す
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
に
我
慢
も
尽
き
て
し
ま
い
そ
う
。
そ
れ
で
も
な
ん
と
か
子
ど
も
た
ち
を
善
良
実
直
に
躾し
つ

け

よ
う
と
し
た
が
、
硬
軟
い
ず
れ
の
手
段
も
実
を
結
ば
ず
、
男
の
子
た
ち
の
心
は
頑か
た
く

な
な
ま
ま
。
そ
う
い
う
し
だ
い
で
あ
る
日
の
こ
と
、

と
う
と
う
堪
忍
袋
の
緒
が
ぷ
っ
つ
り
切
れ
、
こ
う
言
っ
た
の
だ
。「
あ
あ
、
こ
の
性
悪
の
鴉
こ
ぞ
う
ど
も
、
お
ま
え
た
ち
、
七
羽
の
真
っ

黒
け
な
鴉
に
な
っ
て
、
飛
ん
で
っ
ち
ま
え
ば
い
い
。
あ
た
し
が
二
度
と
再
び
顔
を
見
な
い
で
済
む
よ
う
に
」。
す
る
と
す
ぐ
さ
ま
七
人
の

男
の
子
た
ち
は
鴉
に
な
っ
て
、
窓
か
ら
外
へ
飛
ん
で
行
き
、
姿
を
消
し
た（

7
（

。

　

さ
て
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
母
親
は
一
人
き
り
の
女
の
子
と
と
も
に
ま
こ
と
に
平
穏
無
事
な
暮
ら
し
を
送
り
も
し
、
入
り
用
以
上
に

稼
ぎ
も
し
た
。
そ
し
て
女
の
子
は
可
愛
ら
し
い
、
気
立
て
が
好
く
淑
や
か
な
乙
女
に
成
長
し
た
。
で
も
ま
あ
何
年
か
過
ぎ
る
と
母
親
も
娘

も
七
人
の
兄
弟
た
ち
に
逢
い
た
く
っ
て
逢
い
た
く
っ
て
堪
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
う
し
て
よ
く
彼
ら
の
こ
と
を
話
題
に
し
、
あ
の
子
た
ち
が
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帰
っ
て
来
て
く
れ
た
ら
ね
え
、
り
っ
ぱ
な
若
者
に
な
っ
て
い
れ
ば
ね
え
、
あ
た
し
た
ち
、
働
い
て
良
い
暮
ら
し
向
き
に
な
っ
て
、
お
互
い

と
っ
て
も
楽
し
く
や
れ
る
だ
ろ
う
に
、
と
話
し
て
は
泣
く
の
だ
っ
た
。
少
女
の
胸
に
は
こ
う
し
て
兄
さ
ん
た
ち
に
焦
が
れ
る
気
持
ち
が
ま

す
ま
す
膨
れ
上
が
っ
た
の
で
、
あ
る
時
母
親
に
こ
う
切
り
出
し
た
。「
母
さ
ん
、
あ
た
し
を
旅
に
出
し
て
く
だ
さ
い
な
。
そ
し
て
お
兄
ち

ゃ
ん
た
ち
を
探
さ
せ
て
。
そ
う
す
り
ゃ
あ
た
し
、
お
兄
ち
ゃ
ん
た
ち
を
悪
い
道
か
ら
引
き
戻
し
て
、
母
さ
ん
に
お
渡
し
し
ま
す
。
お
歳
を

取
っ
て
か
ら
の
誉
れ
と
歓
び
の
も
と
に
な
る
よ
う
に
ね
」。
母
親
の
返
辞
。「
お
ま
え
っ
て
ほ
ん
と
に
好
い
子
だ
ね
。
そ
う
い
う
殊
勝
な
こ

と
を
や
っ
て
の
け
よ
う
っ
て
の
を
、
あ
た
し
に
ゃ
止
め
ら
れ
な
い
し
、
止
め
る
つ
も
り
も
な
い
。
旅
に
出
る
が
い
い
よ
。
神
様
の
ご
加
護

が
あ
り
ま
す
よ
う
に
」。
そ
う
言
う
と
、
娘
に
ち
い
ち
ゃ
な
黄き

ん金
の

指
環
を
渡
し
た
。
こ
れ
は
兄
た
ち
が
鴉
に
変
身
さ
せ
ら
れ
た
時
、
女

の
子
が
指
に
嵌は

め
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。

　

乙
女
は
す
ぐ
さ
ま
仕
度
を
調
え
、
旅
に
出
た
。
い
や
も
う
ほ
ん
と

に
遠
く
の
と
お
く
ま
で
彷さ
ま
よ徨
っ
た
け
れ
ど
、
長
い
こ
と
兄
さ
ん
た
ち

の
消
息
は
一
向
分
か
ら
な
か
っ
た
。
で
も
や
が
て
と
あ
る
と
て
も
高

い
山
の
麓
に
や
っ
て
来
た
。
そ
の
頂
に
は
一
軒
の
ち
っ
ぽ
け
な
小
屋

が
あ
っ
た
。
娘
は
下
で
座
り
込
ん
で
休
み
、
物
思
い
に
耽
り
な
が
ら

小
屋
を
見
上
げ
た
。
こ
れ
は
鳥
の
巣
の
よ
う
に
見
え
も
し
た
。
砂
利

と
粘
土
を
捏こ

ね
合
わ
せ
て
作
っ
た
み
た
い
に
灰
色
だ
っ
た
か
ら
。
ま

た
、
人
間
の
住
ま
い
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
。
お
兄
ち
ゃ
ん
た
ち
は

上
の
あ
そ
こ
に
住
ん
で
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
、
と
乙
女
は
考
え
た
。
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と
ど
の
つ
ま
り
、
そ
の
小
屋
か
ら
七
羽
の
黒
い
鴉
が
飛
び
出
す
の
を
見
届
け
も
し
た
の
で
、
こ
の
推
量
は
更
に
強
ま
っ
た
。
で
、
山
に
登

ろ
う
と
喜
び
勇
ん
で
出
発
し
た
も
の
の
、
山
頂
へ
と
辿
る
道
は
奇
妙
な
、
鏡
の
よ
う
に
つ
る
つ
る
す
る
石
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
て
、
大お
お

骨ぼ
ね

折
っ
て
少
し
登
る
た
ん
び
に
、
つ
る
り
と
滑
っ
て
ま
た
下
に
転
げ
落
ち
る
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
娘
は
が
っ
か
り
し
て
、
ど
う
し
た
ら
攀よ

じ
登
れ
る
か
途
方
に
暮
れ
た
。
そ
の
時
一
羽
の
白
い
雁が
ん

を
見
掛
け
た
の
で
、
こ
う
思
案
し
た
も
の
。
お
ま
え
の
羽
根
が
あ
た
し
に
あ
れ
ば
、

す
ぐ
に
上
へ
行
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
っ
て
。
そ
れ
か
ら
こ
う
も
考
え
た
。
あ
の
鳥
の
羽
根
を
切
り
取
れ
な
い
か
な
。
そ
う
よ
ね
、
そ

し
た
ら
助
か
る
わ
、
っ
て
。
そ
こ
で
綺
麗
な
雁
を
捕
ま
え
る
と
、
羽
根
と
そ
れ
か
ら
脚
も
切
り
取
っ
て
、
こ
れ
を
体
に
縫
い
付
け
た
。
そ

し
て
ね
、
試
し
に
飛
ん
で
み
る
と
、
と
っ
て
も
見
事
に
、
軽
軽
と
、
上
手
に
で
き
た
ん
だ
よ
。
飛
ぶ
の
に
疲
れ
る
と
、
雁
の
脚
で
い
く
ら

か
歩
い
た
。
そ
れ
で
も
二
度
と
滑
っ
た
り
し
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
乙
女
は
さ
っ
さ
と
し
か
も
安
楽
に
、
長
い
こ
と
行
き
た
く
て
堪
ら
な

か
っ
た
目
的
地
へ
や
っ
て
来
た
。
頂
上
に
着
く
と
、
小
屋
の
中
に
入
っ
た
。
で
も
、
こ
の
小
屋
、
ほ
ん
と
に
小
さ
か
っ
た
。
中
に
は
ち
っ

ぽ
け
な
小
机
が
七
つ
、
小
椅
子
が
七
つ
、
小
寝
台
が
七
つ
あ
っ
た
。
部
屋
に
は
七
つ
の
小
窓
が
付
い
て
い
て
、
煖だ
ん

炉ろ

の
中
に
は
小
皿
が
七

枚
置
い
て
あ
り
、
そ
の
上
に
炙あ
ぶ

っ
た
小
鳥
と
鳥
の
卵
を
茹ゆ

で
た
の
が
載
っ
て
い
た（

8
（

。
好
い
子
の
妹
は
長
旅
で
く
た
び
れ
て
い
た
の
で
、
ち

ゃ
ん
と
体
を
休
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
を
喜
ん
だ
。
そ
れ
に
お
腹
も
空
い
て
い
た
。
そ
こ
で
七
枚
の
お
皿
を
煖
炉
か
ら
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ

か
ら
ち
ょ
っ
と
づ
つ
食
べ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
椅
子
に
ち
ょ
っ
と
づ
つ
座
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寝
台
に
ち
ょ
っ
と
づ
つ
横
に
な
り
、
最
後
の
寝
台

で
寝
入
っ
て
し
ま
い
、
七
人
の
兄
さ
ん
た
ち
が
帰
っ
て
来
る
ま
で
そ
こ
を
ず
う
っ
と
動
か
な
か
っ
た
。
兄
さ
ん
た
ち
は
七
つ
の
窓
か
ら
部

屋
に
飛
ん
で
入
っ
て
来
、
め
い
め
い
の
お
皿
を
煖
炉
か
ら
出
し
、
食
べ
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
が
も
う
食
べ
か
け
な
の
に
気
が
付
い
た
。

さ
て
そ
れ
か
ら
横
に
な
っ
て
寝
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
寝
具
が
乱
れ
て
い
る
の
が
分
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
兄
弟
の
一
人
が
大
声
を
挙
げ
て

こ
う
叫
ん
だ
。「
あ
れ
ま
あ
、
娘
っ
子
が
ぼ
く
の
寝
台
で
寝
て
い
る
ぞ
」。
他
の
兄
弟
た
ち
は
急
い
で
そ
こ
へ
駆
け
寄
る
と
、
す
や
す
や
眠

っ
て
い
る
乙
女
を
び
っ
く
り
仰
天
し
て
見
つ
め
た
。
そ
し
て
代
わ
る
が
わ
る
「
こ
れ
が
ぼ
く
ら
の
妹
だ
っ
た
ら
な
あ
」
と
言
っ
た
が
、
ま
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た
ま
た
代
わ
る
が
わ
る
こ
う
叫
ん
だ
。「
そ
う
さ
、
そ
う
だ
よ
、
こ

れ
は
ぼ
く
ら
の
ち
い
さ
な
妹
さ
。
あ
の
子
は
こ
ん
な
髪
を
し
て
た
し
、

こ
ん
な
ち
い
さ
な
唇
だ
っ
た
。
そ
れ
に
、
今
一
番
ち
っ
ち
ゃ
い
指
に

嵌
め
て
る
こ
ん
な
ち
っ
ち
ゃ
い
指
環
を
、
あ
の
頃
一
番
大
き
な
指
に

嵌
め
て
た
じ
ゃ
な
い
か
」。
そ
う
し
て
皆
歓
声
を
挙
げ
、
だ
れ
も
か

れ
も
ち
い
さ
な
妹
に
接く
ち
づ
け吻
し
た
。
で
も
こ
ち
ら
は
ぐ
っ
す
り
寝
込
ん

で
い
た
の
で
、
な
か
な
か
目
を
覚
ま
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。

　

と
う
と
う
乙
女
が
お
目
目
を
開
け
る
と
、
七
羽
の
真
っ
黒
け
な
兄

さ
ん
た
ち
が
自
分
が
寝
て
い
る
寝
台
の
周
り
に
留
ま
っ
て
い
る
の

を
見
た
。
そ
こ
で
妹
が
言
う
こ
と
に
は
「
ま
あ
ま
あ
、
逢
え
て
ほ
ん

と
に
嬉
し
い
わ
、
お
兄
ち
ゃ
ん
た
ち
。
よ
う
や
っ
と
見
つ
け
ら
れ
た

の
は
神
様
の
お
恵
み
の
お
蔭
だ
わ
。
お
兄
ち
ゃ
ん
た
ち
を
探
す
た
め
、

長
く
て
辛
い
旅
を
し
た
の
。
そ
う
し
て
掛
け
ら
れ
た
呪
い
か
ら
連
れ

戻
そ
う
、
っ
て
思
っ
た
の
。
え
え
、
え
え
、
今
後
も
う
母
さ
ん
を
怒

ら
せ
た
り
し
な
い
で
、
あ
た
し
た
ち
と
一
緒
に
せ
っ
せ
と
働
い
て
、

母
さ
ん
が
お
歳
を
取
っ
て
か
ら
の
誉
れ
と
歓
び
の
も
と
に
な
ろ
う
、

っ
て
い
う
気
な
ら
ね
」。
妹
が
こ
う
話
し
て
い
る
間
兄
弟
は
わ
ん
わ

ん
泣
い
た
が
、
そ
れ
か
ら
こ
う
言
っ
た
。「
そ
う
と
も
、
優
し
い
妹
、
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ぼ
く
た
ち
改
心
す
る
よ
。
そ
し
て
二
度
と
再
び
母
さ
ん
を
苦
し
め
た
り
は
し
な
い
。
あ
あ
、
鴉
に
な
っ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
ぼ
く
た
ち
、

惨
め
な
暮
ら
し
を
送
っ
て
る
ん
だ
。
こ
の
小
屋
を
作
る
前
は
、
飢
え
と
寒
さ
で
今
に
も
死
に
そ
う
だ
っ
た
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。
そ
の
上

後
悔
が
夜
も
昼
も
ぼ
く
た
ち
を
苛さ
い
な

ん
だ
も
の
。
だ
っ
て
ね
、
ぼ
く
た
ち
、
処
刑
さ
れ
た
哀
れ
な
罪
び
と
の
死
骸
を
喰
わ
な
き
ゃ
な
ら
な

か
っ
た
ん
だ（

9
（

。
そ
の
せ
い
で
罪
び
と
の
無
惨
な
最
期
が
い
や
お
う
な
く
身
に
沁
み
た
の
さ
」。

　

妹
は
、
兄
さ
ん
た
ち
が
と
う
に
悔
い
改
め
て
い
て
、
い
か
に
も
殊
勝
な
心
柄
で
こ
う
語
っ
た
の
で
、
嬉
し
泣
き
を
し
、
こ
う
叫
ん
だ
。

「
あ
あ
、
こ
れ
で
な
に
も
か
も
め
で
た
し
だ
わ
。
お
兄
ち
ゃ
ん
た
ち
が
お
う
ち
に
帰
り
、
母
さ
ん
が
お
兄
ち
ゃ
ん
た
ち
の
改
心
し
た
こ
と

を
聞
い
た
ら
、
心
の
底
か
ら
許
し
て
く
れ
て
、
ま
た
人
間
に
戻
し
て
く
れ
る
で
し
ょ
」。

　

さ
て
、
兄
弟
が
ち
い
さ
な
妹
と
ふ
る
さ
と
へ
旅
立
と
う
と
し
た
時
、
木
の
小
箱
を
開
け
な
が
ら
ま
ず
こ
う
言
っ
た
。「
い
と
し
い
妹
、

こ
こ
に
幾
つ
も
あ
る
綺
麗
な
黄
金
の
指
環
と
き
ら
き
ら
輝
く
宝
石
を
お
取
り
。
み
ん
な
ぼ
く
た
ち
が
外
で
だ
ん
だ
ん
に
見
つ
け
た
も
の
な

ん
だ
よ
。
そ
し
て
お
ま
え
の
前
掛
け
に
入
れ
て
う
ち
へ
運
ん
で
お
く
れ
。
な
に
し
ろ
こ
れ
が
あ
れ
ば
ぼ
く
た
ち
、
人
間
に
な
っ
て
も
金
持

ち
で
い
ら
れ
る
も
の
。
鴉
の
ぼ
く
た
ち
は
こ
れ
が
綺
麗
に
光
る
か
ら
集
め
た
だ
け
だ
け
ど
」。

　

ち
い
さ
な
妹
は
兄
さ
ん
た
ち
の
言
う
通
り
に
し
、
自
分
で
も
そ
う
し
た
綺
麗
な
装
身
具
を
嬉
し
が
っ
た
。
ふ
る
さ
と
へ
の
道
中
、
鴉
の

兄
さ
ん
た
ち
は
代
わ
る
が
わ
る
ち
い
さ
な
妹
を
乗
せ
て
飛
び
、
や
が
て
母
親
の
住
ま
い
に
着
い
た
。
住
ま
い
に
着
く
と
、
窓
か
ら
飛
び
込

ん
で
、
母
親
に
許
し
て
く
れ
る
よ
う
懇
願
し
、
こ
れ
か
ら
は
好
い
子
で
い
る
、
と
誓
っ
た
。
妹
も
一
緒
に
な
っ
て
哀
訴
嘆
願
の
口
添
え
を

し
た
。
母
親
は
嬉
し
い
や
ら
い
と
し
い
や
ら
で
胸
が
一
杯
に
な
り
、
七
人
の
息
子
た
ち
を
許
し
て
や
っ
た
。
そ
こ
で
皆
ま
た
元
の
人
間
に

戻
っ
た
が
、
い
ず
れ
劣
ら
ず
背
が
高
く
優
雅
な
、
ま
こ
と
に
器
量
の
よ
ろ
し
い
、
花
も
盛
り
の
若
者
だ
っ
た
。
一
同
は
あ
り
が
た
く
っ
て

堪
ら
ず
、
善
良
な
母
親
と
優
し
い
妹
を
抱
き
締
め
、
接
吻
し
た
。
そ
の
後
間
も
な
く
七
人
兄
弟
は
七
人
の
う
ら
若
く
淑
や
か
な
女
性
を
娶め
と

り
、
大
き
く
素
晴
ら
し
い
家
を
建
て
た
。
ほ
ら
、
あ
の
装
身
具
類
を
売
っ
て
ど
っ
さ
り
お
金
を
手
に
入
れ
て
た
ん
で
ね
。
新
居
の
最
初
の
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奉
献
式（

（（
（

は
兄
弟
七
人
合
同
の
ご
婚
礼
だ
っ
た
ん
だ
。

　

そ
れ
か
ら
妹
も
り
っ
ぱ
な
男
と
結
婚
し
た
。
も
っ
と
も
兄
さ
ん
た
ち
が
や
い
の
や
い
の
と
せ
が
ん
だ
の
で
、
そ
れ
か
ら
も
ず
う
っ
と
皆

の
と
こ
ろ
で
暮
ら
さ
な
き
ゃ
な
ら
な
か
っ
た
け
ど
。

　

こ
う
い
う
し
だ
い
で
そ
れ
か
ら
も
善
良
な
母
親
は
子
ど
も
た
ち
の
お
蔭
で
楽
し
く
世
を
送
り
、
老
年
に
至
る
ま
で
愛
情
籠
め
て
か
し
ず

か
れ
、
恭
し
く
孝
行
し
て
も
ら
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

解
題

　
　

原
題　

D
ie sieben R

aben.
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二
五　

婚
礼
の
客
お
三
方

　

昔
む
か
し
の
こ
と
だ
け
ど
、
あ
る
村
の
百
姓
屋
敷
に
飼
わ
れ
て
い
る
犬
が
三
匹（

（（
（

い
て
な
、
お
互
い
仲
良
く
近
所
付
き
合
い
を
し
て
お
っ

た
。
で
、
あ
る
お
百
姓
の
家
で
豪
勢
な
婚
礼
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
げ
な
。
こ
れ
に
は
老
い
も
若
き
も
招
待
さ
れ
、
鍋
で
こ
と
こ

と
煮
た
り
、
竈か
ま
ど

で
こ
ん
が
り
焼
い
た
り
、
ぐ
つ
ぐ
つ
茹ゆ

で
た
り
、
じ
り
じ
り
炙あ
ぶ

っ
た
り
で
、
村
中
に
旨
そ
う
な
匂
い
が
漂
っ
た
。
三
匹

の
犬
は
寄
り
集
ま
っ
て
、
こ
の
芳
香
を
く
ん
く
ん
嗅
ぎ
、
自
分
た
ち
も
婚
礼
に
出
掛
け
た
い
も
の
、
そ
し
て
何
か
手
に
入
ら
な
い
か
、
試

し
て
み
た
い
、
と
相
談
。
だ
け
ど
、
無
用
に
人
目
を
引
く
の
は
避
け
た
い
、
三
匹
一
緒
に
同
時
に
じ
ゃ
な
く
っ
て
、
一
匹
づ
つ
、
次
次
に

行
こ
う
や
、
と
衆
議
一
決
し
た
。

　

一
番
目
は
家
畜
の
解
体
小
屋
に
入
り
込
み
、
大
き
な
肉
切
れ
を
急
い
で
ぱ
っ
く
り
や
ら
か
し
、
と
っ
と
こ
逃
げ
出
そ
う
と
し
た
が
、
と

っ
捉
ま
っ
て
し
た
た
か
に
ぶ
ち
の
め
さ
れ
、
く
わ
え
て
い
た
肉
を
ひ
っ
た
く
ら
れ
た
。

　

こ
う
し
て
腹
を
空
か
せ
た
ま
ま
、
打
ち
身
を
負
っ
て
百
姓
屋
敷
の
お
隣
さ
ん
連
の
と
こ
ろ
に
引
き
揚
げ
て
来
る
と
、
好
い
報し
ら

せ
に
飢か
つ

え

て
い
た
こ
ち
ら
は
、「
さ
あ
て
、
そ
れ
で
い
っ
た
い
ど
う
だ
っ
た
、
ど
ん
な
あ
ん
ば
い
だ
っ
た
か
ね
」
と
訊
い
た
も
の
。
で
も
、
ふ
る
ま

わ
れ
た
婚
礼
の
ご
馳
走
は
す
ご
く（

（（
（

塩し
ょ
っ

辛か
ら

い
棍
棒
肉ス
ー
プ汁
だ
っ
た
、
と
本
当
の
こ
と
を
白
状
す
る
の
は
恥
ず
か
し
か
っ
た
犬
は
「
た
っ
ぷ
り

戴
い
た
よ
。
だ
け
ど
あ
そ
こ
じ
ゃ
す
ご
い
も
ん
で
な
あ
、
固
い
の
や
柔
ら
か
い
の
を
喰
ら
わ
に
ゃ
な
ら
ん
」
と
答
え
た
。

　

こ
れ
を
聞
い
た
仲
間
た
ち
は
、
婚
礼
で
は
皆
が
ど
ん
が
ら
が
っ
ち
ゃ
と
飲
み
食
い
し
て
い
て
、
固
い
の
や
ら
柔
ら
か
い
と
い
っ
た
肉
や

骨
な
ど
の
美
味
し
い
余
り
物
が
落
っ
こ
っ
て
る
ん
だ
、
と
思
い
込
ん
だ
。
そ
こ
で
二
番
目
の
犬
が
全
速
力
で
婚
礼
を
や
っ
て
い
る
家
へ
す

っ
飛
ん
で
行
き
、
う
ま
く
台
所
に
潜
り
込
ん
で
、
見
つ
か
っ
た
も
の
を
せ
し
め
た
。
─
─
と
こ
ろ
が
帰
り
道
が
見
つ
か
ら
な
い
で
い
る
う

ち
に
見
咎
め
ら
れ
て
し
ま
い
、
深
鍋
一
杯
の
煮
え
く
り
返
っ
た
熱
湯
を
背
中
に
ぶ
っ
掛
け
ら
れ
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
飛
び
出
し
た
時
に
は
、
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水
か
ら
上
が
っ
た
尨む
く

犬い
ぬ

み
た
い
に
、
も
う
も
う
と
湯
気
を
立
て
て
い
た
。
で

も
、
火
傷
が
お
っ
そ
ろ
し
く
痛
か
っ
た
の
で
、
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
堪こ
ら

え
た

も
の
。
さ
て
、
二
匹
の
仲
間
が
待
ち
受
け
て
い
る
農
場
に
戻
る
と
、
す
ぐ
に

「
さ
あ
て
、
そ
れ
で
ど
ん
な
あ
ん
ば
い
だ
っ
た
か
ね
」
と
訊
か
れ
た
。「
た
っ

ぷ
り
戴
い
た
よ
」
が
返
辞
。「
だ
け
ど
あ
そ
こ
じ
ゃ
熱
い（

（（
（

の
な
ん
の
、
冷
た

い
の
や
熱
い
の
を
喰
ら
わ
に
ゃ
な
ら
ん
」。

　

そ
こ
で
三
匹
目
の
犬
は
考
え
た
。
こ
り
ゃ
あ
、
婚
礼
の
お
客
た
ち
は
ご
馳

走
に
掛
か
り
切
り
で
、
冷
た
い
食
べ
物
や
熱
い
食
べ
物
が
代
わ
る
が
わ
る
お

目
見
え
す
る
ん
だ
な
、
食
い
っ
ぱ
ぐ
れ
た
く
な
い
も
ん
だ
、
少
な
く
と
も
、

さ
く
さ
く
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ（

（（
（

し
た
お
菓
子
が
出
さ
れ
る
おデ
ザ
ー
ト

食
後
に
は
間
に
合
わ
な

く
っ
ち
ゃ
、
と
ね
。
で
き
る
限
り
急
い
で
行
っ
て
み
た
が
、
家
に
入
っ
た
途

端
、
だ
れ
か
が
と
っ
捉
ま
え
、
部
屋
の
扉
の
間
に
尻
尾
を
ぎ
ゅ
っ
と
挟
み
込

み
、
く
た
く
た
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
打
ち
の
め
し
た
の
で
、
と
う
と
う
尻
尾
の
皮

が
剥
が
れ
落
ち
た
犬
は
、
大
恥
か
い
て
遁
走
し
た
。

　
「
さ
あ
て
、
そ
れ
で
あ
ん
た
、
婚
礼
じ
ゃ
あ
ど
ん
な
あ
ん
ば
い
だ
っ
た
」

と
友
だ
ち
連
が
訊
ね
た
。
め
い
め
い
心
中
に
た
に
た
し
な
が
ら
ね
。
罰
を
受

け
た
犬
は
、
皮
の
剥
げ
た
尻
尾
を
目
に
留
ま
ら
な
い
よ
う
に
両
脚
の
間
に
挟

み
、
何
事
も
な
か
っ
た
ふ
り
を
し
て
い
わ
く
「
た
っ
ぷ
り
戴
い
た
よ
。
ほ
ん
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と
に
す
ご
か
っ
た
な
。
随
分
た
く
さ
ん
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
あ
り
つ
い
た
。
だ
が
の
、
毛
を
置
い
て
来
に
ゃ
［
手
痛
い
目
に
遭
わ
に
ゃ
］
な
ら
ん

か
っ
た（

（（
（

」。

　

さ
て
、
そ
れ
か
ら
も
長
い
こ
と
、
三
匹
の
犬
は
、
婚
礼
の
肉ス
ー
プ汁
が
、
婚
礼
の
掛ブ
リ
ュ
ウ
エ

け
汁
が（

（（
（

、
婚
礼
の
お
菓
子
が
、
自
分
に
ど
ん
な
味
が
し

た
か
、
て
ん
で
に
と
っ
く
り
思
い
返
し
た
。
三
匹
と
も
炙
り
肉
の
匂
い
だ
け
は
思
う
存
分
嗅か

い
だ
ん
だ
け
ど
な
あ
。

　
　

解
題

　
　

原
題　

D
ie drei H

ochzeitgäste.

　
　

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
笑
い
話
。
現
代
日
本
人
の
感
覚
に
は
い
さ
さ
か
残
酷
か
つ
粗
野
過
ぎ
よ
う
が
。
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二
六　

涙
の
小
壺

　

昔
む
か
し
、
母
親
と
子
ど
も
が
い
た
。
母
親
は
た
っ
た
一
人
の
こ
の
子
を
心
底
愛
し
て
お
り
、
こ
の
子
な
し
に
は
生
き
て
い
ら
れ
な
か

っ
た
。
し
か
し
主し
ゅ

は
大
い
な
る
病や
ま
い

を
送
り
た
ま
う
た
。

病
気
は
子
ど
も
た
ち
の
間
に
蔓
延
し
て
猛
威
を
ふ
る
い
、

こ
の
子
に
も
取
り
憑つ

い
た
の
で
、
子
ど
も
は
ど
っ
と
寝
込

ん
で
し
ま
い
、
治
る
見
込
み
は
な
く
な
っ
た
。
三
日
三
晩

と
い
う
も
の
母
親
は
愛
児
の
傍
ら
で
眠
る
こ
と
な
く
泣
い

て
お
祈
り
を
し
続
け
た
が
、
子
ど
も
は
亡
く
な
っ
た
。
こ

の
世
で
独
り
っ
き
り
に
な
っ
た
母
親
は
、
強
烈
で
言
い
よ

う
の
無
い
苦
悩
に
苛さ
い
な

ま
れ
、
飲
み
も
食
べ
も
し
な
い
で

泣
い
た
。
ま
た
も
や
三
日
三
晩
ひ
っ
き
り
な
し
に
泣
き
通

し
、
子
ど
も
の
名
を
呼
び
続
け
た
。
三
夜
目
、
こ
う
し
て

深
い
懊お
う

悩の
う

に
閉
ざ
さ
れ
て
座
り
、
子
ど
も
が
死
ん
だ
場
所

で
泣
き
濡
れ
、
気
を
失
わ
ん
ば
か
り
に
苦
し
み
に
茫
然
と

し
て
い
る
と
、
扉
が
音
も
な
く
開
い
た
。
母
親
は
ぎ
ょ
っ

と
し
た
。
目
の
前
に
立
っ
て
い
た
の
は
死
ん
だ
わ
が
子
だ

っ
た
か
ら
。
子
ど
も
は
至
福
の
小
天
使
に
な
っ
て
い
て
、
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無む

く垢
そ
の
も
の
の
よ
う
に
甘
い
微
笑
み
を
浮
か
べ
、
御ご

変へ
ん

容よ
う

の
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
に
麗
し
か
っ
た（

（（
（

。
け
れ
ど
も
ち
い
ち
ゃ
な
手
に
小
壺
を

持
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
今
に
も
溢
れ
そ
う
。
そ
し
て
子
ど
も
は
こ
う
言
っ
た
。「
ね
え
、
お
母
ち
ゃ
ま
、
も
う
ぼ
く
の
こ
と
泣
か
な
い
で
。

ほ
ら
ね
、
こ
の
壺
の
中
の
は
お
母
ち
ゃ
ま
の
涙
な
の
。
ぼ
く
を
思
っ
て
流
し
た
ね
。
悲
し
み
の
天
使
が
そ
れ
を
集
め
て
こ
の
壺
に
入
れ
た

ん
だ
。
お
母
ち
ゃ
ま
が
も
う
一
滴
で
も
ぼ
く
の
こ
と
で
涙
を
流
し
た
ら
、
こ
の
小
壺
は
溢
れ
ち
ゃ
う
で
し
ょ
。
そ
し
た
ら
ぼ
く
は
お
墓
の

中
で
休
め
な
い
し
、
天
国
に
救
わ
れ
な
い
の
。
だ
か
ら
ね
、
お
母
ち
ゃ
ま
、
も
う
ぼ
く
の
こ
と
泣
か
な
い
で
。
だ
っ
て
、
ぼ
く
は
天
に
召

さ
れ
て
、
幸
せ
で
、
天
使
が
遊
び
相
手
な
ん
だ
も
の
」。
死
ん
だ
子
ど
も
は
こ
う
言
っ
て
姿
を
消
し
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
母
親

は
、
子
ど
も
の
お
墓
で
の
安
息
と
天
国
で
の
浄
福
を
妨
げ
な
い
よ
う
、
少
し
も
涙
を
流
さ
な
か
っ
た
。

　
　

解
題

　
　

原
題　

D
as T

ränenkrüglein.

　
　

Ｋ
Ｈ
Ｍ
一
〇
九
「
経
か
た
び
ら
（
屍し

衣い

）」D
as T

otenhem
dchen

の
よ
う
に
、
母
親
の
涙
で
子
ど
も
の
（
死
者
に
着
せ
て
埋
葬
す
る
長
く
て
白
い
）
屍
衣
が
濡
れ
る

の
で
子
ど
も
が
安
ら
げ
な
い
、
と
か
、
こ
こ
で
の
よ
う
に
、
も
う
す
ぐ
溢
れ
そ
う
な
涙
の
小
壺
、
と
か
、
柩ひ
つ
ぎ

の
中
が
そ
の
つ
ど
血
で
一
杯
に
な
る
の
で
、
こ
れ
以
上
自

分
を
悼
ん
で
泣
か
な
い
で
、
と
頼
む
死
者
に
つ
い
て
の
伝
説
が
あ
る
。
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
在
世
当
時
、
こ
う
し
た
伝
説
は
民
間
に
口
承
さ
れ
て
い
た
ば
か
り
か
、
頻
繁
に

文
学
の
素
材
と
さ
れ
て
広
ま
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
シ
ャ
ミ
ッ
ソ
の
「
母
と
子
」（
一
八
三
〇
）A

delbert von Cham
isso: D

ie 
M

utter und das K
ind

な
ど
。

４校　鈴木.indd   412 10.1.15   4:49:38 PM



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（その三）　鈴木滿訳・注・解題

413

二
七　

雌め
ん

鶏ど
り

ち
ゃ
ん
と
雄お
ん
ど
り鶏
ち
ゃ
ん
の
話

　

昔
む
か
し
の
そ
の
昔
、
雌
鶏
ち
ゃ
ん
と
雄
鶏
ち
ゃ
ん
が
お
り
ま
し
た
。
一
緒
に
胡く
る
み桃
山
に
出
掛
け
て
ね
、
胡
桃
の
実（

（（
（

を
探
し
た
の
。
雄

鶏
ち
ゃ
ん
が
雌
鶏
ち
ゃ
ん
に
言
う
こ
と
に
ゃ
「
き
み
が
胡
桃
を
見
つ
け
た
ら
、
ひ
と
り
で
食
べ
た
り
し
な
い
で
さ
、
ぼ
く
に
半
分
く
れ
な

く
ち
ゃ
。
で
な
い
と
、
息
が
詰
ま
っ
て
死
ん
じ
ゃ
う
ぞ
」。
で
も
、
胡
桃
を
見
つ
け
た
雌
鶏
ち
ゃ
ん
は
ひ
と
り
で
そ
れ
を
食
べ
た
ん
だ
。

そ
し
た
ら
、
核さ
ね

が
ち
っ
ち
ゃ
な
咽
喉
に
嵌は

ま
り
込
ん
じ
ゃ
っ
て
、
窒
息
し
そ
う
に
な
っ
た
の
で
、
怖
く
な
っ
て
叫
ん
だ
の
。「
雄
鶏
ち
ゃ

ん
、
雄
鶏
ち
ゃ
ん
、
急
い
で
泉
の
お
水
を
持
っ
て
来
て
。
で
な
い
と
、
息
が
詰
ま
っ
ち
ゃ
う
」。
そ
こ
で
雄
鶏
ち
ゃ
ん
は
泡
喰
っ
て
泉
に

行
っ
て
こ
う
言
っ
た
。「
泉
や
、
泉
、
お
水
を
お
く
れ
。
雌
鶏
ち
ゃ
ん
に
あ
げ
る
ん
だ
。
あ
の
子
は
あ
そ
こ
の
胡
桃
の
山
で
、
今
に
も
窒

息
し
そ
う
な
の
」。
す
る
と
泉
が
返
辞
し
た
。「
ま
ず
ま
あ
、
花
嫁
の
と
こ
に
行
き
、
ぼ
く
に
花は
な

冠
か
ん
む
り

を（
（（
（

持
っ
て
来
て
」。
そ
こ
で
雄
鶏
ち

ゃ
ん
は
花
嫁
の
と
こ
ろ
に
急
い
で
走
っ
て
行
っ
て
「
花
嫁
さ
ん
、
花
嫁
さ
ん
、
花
冠
を
く
だ
さ
い
な
。
そ
の
花
冠
を
泉
に
あ
げ
れ
ば
、
泉

は
ぼ
く
に
お
水
を
く
れ
る
。
お
水
は
雌
鶏
ち
ゃ
ん
に
あ
げ
る
ん
だ
。
あ
の
子
は
あ
そ
こ
の
胡
桃
の
山
で
、
今
に
も
窒
息
し
そ
う
な
の
」。

け
れ
ど
も
花
嫁
は
こ
う
返
辞
。「
ま
ず
ま
あ
、
靴
屋
の
と
こ
へ
行
き
、
わ
た
し
の
お
靴
を
取
っ
て
来
て
」。
そ
こ
で
雄
鶏
ち
ゃ
ん
は
靴
屋
に

行
く
と
、
靴
屋
は
こ
う
返
辞
し
た
。「
ま
ず
ま
あ
牝
豚
の
と
こ
に
行
き
、
わ
し
に
脂
を
持
っ
て
来
て
」。
す
る
と
牝
豚
は
こ
う
言
っ
た
。

「
ま
ず
ま
あ
牝
牛
の
と
こ
へ
行
き
、
あ
た
し
に
お
乳
を
持
っ
て
来
て
」。
す
る
と
牝
牛
は
こ
う
言
っ
た
。「
ま
ず
ま
あ
牧ま
き

場ば

の
と
こ
に
行
き
、

あ
た
し
に
草
を
持
っ
て
来
て
」。
─
─
雄
鶏
ち
ゃ
ん
が
牧
場
に
行
っ
て
、
牧
場
に
、
草
を
お
く
れ
、
と
言
う
と
、
牧
場
は
と
っ
て
も
親
切

で
、
お
花
と
草
を
た
く
さ
ん
く
れ
た
。
急
い
で
こ
れ
を
牝
牛
に
あ
げ
る
と
、
牝
牛
は
代
わ
り
に
お
乳
を
く
れ
た
。
お
乳
を
あ
げ
る
と
そ
の

代
わ
り
牝
豚
は
脂
を
よ
こ
し
て
く
れ
て
、
靴
屋
は
そ
れ
を
革
に
塗
り
、
す
ぐ
さ
ま
花
嫁
の
お
靴
を
渡
し
た
。
お
靴
の
代
わ
り
に
花
嫁
は
に

こ
に
こ
花
冠
を
く
れ
、
そ
れ
を
雄
鶏
ち
ゃ
ん
が
泉
に
渡
せ
ば
、
泉
は
即
座
に
澄
み
切
っ
た
お
水
を
、
雄
鶏
ち
ゃ
ん
が
持
っ
て
来
た
小
桶
に

４校　鈴木.indd   413 10.1.15   4:49:38 PM



414

武蔵大学人文学会雑誌　第 41 巻第 2号

ざ
あ
ざ
あ
流
し
て
く
れ
た
。
雄
鶏
ち
ゃ
ん
は
走
り
に
走
り
、
胡
桃
の
山
に
引
き
返
す
。

だ
け
ど
雌
鶏
ち
ゃ
ん
の
と
こ
に
着
い
た
ら
、
雌
鶏
ち
ゃ
ん
は
息
が
詰
ま
っ
て
死
ん
で

い
た
。
雄
鶏
ち
ゃ
ん
は
悲
し
く
っ
て
堪
ら
ず
コ
ケ
コ
ッ
コ
ー
と
高
ら
か
に
啼
き
、
そ

れ
を
聞
い
た
近
辺
の
動
物
た
ち
は
だ
れ
も
か
れ
も
が
集
ま
っ
て
来
て
、
雌
鶏
ち
ゃ
ん

を
悼い
た

ん
で
泣
い
た
。
二は

つ

か
十
日
鼠
が
六
匹
で
霊れ
い

柩き
ゅ
う

車し
ゃ

を
造
っ
て
く
れ
て
、
そ
れ
に
亡

く
な
っ
た
雌
鶏
ち
ゃ
ん
を
寝
か
せ
、
そ
の
前
に
自
分
た
ち
が
繫
が
れ
て
、
車
を
牽ひ

い

て
行
っ
た
の
さ
。
さ
て
、
一
同
が
、
こ
れ
す
な
わ
ち
、
雄
鶏
ち
ゃ
ん
と
、
亡
く
な
っ

た
雌
鶏
ち
ゃ
ん
と
、
二
十
日
鼠
と
霊
柩
車
が
、
が
た
ご
と
進
ん
で
行
く
う
ち
に
、
狐

が
そ
こ
へ
や
っ
て
来
て
、「
ど
こ
へ
行
く
ん
だ
、
雄
鶏
ち
ゃ
ん
」
と
訊
い
た
も
の
。

─
─
「
雌
鶏
ち
ゃ
ん
の
埋
葬
に
」。
─
─
「
そ
れ
じ
ゃ
、
お
い
ら
が
埋
葬
を
し
て
や

る
ぞ
、
こ
の
間
抜
け
や
ろ
う
」。
そ
う
狐
は
ど
な
り
つ
け
、
雌
鶏
ち
ゃ
ん
を
食
べ
ち

ゃ
っ
た
。
だ
っ
て
死
ん
だ
ば
か
り
だ
も
ん
ね
。
そ
う
し
て
お
腹
に
埋
葬
し
た
の
さ
。

雄
鶏
ち
ゃ
ん
は
大
声
で
嘆
き
悲
し
み
、
こ
う
言
っ
た
。「
そ
れ
じ
ゃ
あ
ぼ
く
も
死
ん

じ
ゃ
っ
て
、
雌
鶏
ち
ゃ
ん
の
傍
に
行
き
た
い
よ
う
」
と
。
─
─
「
そ
れ
じ
ゃ
あ
そ
う

し
て
や
ろ
う
か
ね
」、
狐
は
言
っ
て
、
雄
鶏
ち
ゃ
ん
を
ぱ
っ
く
り
喰
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
雄
鶏
ち
ゃ
ん
は
雌
鶏
ち
ゃ
ん
の
と
こ
へ
行
っ

た
わ
け
。
そ
こ
で
二
十
日
鼠
た
ち
、
雄
鶏
ち
ゃ
ん
を
悼
ん
で
泣
く
と
、
狐
は
こ
う
考
え
た
。
こ
い
つ
ら
、
や
っ
ぱ
り
死
に
た
い
ん
だ
な
、

と
。
そ
こ
で
ご
っ
く
り
丸
呑
み
に
す
る
。
で
も
、
こ
の
二
十
日
鼠
た
ち
、
霊
柩
車
を
牽
い
て
い
た
か
ら
、
霊
柩
車
も
一
緒
に
呑
み
込
ん
だ

ん
だ
。
そ
こ
で
車
の
轅な
が
え

が（
（（
（

ね
、
狐
の
心
臓
を
突
き
破
り
、
狐
は
こ
ろ
り
と
ひ
っ
く
り
返
り
、
四
本
の
脚
を
つ
っ
ぱ
ら
か
し
た
。
小
鳥
が
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一
羽
しリ

ン

デ

な
の
木
の（

（（
（

枝
に
止
ま
っ
て
こ
う
囀さ
え
ず

っ
た
よ
。「
お
狐
さ
ん
が
く
た
ば
っ
た（

（（
（

。
お
狐
さ
ん
が
く
た
ば
っ
た
」
っ
て
。

　
　

解
題

　
　

原
題　

V
om

 H
ühnchen und H

ähnchen.
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二
八　

穀
物
の
穂

　

昔
む
か
し
ね
、
こ
ん
な
時
代
が
あ
っ
た
ん
だ
よ
。
で
も
、
こ
れ
、
も
う
考
え
ら
れ
な
い
く
ら
い
前
の
前
の
こ
と
で
ね
、
そ
の
頃
は
さ
あ
、

ど
の
穀
物
だ
っ
て
そ
う
だ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
穀
物
の
茎
に
は
ね
、
全
部
黄こ
が
ね金
色
の
穂
が
く
っ
つ
い
て
い
て
さ
、
地
面
ま
で
び
っ
し
り
だ
っ

た
ん
だ
。
貧
乏
と
か
飢
饉
な
ん
て
無
か
っ
た
、
決
し
て
、
決
し
て
ね
。
こ
れ
す
な
わ
ち
黄
金
時
代
だ
っ
た
っ
て
わ
け
。
そ
こ
で
人
間
は
だ

れ
も
か
れ
も
大
喜
び
で
満
腹
し
た
し
、
穀
物
を
啄つ
い

ば
む
の
が
好
き
な
鳥
た
ち
、
鶏
と
か
鳩
と
か
そ
の
他
い
ろ
ん
な
の
に
た
っ
ぷ
り
餌
が
見

つ
か
っ
た
。

　

で
も
人
間
の
中
に
は
、
感
謝
っ
て
こ
と
を
知
ら
な
い
、
神
様
を
忘
れ
て
る
没も

義ぎ

道ど
う

な
連
中
が
い
て
ね
、
こ
う
い
う
素
晴
ら
し
く
あ
り
が

た
い
神
様
の
賜
物
、
大
事
な
穀
物
を
屁へ

と
も
思
わ
な
か
っ
た
ん
だ
。
で
、
ち
っ
ち
ゃ
な
子
た
ち
が
手
足
を
汚
す
と
、
ぎ
っ
し
り
実
っ
た
穂

の
束
を
使
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
を
綺
麗
に
拭
い
て
、
そ
の
穂
を
ぽ
い
と
堆た
い

肥ひ

の
山
に
抛ほ
う

り
投
げ
る
な
ん
て
い
う
女
ど
も
が
い
た
り
し
た
。

ま
た
、
下
女
た
ち
は
ぎ
っ
し
り
実
っ
た
穂
で
拭
き
掃
除
を
し
、
男
の
子
や
小
さ
な
女
の
子
は
大
事
な
穀
物
畑
で
縦
横
無
尽
に
追
っ
掛
け
合

い
や
ら
摑
み
合
い
を
し
、
中
で
は
隠
れ
ん
ぼ
、
上
で
は
転
げ
回
っ
て
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
踏
み
に
じ
っ
た
。
食
べ
物
と
し
て
人
間
に
、
飼

料
と
し
て
家
畜
に
穀
物
を
お
与
え
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
悪
ふ
ざ
け
で
台
無
し
に
さ
せ
よ
う
た
め
で
は
な
い
神
様
は
、
つ
く
づ
く
お
嘆

き
あ
そ
ば
し
、
こ
れ
は
も
う
改
め
よ
う
、
黄
金
時
代
は
終
わ
り
に
い
た
そ
う
、
と
お
考
え
に
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
神
様
は
、
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
茎
に
は
そ
れ
ぞ
れ
た
っ
た
一
つ
し
か
穂
が
付
か
な
い
よ
う
に
な
さ
っ
た
。
人
間
に
対
し
て

は
、
大
事
な
穀
物
を
も
っ
と
心
を
籠
め
て
扱
う
こ
と
を
学
ぶ
よ
う
に
、
そ
れ
か
ら
、
罪
の
無
い
動
物
た
ち
の
た
め
に
は
、
そ
れ
で
も
な
ん

と
か
餌
が
授
か
る
よ
う
に
、
と
ね
。
人
間
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
ら
、
一
つ
の
穂
で
も
戴
く
値
打
ち
は
な
か
っ
た
ん
だ
け
ど
。

　

そ
の
時
か
ら
飢
饉
と
か
、
物
価
高
と
か
、
貧
乏
と
か
が
世
の
中
に
誕
生
。
ほ
ん
の
と
き
た
ま
、
め
っ
た
に
あ
る
こ
と
じ
ゃ
な
か
っ
た
け
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ど
、
神
様
は
そ
こ
こ
こ
で
、
た
く
さ
ん
、
た
く
さ
ん
穂
の

付
い
た
奇
蹟
の
茎
を
生
や
し
て
、
穀
物
と
い
う
も
の
は
か

つ
て
は
ど
ん
な
だ
っ
た
か
、
ご
自
分
に
何
が
お
で
き
に
な

る
か
、
人
間
た
ち
に
お
示
し
に
な
る
。
そ
こ
で
、
民
衆
の

間
に
は
こ
ん
な
古
い
預
言
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
長
い
年

月
が
経
っ
て
か
ら
い
つ
の
日
に
か
、
い
と
高
き
処
に
は
栄

光
、
神
に
あ
れ
。
地
に
は
平
和
、
な
べ
て
の
人
人
の
間
に

優
し
み
と
祝
福
と
愛
の
あ
れ
か
し（

（（
（

、
と
の
天
使
の
御み

詞こ
と
ば

が
成
就
す
る
と
、
大
地
は
再
び
神
に
よ
っ
て
覚
醒
さ
れ
、

根
元
ま
で
穂
が
ぎ
っ
し
り
付
い
た
茎
を
実
ら
せ
る
よ
う
に

な
る
。
け
れ
ど
も
わ
れ
ら
の
う
ち
だ
あ
れ
も
生
き
て
そ
れ

に
め
ぐ
り
合
う
こ
と
は
な
い
、
と
。

　
　

解
題

　
　

原
題　

D
ie K

ornähren.
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二
九　

兎
と
狐

　

兎
と
狐
が
一
緒
に
旅
を
し
た
。
冬
枯
れ
時
で
、
青
物
は
何
一
つ
生
え
て
お
ら
ず
、
野
原

に
は
生
き
物
一
匹
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。「
こ
り
ゃ
あ
腹
の
空
く
天
気
だ
て
」
と
狐
は
兎

に
言
っ
た
。「
五ご

臓ぞ
う

六ろ
っ

腑ぷ

が
ご
ろ
ご
ろ
鳴
る
わ
な
」。
─
─
「
全
く
さ
ね
」
と
兎
は
応
じ
た
。

「
ど
こ
も
か
し
こ
も
切
り
詰
め
所じ
ょ
た
い帯
っ
て
や
つ（

（（
（

。
口
に
突
っ
込
む
こ
と
が
で
き
た
ら
、
あ

た
し
ゃ
、
自
分
の
匙さ
じ

だ
っ
て
喰
っ
ち
ま
い
た
い
」。

　

こ
う
し
て
空
き
っ
腹
で
ぽ
く
ぽ
く
歩
き
続
け
て
い
る
と
、
遠
く
か
ら
百
姓
娘
が
一
人
、

こ
っ
ち
へ
や
っ
て
来
る
の
が
見
え
た
。
こ
の
子
は
手
籠
を
提
げ
て
お
り
、
籠
か
ら
な
ん
と

も
好
い
匂
い
が
狐
と
兎
に
漂
っ
て
来
た
。
焼
き
立
て
の
丸ゼ
ン
メ
ル

麪
麭
の（

（（
（

香
だ
っ
た
。「
な
あ
、

お
い
」
と
狐
。「
お
ぬ
し
、
横
っ
ち
ょ
に
す
っ
転
が
っ
て
、
死
ん
だ
ふ
り
を
し
ろ
や
い
。

あ
の
娘
っ
こ
が
籠
を
置
い
て
、
哀
れ
な
お
ぬ
し
の
毛
皮
を
手
に
入
れ
よ
う
と
─
─
な
に
せ

兎
の
皮
は
手
袋
に
な
る
で
な
─
─
お
ぬ
し
を
持
ち
上
げ
よ
う
と
し
た
ら
、
そ
の
隙
に
、
お

い
ら
麪パ

ン麭
籠
を
掻か

っ
攫さ
ら

っ
て
、
お
ら
っ
ち
の
元
気
付
け
に
す
る
」。

　

兎
は
狐
の
言
う
通
り
、
ひ
っ
く
り
返
っ
て
死
ん
だ
ふ
り
を
し
、
狐
は
雪
の
吹
き
溜
ま
り

の
う
し
ろ
に
身
を
伏
せ
た
。
や
っ
て
来
た
娘
は
、
四
本
の
脚
を
つ
っ
ぱ
ら
か
し
て
い
る
死

ん
だ
ば
か
り
の
兎
を
目
に
す
る
と
、
ま
ず
ち
ゃ
ん
と
籠
を
下
に
置
き
、
そ
れ
か
ら
兎
に
屈か
が

み
こ
ん
だ
。
そ
の
途
端
、
狐
は
さ
っ
と
飛
び
出
し
、
籠
を
ぱ
く
っ
と
く
わ
え
、
雲
を
霞
と
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逃
げ
去
っ
た
。
兎
も
す
ぐ
さ
ま
生
き
返
り
、
急
い
で
道
連
れ
の
あ
と
を
追
っ
か
け
た
。
と
こ
ろ
が

あ
ち
ら
は
全
然
立
ち
止
ま
ら
ず
、
麪パ

ン麭
を
頒わ

け
合
う
気
配
も
あ
ら
ば
こ
そ
、
自
分
だ
け
で
平
ら
げ

ち
ま
お
う
と
い
う
様
子
だ
っ
た
。
そ
れ
と
看
て
取
っ
た
兎
は
大
い
に
気
を
悪
く
し
た
。
さ
て
、
二

匹
が
小
さ
な
池
の
近
く
に
来
る
と
、
兎
は
狐
に
こ
う
呼
び
掛
け
た
。「
ど
う
だ
ろ
う
ね
え
、
あ
た

し
ら
、
ご
馳
走
用
の
魚
を
手
に
入
れ
る
っ
て
の
は
。
そ
し
た
ら
お
偉
い
さ
ん
方
み
た
い
に
魚
と
白

麪パ

ン麭
が
揃
う
わ
け
だ
。
あ
ん
た
の
尻
尾
を
ち
ょ
い
と
水
ん
中
に
垂
ら
し
て
ご
ら
ん
よ
。
そ
う
し
た

ら
、
今
時
や
っ
ぱ
り
た
ん
と
喰
う
物
の
な
い
魚
ど
も
が
そ
い
つ
に
か
じ
り
つ
く
だ
ろ
う
ぜ
。
だ
け

ど
さ
っ
さ
と
お
や
り
よ
。
池
が
凍
り
つ
か
な
い
う
ち
に
さ
」。

　

狐
は
合
点
し
て
、
今
に
も
凍
り
つ
き
そ
う
な
池
の
畔ほ
と
り

に
行
き
、
尻
尾
を
中
に
垂
ら
し
た
。
ほ

ん
の
僅
か
経
つ
と
狐
の
尻
尾
は
か
ち
か
ち
に
凍
り
つ
い
た
。
す
る
と
兎
は
麪パ

ン麭
籠
を
せ
し
め
、

丸ゼ
ン
メ
ル

麪
麭
を
一
つ
、
ま
た
一
つ
と
、
悠
悠
閑
閑
、
落
ち
着
き
払
っ
て
む
し
ゃ
む
し
ゃ
や
り
な
が
ら
、

狐
に
向
か
っ
て
こ
う
言
っ
た
。「
氷
が
融
け
る
ま
で
待
っ
て
て
お
く
れ
。
春
に
な
る
ま
で
待
っ
て

て
お
く
れ
。
氷
が
融
け
る
ま
で
待
っ
て
て
お
く
れ
」。
そ
れ
か
ら
す
た
こ
ら
さ
っ
さ
と
逃
げ
出
し

た
。
狐
は
、
鎖
に
繋
が
れ
た
怒
っ
た
わ
ん
公
よ
ろ
し
く
、
そ
の
後
姿
に
吠
え
つ
い
た
。

　
　

解
題

　
　

原
題　

D
er H

ase und der Fuchs.
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三
〇　

勇
ま
し
い
横
笛
吹
き（

（（
（

　

昔
む
か
し
、
横
笛
を
吹
か
せ
た
ら
名
人
芸
の
楽
士
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
世
間
を
遍
歴
し
て
回
り
、
い
ろ
ん
な
村
や
町
で
笛
を
吹
い
て
は
、

そ
れ
で
暮
ら
し
を
立
て
て
い
た
。
こ
の
男
は
そ
ん
な
具
合
で
、
あ
る
日
の
夕
暮
れ
時
、
と
あ
る
借パ

ハ

タ

ー

地
契
約
人
の（

（（
（

百
姓
屋
敷
に
行
き
当
た
り
、

そ
こ
に
泊
め
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
な
に
し
ろ
夜
に
な
ら
な
い
う
ち
に
次
の
村
へ
辿
り
着
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
。
借
地
契
約

人
に
親
切
に
迎
え
ら
れ
た
の
は
い
い
が
、
一
緒
に
食
事
を
し
、
ご
飯
が
済
ん
だ
あ
と
ち
ょ
っ
と
何
曲
か
笛
を
演
奏
し
な
き
ゃ
な
ら
な
か
っ

た
。
楽
士
が
こ
れ
を
済
ま
せ
て
窓
か
ら
外
を
覗
く
と
、
月
明
か
り
で
ほ
ん
の
近
く
に
古
い
お
城
が
あ
る（

（（
（

の
が
見
え
た
。
ど
う
や
ら
一
部
は

崩
れ
て
い
る
様
子
。「
あ
れ
は
ど
う
い
う
お
館
で
、
ど
な
た
の
持
ち
物
で
す
か
」
と
借
地
契
約
人
に
訊
く
と
、
相
手
は
こ
ん
な
物
語
を
し

た
。
何
年
も
何
年
も
前
の
こ
と
、
あ
そ
こ
に
と
て
も
金
持
ち
だ
が
、
な
ん
と
も
ご
う
つ
く
ば
り
の
伯
爵
が
住
ん
で
い
た
。
伯
爵
は
下し
も
じ
も下
を

ひ
ど
く
苛
め
、
貧
乏
人
に
施
し
を
し
た
こ
と
な
ん
ぞ
あ
ら
ば
こ
そ
、
と
う
と
う
跡
継
ぎ
が
い
な
い
ま
ま
亡
く
な
っ
た
。（
け
ち
ん
ぼ
だ
か

ら
つ
い
ぞ
結
婚
し
な
か
っ
た
せ
い
）。
そ
の
後
一
番
近
い
親
戚
が
財
産
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
が
、
鐚び
た

一い
ち
も
ん文
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
だ

か
ら
、
伯
爵
が
宝
を
埋
め
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
、
そ
れ
は
今
で
も
あ
の
古
い
お
城
に
隠
さ
れ
て
る
か
も
、
と
も
っ
ぱ
ら
の
評
判
。
も
う
た

く
さ
ん
の
人
間
が
宝
探
し
の
た
め
に
古
城
に
出
掛
け
た
の
だ
が
、
帰
っ
て
来
る
者
が
だ
れ
一
人
い
な
い
。
そ
こ
で
お
上か
み

は
古
城
へ
の
立
入

り
を
禁
止
し
、
国
中
の
人
間
全
部
に
厳
し
く
こ
れ
を
警
告
し
た
、
と
ね
。

　

楽
士
は
注
意
深
く
耳
を
傾
け
、
借
地
契
約
人
の
話
が
終
わ
る
と
、
自
分
も
あ
そ
こ
に
行
き
た
く
て
む
ず
む
ず
す
る
、
自
分
は
勇
ま
し
く

て
、
ぞ
っ
と
す
る
っ
て
何
の
こ
と
だ
か
分
か
ら
な
い
く
ら
い
だ
か
ら
、
と
言
っ
た
。
借
地
契
約
人
は
、
若
い
命
は
大
事
に
し
な
き
ゃ
な
ら

な
い
、
お
城
に
行
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
一
所
懸
命
、
果
て
は
跪
ひ
ざ
ま
ず

か
ん
ば
か
り
に
頼
ん
だ
が
、
哀
訴
嘆
願
も
役
に
は
立
た
ず
、
楽
士
は

び
く
と
も
し
な
か
っ
た
。
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借
地
契
約
人
の
二
人
の
下
男
が
二
つ
の
角ラ
ン
タ
ン灯
に
火
を

つ
け
て
、
勇
ま
し
い
楽
士
を
不
気
味
な
古
城
ま
で
送
っ

て
行
く
羽
目
に
な
っ
た
。
城
に
着
く
と
楽
士
は
下
男
た

ち
を
角ラ
ン
タ
ン灯
一
つ
と
と
も
に
帰
し
て
や
り
、
自
分
は
も
う

一
つ
を
手
に
し
て
勇
敢
に
高
い
階
段
を
昇
っ
て
行
っ
た
。

昇
り
き
る
と
大
き
な
広
間
に
入
っ
た
が
、
広
間
を
廻め
ぐ

っ

て
幾
つ
も
の
扉
が
あ
っ
た
。
楽
士
は
最
初
の
扉
を
開
け

て
中
に
入
り
、
そ
こ
に
あ
っ
た
古
風
な
卓テ
ー
ブ
ル子
の
前
に
腰

を
下
ろ
し
、
そ
の
上
に
灯
り
を
置
い
て
、
横
笛
を
奏
で

た
。
借
地
契
約
人
の
方
は
と
い
う
と
一
晩
中
心
配
で
心

配
で
眠
れ
ず
、
何
度
も
窓
か
ら
外
を
眺
め
、
あ
ち
ら
で

客
人
が
ま
だ
音
楽
を
や
っ
て
い
る
の
を
聞
く
た
び
に
、

言
い
よ
う
も
な
く
喜
ん
だ
。
け
れ
ど
も
自
分
の
と
こ
ろ

の
壁
掛
け
時
計
が
十
一
時
を
鳴
ら
し
、
笛
の
演
奏
が
止

ん
で
し
ま
う
と
、
ひ
ど
く
び
っ
く
り
し
て
、
幽
霊
だ
か

悪
魔
だ
か
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
、
城
に
巣
食
っ
て
い

る
代
物
が
き
っ
と
あ
の
好
青
年
の
頸
根
っ
こ
を
捻ひ
ね

っ
て

し
ま
っ
た
に
違
い
な
い
、
と
思
い
込
ん
だ
。
さ
て
、
こ
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ち
ら
は
と
い
う
と
、
怖
さ
な
ん
ぞ
感
じ
な
い
で
演
奏
に
耽
っ
て
い
た
の
だ
が
、
借
地
契
約
人
の
と
こ
ろ
で
は
あ
ま
り
食
べ
な
か
っ
た
の
で
、

と
う
と
う
空
き
っ
腹
に
な
っ
て
し
ま
い
、
部
屋
の
中
を
あ
ち
こ
ち
歩
い
て
、
見
て
回
っ
た
。
す
る
と
茹
で
て
な
い
扁ひ
ら

豆ま
め

が（
（（
（

一
杯
入
っ
た
鍋

が
あ
る
の
に
気
付
い
た
。
別
の
卓テ
ー
ブ
ル子
に
は
水
を
た
っ
ぷ
り
湛た
た

え
た
容
れ
物
、
塩
の
入
っ
た
容
れ
物
、
そ
れ
か
ら
一
壜び
ん

の
葡
萄
酒
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
急
い
で
水
を
扁
豆
に
注
ぎ
、
塩
を
加
え
、
薪た
き
ぎ

も
傍
に
あ
っ
た
か
ら
煖だ
ん

炉ろ

に
火
を
起
こ
し
、
扁
豆
の
羹
シ
チ
ュ
ウ

を
煮
た
。
羹
シ
チ
ュ
ウ

が
煮
え

る
間
、
葡
萄
酒
の
壜
を
空
に
し
、
そ
れ
か
ら
ま
た
笛
を
奏
で
た
も
の
。
扁
豆
が
煮
え
る
と
、
そ
れ
を
火
か
ら
下
ろ
し
、
卓テ
ー
ブ
ル子
の
上
に
用
意

さ
れ
て
い
た
皿
に
よ
そ
い
、
元
気
潑は
つ
ら
つ溂
こ
れ
に
む
し
ゃ
ぶ
り
つ
い
た
。
時
計
を
見
る
と
十
二
時
頃
。
す
る
と
突
然
ば
た
ん
と
扉
が
開
き
、

二
人
の
の
っ
ぽ
で
黒
装
束
の
男
た
ち
が
部
屋
に
踏
み
込
ん
で
来
た
が
、
棺
が
一
つ
載
っ
て
い
る
棺
台
を
担
い
で
い
た
。
こ
や
つ
ら
は
こ
れ

を
一
言
も
言
わ
ず
、
平
然
と
食
事
を
続
け
て
い
る
楽
士
の
前
に
置
く
と
、
来
た
時
と
同
様
音
も
立
て
ず
に
扉
か
ら
外
へ
出
て
行
っ
た
。
二

人
が
い
な
く
な
る
と
、
楽
士
は
ぱ
っ
と
立
ち
上
が
っ
て
、
棺
を
開
い
た
。
中
に
横
た
わ
っ
て
い
た
の
は
、
ち
っ
ぽ
け
で
皺し
わ

く
ち
ゃ
、
白
髪

白
髯
の
年
取
っ
た
小
人
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
若
者
は
び
く
と
も
せ
ず
、
小
人
の
体
を
引
っ
張
り
出
す
と
、
煖
炉
の
前
に
置
い
た
。
そ
し
て
、

暖
ま
っ
た
か
な
、
と
思
う
と
、
生
気
が
戻
っ
た
。
そ
こ
で
楽
士
は
扁
豆
を
あ
て
が
っ
て
や
り
、
一
所
懸
命
こ
の
小
人
の
面
倒
を
見
た
。
い

や
も
う
、
お
っ
か
さ
ん
が
子
ど
も
に
う
ま
う
ま
さ
せ
て
や
る
よ
う
な
具
合
に
ね
。
す
る
と
小
人
は
完
全
に
元
気
に
な
っ
て
、
若
者
に
「
わ

し
に
つ
い
て
来
い
」
と
言
っ
た
。
小
人
が
先
に
立
っ
た
が
、
若
者
は
角ラ
ン
タ
ン灯
を
手
に
取
り
、
平
気
の
平
左
で
後
を
つ
い
て
行
っ
た
。
小
人
は

案
内
し
て
高
い
崩
れ
た
階
段
を
下
り
、
と
う
と
う
二
人
は
地
下
深
い
、
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
丸
天
井
の
穴
蔵
に
着
い
た
。

　

こ
こ
に
は
金
が
大
き
な
山
に
積
ん
で
あ
っ
た
。
小
人
は
若
者
に
こ
う
言
い
付
け
た
。「
こ
の
山
を
丁
度
真
っ
二
つ
に
な
る
よ
う
分
け
る

の
じ
ゃ
。
し
た
が
、
何
も
後
に
残
ら
ぬ
よ
う
に
な
。
さ
も
な
く
ば
、
わ
し
は
お
ぬ
し
の
命
を
貰
い
受
け
る
ぞ
」。
若
者
は
に
っ
こ
り
し
た

だ
け
で
、
す
ぐ
さ
ま
二
つ
の
大
き
な
卓テ
ー
ブ
ル子
の
上
へ
、
あ
ち
ら
へ
、
ま
た
こ
ち
ら
へ
と
数
え
始
め
、
僅
か
の
間
に
そ
の
金
を
大
き
く
二
つ
に

分
け
た
。
が
、
し
か
し
、
最
後
に
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
銅
貨（

（（
（

が
一
枚
残
っ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
ち
ょ
い
と
思
案
し
て
か
ら
、
懐ポ
ケ
ッ
ト中
小ナ
イ
フ刀
を
出
す
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と
、
刃
を
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
銅
貨
の
上
に
置
き
、
あ
り
あ
わ
せ
た
槌
を
振
る
っ
て
二
つ
に
切
り
割
っ
た
。
さ
て
、
楽
士
が
半
分
を
こ
ち
ら
の
、

も
う
半
分
を
あ
ち
ら
の
山
へ
投
げ
る
と
、
小
人
は
上
上
の
ご
機
嫌
に
な
っ
て
、
こ
う
言
っ
た
。「
お
ぬ
し
、
見
上
げ
た
男
だ
の
。
お
ぬ
し

は
わ
し
を
救
う
て
く
れ
た
。
も
う
何
百
年
も
わ
し
は
貪
欲
な
根
性
か
ら
掻
き
集
め
た
自
分
の
宝
を
見
張
ら
に
ゃ
な
ら
な
ん
だ
。
だ
れ
か
が

こ
の
金
を
う
ま
く
真
っ
二
つ
に
分
け
て
く
れ
る
ま
で
は
な
あ
。
こ
れ
ま
で
だ
れ
一
人
や
っ
て
の
け
ら
れ
た
奴
は
お
ら
ん
か
っ
た
。
そ
れ
で

わ
し
は
連
中
を
残
ら
ず
絞
め
殺
さ
に
ゃ
な
ら
な
ん
だ
。
さ
て
、
こ
の
う
ち
一
山
は
お
ぬ
し
の
も
ん
じ
ゃ
。
も
う
一
山
の
方
は
貧
民
ど
も
に

頒わ

け
て
や
っ
て
く
れ
い
。
あ
り
が
た
い
御ご

仁じ
ん

だ
て
、
お
ぬ
し
は
わ
し
を
救
う
て
く
れ
た
の
じ
ゃ
」。
そ
う
言
う
な
り
小
人
は
消
え
失
せ
た
。

若
者
は
階
段
を
昇
り
、
前
の
部
屋
に
戻
る
と
、
愛
用
の
横
笛
で
幾
つ
か
楽
し
い
小
曲
を
吹
い
た
。

　

楽
士
が
ま
た
演
奏
し
て
い
る
の
を
聴
い
て
借
地
契
約
人
は
喜
び
、
翌
日
ご
く
早
朝
に
城
に
上
が
っ
て
行
き
（
と
い
う
の
も
日
中
は
だ
れ

で
も
入
れ
た
の
で
）、
嬉
し
さ
一
杯
で
若
者
を
迎
え
た
。
こ
ち
ら
は
相
手

に
一
部
始
終
を
物
語
り
、
そ
れ
か
ら
自
分
の
財
宝
の
と
こ
ろ
に
降
り
て
行

き
、
小
人
の
指
図
通
り
に
し
て
、
半
分
を
貧
民
た
ち
に
頒
け
与
え
た
。
そ

れ
か
ら
古
い
城
を
取
り
壊
さ
せ
た
が
、
間
も
な
く
元
の
場
所
に
新
し
い
の

が
建
ち
、
金
持
ち
に
な
っ
た
楽
士
が
こ
こ
に
住
ん
だ
。

　
　

解
題

　
　

原
題　

D
er beherzte Flötenspieler.

　

 　

Ａ
Ｔ
Ｕ
三
二
六
「
ぞ
っ
と
す
る
と
は
何
か
覚
え
た
が
っ
た
若
者
」T

he Y
outh w

ho 
w

anted to Learn W
hat Fear is.
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一　

兎
番
と
王
女　

　

あ
る
お
金
持
ち
の
王
様
に
と
て
も
綺
麗

な
姫
君
が
い
た
。
王
女
が
結
婚
し
よ
う
と
思

っ
た
時
、
名
乗
り
出
た
求
婚
者
た
ち
は
全
員
、

あ
る
緑
の
草
地
に
集
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
お
姫
様
は
黄き

ん金
の
林り
ん

檎ご

を
何
度
か
空
高
く
抛ほ
う

り
投
げ
た
。
そ
れ
を
受

け
留
め
て（

（（
（

、
そ
れ
か
ら
わ
ら
わ
自み
ず
か

ら
が
出

す
三
つ
の
難
題
を
思
い
切
っ
て
や
っ
て
み

よ
う
、
と
い
う
お
方
こ
そ
わ
ら
わ
を
娶め
と

っ
て

し
か
る
べ
し
、
っ
て
の
が
そ
の
お
言
葉
。
さ

て
林
檎
を
受
け
留
め
た
男
は
た
く
さ
ん
い

た
。
最
後
は
美
青
年
で
勇
敢
な
羊
飼
い
の
若

者
だ
っ
た
。
で
も
だ
あ
れ
も
三
つ
の
難
題
を

解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ま
ま
で
、
と
う

と
う
、
求
婚
者
の
ど
ん
じ
り
で
、
し
か
も
一

等
身
分
が
低
い
羊
飼
い
の
若
者
の
番
に
な
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っ
た
。
最
初
の
問
題
。
王
様
は
あ
る
家
畜
小
屋
に
兎
を
百
羽
飼
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
草
地
に
放
し
て
、
番
を
し
て
、
夕
方
ま
た
元
に
戻
す
、

そ
れ
で
一
番
目
の
課
題
を
こ
な
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
聞
く
と
、
羊
飼
い
の
若
者
は
こ
う
言
っ
た
。
ま
ず
一
日
そ
の
こ
と
を
思
案
し

と
う
ご
ざ
い
ま
す
、
で
も
二
日
目
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
を
思
い
切
っ
て
や
っ
て
み
る
か
ど
う
か
、
ち
ゃ
ん
と
決
心
い
た
し
ま
す
、
て
ね
。

さ
あ
て
、
羊
飼
い
の
若
者
は
山
の
中
を
う
ろ
つ
き
廻
り
、
し
ょ
ん
ぼ
り
沈
み
込
ん
だ
。
だ
っ
て
さ
、
や
っ
て
み
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
企
て

に
気き

後お
く

れ
し
た
ん
だ
も
の
。
す
る
と
一
人
の
婆
様
に
出
く
わ
し
た
。
婆
様
は
な
ん
で
し
ょ
げ
て
い
る
の
か
訊
い
た
も
の
さ
。
こ
ち
ら
は
こ

う
答
え
た
。「
あ
あ
、
だ
れ
も
お
い
ら
の
こ
と
助
け
ら
れ
っ
こ
あ
り
ま
せ
ん
」
と
。
白
髪
の
婆
様
い
わ
く
「
は
な
っ
か
ら
そ
う
決
め
込
む

も
ん
じ
ゃ
な
い
。
お
ま
え
さ
ん
の
悩
み
事
を
話
し
て
ご
ら
ん
な
。
も
し
か
す
る
と
助
け
て
あ
げ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
」。
で
、
例
の
難

題
を
話
す
と
、
婆
様
は
小
さ
な
笛
を
一
つ
く
れ
て
こ
う
言
っ
た
。「
こ
れ
を
大
事
に
持
っ
て
お
い
で
。
役
に
立
つ
だ
ろ
う
よ
」。
そ
し
て
若

者
が
あ
り
が
と
う
を
言
わ
な
い
う
ち
に
、
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
さ
て
、
気
も
晴
れ
晴
れ
と
王
様
の
許
へ
行
き
、「
お
い
ら
は
兎
の
番

を
し
ま
す
」
と
言
上
す
る
と
、
兎
ど
も
は
家
畜
小
屋
か
ら
放
さ
れ
た
。
で
も
、
び
り
の
兎
が
外
へ
出
た
時
に
は
、
最
初
の
は
も
う
見
え
な

く
な
っ
て
い
た
。
雲
を
霞
と
逃
げ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
ね
。
若
者
の
方
は
野
原
へ
行
っ
て
、
緑
の
丘
の
上
に
座
り
込
み
、
ど
う
し
た
ら
よ
か
ろ

う
、
と
考
え
た
。
そ
の
時
も
ら
っ
た
あ
の
小
さ
な
笛
の
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。
急
い
で
取
り
出
し
て
、
ぴ
い
っ
と
吹
く
と
、
百
羽
の
兎
が

皆
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
こ
戻
っ
て
来
て
、
緑
の
丘
の
若
者
の
周
り
で
楽
し
そ
う
に
草
を
食は

ん
だ
。

　

け
れ
ど
、
王
様
と
お
姫
様
は
、
羊
飼
い
が
こ
の
難
題
を
片
づ
け
て
姫
君
を
手
に
入
れ
る
な
ん
て
こ
と
は
、
て
ん
か
ら
問
題
に
し
て
い
な

か
っ
た
。
な
に
し
ろ
若
者
は
つ
ま
ら
な
い
貧
乏
人
で
、
高
貴
な
生
ま
れ
じ
ゃ
な
い
ん
だ
か
ら
。
で
、
兎
番
が
群
を
一
匹
残
ら
ず
小
屋
に
戻

せ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
、
と
策
略
を
廻
ら
し
た
。

　

そ
こ
で
王
女
が
出
掛
け
て
行
っ
た
。
あ
ら
か
じ
め
扮ふ
ん
そ
う装
し
て
、
若
者
が
気
が
つ
か
な
い
よ
う
に
顔
も
変
え
て
ね
。
で
も
こ
ち
ら
は
、
お

姫
様
だ
っ
て
分
か
っ
た
ん
だ
よ
。
さ
て
、
兎
が
全
部
揃
っ
て
い
る
の
を
見
た
王
女
は
こ
う
訊
い
た
。「
ね
え
、
こ
こ
で
兎
一
羽
買
え
な
い
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か
し
ら
」。
若
者
い
わ
く
「
売
る
兎
は
な
い
。
で
も

稼
い
で
手
に
入
れ
る
こ
と
な
ら
で
き
る
」。
そ
こ
で

王
女
は
更
に
訊
い
た
。「
そ
れ
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
」。

若
者
「
あ
ん
た
が
身
を
任
せ
て
お
い
ら
の
恋
人
に
な

っ
て
、
お
い
ら
と
う
っ
と
り
す
る
よ
な
羊
飼
い
の

一ひ
と
と
き刻
［
甘
い
愛
の
一
刻
］（

（（
（

を
過
ご
し
て
く
れ
た
ら

ね
」。
お
姫
様
は
い
や
だ
っ
た
。
だ
け
ど
、
ど
う
し

て
も
兎
は
欲
し
い
し
、
相
手
は
、
そ
う
で
な
く
っ
ち

ゃ
や
ら
な
い
、
っ
て
言
う
も
の
だ
か
ら
、
と
う
と
う

し
ぶ
し
ぶ
承
知
し
た
。
若
者
は
王
女
を
た
っ
ぷ
り
抱

き
締
め
た
り
接く
ち
づ
け吻
し
た
り
し
て
か
ら
、
兎
を
一
羽
捉

ま
え
て
、
彼
女
の
ち
い
ち
ゃ
な
手
籠
に
入
れ
て
や
っ

た
。
そ
こ
で
あ
ち
ら
は
立
ち
去
っ
た
。
も
の
の
十
五

分
も
離
れ
た
頃
、
若
者
が
小
さ
な
笛
を
一
吹
き
し
た
。

す
る
と
た
ち
ま
ち
兎
は
手
籠
の
蓋
を
押
し
開
け
て
、

外
へ
飛
び
出
し
、
ま
た
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
こ
戻
っ
て
来
た
。

　

ほ
ど
な
く
今
度
は
王
様
が
身
を
窶や
つ

し
て
や
っ
て
来

た
。
で
も
若
者
に
は
王
様
だ
っ
て
分
か
っ
た
ん
だ
。
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王
様
は
驢
馬
に
乗
り
、
籠
を
ぶ
ら
ぶ
ら
ぶ
ら
下
げ
て
い
た
。
で
、
こ
う
訊
い
た
。「
兎
を
一
羽
売
っ
て
も
ら
え
ん
か
の
」。「
い
い
や
、
売

ら
な
い
。
で
も
稼
ぐ
な
ら
一
羽
や
る
」
っ
て
若
者
は
ず
け
ず
け
応
対
し
た
。「
そ
り
ゃ
ど
う
い
う
意
味
だ
ね
」
と
王
様
。「
あ
ん
た
が
こ
こ

で
驢
馬
の
尻
尾
の
下（

（（
（

に
接く
ち
づ
け吻
す
れ
ば
」
と
若
者
が
始
め
た
。「
そ
う
す
り
ゃ
一
羽
あ
げ
よ
う
よ
」。
そ
ん
な
こ
と
王
様
は
し
た
く
な
か
っ
た
。

で
、
一
羽
売
っ
て
く
れ
れ
ば
、
ず
っ
し
り
と
お
金
を
払
お
う
、
と
申
し
出
た
。
で
も
若
者
は
譲
ら
な
い
。
そ
こ
で
王
様
は
、
兎
が
お
金
じ

ゃ
手
に
入
ら
な
い
、
と
看
て
取
っ
て
、
と
う
と
う
し
ぶ
し
ぶ
承
知
し
、
驢
馬
の
尻
尾
の
下
に
ぶ
ち
ゅ
っ
と
思
う
さ
ま
接
吻
し
た
。
そ
う
い

う
し
だ
い
で
兎
が
一
羽
捉
ま
り
、
驢
馬
に
付
け
た
籠
に
入
れ
ら
れ
、
国
王
は
立
ち
去
っ
た
。
で
も
あ
ち
ら
が
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
行
か
な
い
う

ち
に
、
若
者
が
笛
を
吹
く
と
、
兎
が
籠
か
ら
ぴ
ょ
ん
と
跳
ね
出
し
、
戻
っ
て
来
た
。
こ
の
後
王
様
は
お
城
に
帰
り
着
い
て
こ
う
言
っ
た
。

「
た
ち
の
悪
い
若
造
じ
ゃ
。
余
は
一
羽
も
手
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
」。
何
を
や
ら
か
し
た
の
か
は
言
わ
な
ん
だ
が
。「
え
え
」
と
王
女
が

返
辞
。「
私
も
そ
う
で
し
た
の
」。
で
も
、
自
分
が
何
を
つ
か
ま
つ
っ
た
の
か
、
こ
れ
も
告
白
し
な
か
っ
た
。
夕
方
に
な
る
と
、
若
者
は
番

を
し
た
兎
を
連
れ
て
戻
り
、
数
を
王
様
の
前
で
数
え
、
百
羽
全
部
を
家
畜
小
屋
に
入
れ
た
。

　

そ
こ
で
王
様
は
口
を
切
っ
た
。「
最
初
の
問
題
は
片
付
い
た
。
今
度
は
二
番
目
に
取
り
掛
か
ろ
う
。
よ
う
聴
け
。
余
の
穀
物
倉
に
豌え
ん
ど
う豆

が（
（（
（

百
マ
ー
ス（

（（
（

、
扁ひ
ら

豆ま
め

が（
（（
（

百
マ
ー
ス
あ
る
。
余
は
こ
れ
を
一
緒
に
ぶ
ち
ま
け
、
よ
お
く
混
ぜ
合
わ
せ
た
。
そ
ち
が
こ
れ
を
一
夜
の
う
ち
に
灯

り
な
し
で
選よ

り
分
け
れ
ば
、
二
番
目
の
問
題
を
済
ま
せ
た
こ
と
に
な
る
」。
若
者
い
わ
く
「
で
き
ま
す
よ
」。
そ
こ
で
彼
は
穀
物
倉
に
閉
じ

込
め
ら
れ
、
扉
に
は
固
く
錠
が
下
ろ
さ
れ
た
。
さ
て
、
お
城
中
の
人
た
ち
が
す
や
す
や
寝
入
る
と
、
若
者
は
小
さ
い
笛
を
吹
い
た
。
す
る

と
何
千
も
の
蟻
が
這
っ
て
来
て
、
長
い
こ
と
う
よ
う
よ
う
じ
ゃ
う
じ
ゃ
蠢う
ご
め

い
て
い
た
が
、
と
う
と
う
豌
豆
は
混
じ
り
け
な
し
の
一
山
、

扁ひ
ら

豆ま
め

も
混
じ
り
け
な
し
の
一
山
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
。
翌
朝
早
く
王
様
が
検
分
す
る
と
、
難
題
は
解
決
さ
れ
て
い
た
。
王
様
は
蟻
に
は
気

付
か
な
か
っ
た
。
ま
た
い
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
ね
。
王
様
は
不
思
議
で
堪
ら
ず
、
若
者
に
ど
う
し
て
こ
れ
が
で
き
た
の
か
分
か
ら
な
か

っ
た
。
だ
も
ん
で
、
こ
う
言
っ
た
。「
で
は
そ
ち
に
三
番
目
の
問
題
を
申
そ
う
。
今
夜
大
き
な
部
屋
一
杯
の
麪パ

ン麭
を
食
べ
尽
く
し
て
、
何
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一
つ
残
ら
ぬ
よ
う
に
す
れ
ば
、
三
番
目
の
問
題
を
や
っ
て
の
け
た
こ
と
に
な
る
。
さ
す
れ
ば
余
の
息
女
を
そ
ち
に
遣
わ
そ
う
ぞ
」。

　

暗
く
な
る
と
若
者
は
麪パ

ン麭
貯
蔵
庫
に
入
れ
ら
れ
た
。
こ
こ
に
は
麪パ

ン麭
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
て
い
る
の
で
、
彼
が
入
っ
た
戸
口
の
傍
が
ち

ょ
っ
と
空
い
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
で
も
、
お
城
中
の
人
た
ち
が
す
や
す
や
寝
入
る
と
、
若
者
は
ま
た
し
て
も
小
さ
な
笛
を
吹
い
た
。
す

る
と
、
気
味
悪
い
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
鼠
が
現
れ
た
。
夜
が
明
け
る
と
、
麪パ

ン麭
は
悉
こ
と
ご
と

く
喰
い
尽
さ
れ
、
な
ん
と
、
麪パ

ン麭
屑
一
か
け
ら
残
っ

て
い
な
か
っ
た
。
こ
ち
ら
は
と
い
う
と
扉
を
ど
ん
ど
ん
叩
い
て
叫
ん
だ
。「
開
け
て
お
く
れ
。
お
腹
が
空
い
た
」。
て
な
あ
ん
ば
い
で
三
番

目
の
難
題
も
お
し
ま
い
。

　

と
こ
ろ
が
王
様
は
更
に
こ
う
の
た
も
う
た
。「
袋
一
杯
［
た
く
さ
ん
］
の
法ほ

ら螺
噺ば
な
し

を
余
ら
に
語
っ
て
愉
し
ま
せ
て
く
れ
い
。
さ
す
れ
ば

余
の
息
女
を
そ
ち
に
遣
わ
そ
う
ぞ
」。
そ
こ
で
若
者
は
し
ゃ
べ
り
始
め
、
半
日
も
の
間
突と
っ

拍ぴ
ょ
う

子し

も
な
い
法
螺
噺
を
し
た
が
、
袋
は
一
向
一

杯
に
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
と
う
と
う
こ
う
語
っ
た
。「
お
い
ら
は
、
許い
い
な
づ
け嫁
の
と
っ
て
も
可
愛
い
お
姫
様
と
も
う
羊
飼
い
の
一
刻
を
過

ご
し
た
ん
で
す
よ
」。
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
王
女
は
火
の
よ
う
に
真
っ
赤
に
な
っ
た
。
王
様
は
ま
じ
ま
じ
と
姫
君
の
顔
を
見
詰
め
、
法
螺

噺
と
い
う
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
信
じ
、
そ
れ
が
ど
こ
で
ど
う
起
こ
っ
た
の
か
、
思
い
描
い
た
。
そ
れ
か
ら
「
だ
が
、
袋
は
ま
だ

一
杯
で
は
な
い
ぞ
」
と
大
声
を
挙
げ
た
。
す
る
と
若
者
は
こ
う
口
を
切
っ
た
。「
王
様
に
お
か
れ
ま
し
て
も
驢
馬
の
で
す
ね
、
驢
馬
の

…
…
」。
─
─
「
一
杯
じ
ゃ
。
一
杯
じ
ゃ
。
袋
の
口
を
縛
れ
」
と
王
様
は
叫
ん
だ
。
だ
っ
て
恥
ず
か
し
く
て
恥
ず
か
し
く
て
、
や
ん
ご
と

な
い
お
唇
か
ら
い
か
な
る
ご
恩
寵
が
驢
馬
の
や
つ
め
に
下
し
お
か
れ
た
の
か
、
お
お
っ
ぴ
ら
に
し
た
く
な
か
っ
た
ん
だ
も
の
。
な
に
し
ろ
、

宮
廷
中
の
人
間
が
環
に
な
っ
て
周
り
を
取
り
巻
い
て
い
た
ん
で
ね
。
こ
う
い
う
わ
け
で
羊
飼
い
の
若
者
と
姫
君
の
ご
婚
礼
が
執
り
行
わ
れ
、

お
祝
い
は
十
四
日
の
間
続
い
た
。
こ
れ
が
と
っ
て
も
素
晴
ら
し
く
、
楽
し
か
っ
た
の
で
、
語
り
手
の
わ
た
し
も
、
そ
れ
に
ご
招
待
さ
れ
て

た
ら
な
あ
、
っ
て
思
い
ま
す
よ
。
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三
二　

月
の
中
の
男
の
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話　

　

昔
む
か
し
の
大
昔
の
こ
と
、
あ
る
男
が
大
事
な
日
曜
日（

（（
（

の
朝
森
へ
出
掛
け
て
木
を
伐き

り
、
で
っ
か
い
薪ま
き
た
ば束
を
拵
え
、
こ
れ
を
縛
り
、
背

負
い
梯
子（

（（
（

を
差
し
込
ん
で
薪
束
を
背
負
い
、
家
へ
担
い
で
行
っ
た
。

　

途
中
で
日
曜
日
の
晴
れ
着
を
着
た
立
派
な
男
に
出
逢
っ
た
。
ど
う
や
ら
教
会
へ
お
参
り
に
行
く
と
こ
ろ
ら
し
か
っ
た
が
、
立
ち
止
ま
る

と
、
薪
束
を
担
い
で
い
る
男
に
話
し
か
け
て
、
こ
う
言
っ
た
。「
世
の
中
じ
ゃ
日
曜
日
だ
っ
て
こ
と
、
ご
存
じ
な
い
の
か
な
。
こ
の
日
は
、

こ
の
世
界
と
あ
ら
ゆ
る
動
物
た
ち
、
そ
れ
か
ら
人
間
を
お
創
り
に
な
っ
て
か
ら
、
神
様
が
お
休
み
に
な
ら
れ
た
の
だ
。
第
三
の
戒
め（

（（
（

に
、

こ
の
祝
日
を
聖
別
せ
よ
、
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
存
じ
な
い
の
か
な
」。
こ
う
訊
い
た
の
は
実
は
神
様
ご
自
身
だ
っ
た
の
だ
。
け
れ

ど
も
木
を
伐
っ
た
男
は
強
情
っ
張
り
だ
も
ん
で
こ
う
答
え
た
。「
こ
の
世
の
日
曜
日
だ
ろ

う
と
天
国
の
月
曜
日
だ
ろ
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
、
わ
し
に
何
の
拘か
か

わ
り
が
あ
る
。
そ
れ
に

あ
ん
た
に
何
の
拘
わ
り
が
あ
る
」。

　
「
そ
れ
で
は
そ
な
た
は
永
遠
に
粗そ

だ朶
の
束
を
背
負
っ
て
い
る
が
よ
い
」
と
神
様
は
お
っ

し
ゃ
っ
た
。「
そ
し
て
、
こ
の
世
の
日
曜
日
は
そ
な
た
に
全
く
無
価
値
な
の
だ
か
ら
、
今

後
永と
こ
し

え
に
月
曜
日
で
い
て
、
月
の
中
に
立
ち
、
日
曜
日
に
仕
事
を
し
て
こ
れ
を
穢け
が

す
人

人
に
対
す
る
警
告
の
徴し
る
し

と
な
る
が
よ
い
」。

　

そ
の
時
か
ら
今
ま
で
ず
う
っ
と
月
の
中
に
は
薪
束
を
背
負
っ
た
男
が
立
っ
て
い
る（

（（
（

。
多

分
常と
こ

永と

わ久
に
そ
う
や
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
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三
三　

風
呂
屋
の
国
王　

　

昔
む
か
し
あ
る
国
王
が
い
た
。
ド
イ
ツ
語
を
話
す
者
た
ち
や
南
国
語
を
話
す
者
た
ち
の（

（（
（

国
国
を
た
く
さ
ん
従
え
て
い
た
の
で
、
大
層
慢

心
し
て
し
ま
い
、
こ
の
世
で
自
分
ほ
ど
権
勢
の
あ
る
偉
人
は
お
ら
ぬ
、
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
て
、
あ
る
時
、
こ
ん
な
こ
と
が
起
こ

っ
た
。
晩ヴ
ェ
ス
パ
ー課
に（

（（
（

出
席
し
た
と
こ
ろ
、
僧
侶
が
こ
ん
な
詞こ
と
ば

を
読ど
く
じ
ゅ誦
す
る
の
を
聴
聞
。
デ
ポ
ス
イ
ト
・
ポ
テ
ン
テ
ス
・
デ
・
セ
デ
・
エ
ト
・

エ
ク
サ
ル
タ
ウ
ィ
ト
・
フ
ミ
レ
ス（

（（
（

。 

ラ
テ
ン
語
な
ん
ぞ
皆
目
分
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
あ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
だ
、
と
、
周
囲
の
学
識

あ
る
者
た
ち
に
訊
ね
た
と
こ
ろ
、
こ
う
解
き
明
か
さ
れ
た
。
主
な
る
神
は
、
権い
き
お
い勢
あ
る
者
を
座く
ら
い位
よ
り
下お
ろ

し
、
卑
し
き
者
を
高た
こ

う
す（

（（
（

、
で

ご
ざ
い
ま
す
、
と
。
王
は
こ
れ
を
聞
い
て
び
っ
く
り
仰
天
、
そ
れ
か
ら
か
ん
か
ん
に
腹
を
立
て
、
福
音
史
家
ル
カ
の
こ
の
章
句
は
自
今
も

は
や
唱
え
て
は
な
ら
ぬ
、
何な
ん
ぴ
と人
も
こ
れ
を
聴
い
て
は
な
ら
ぬ
、
し
て
、
こ
れ
は
も
ろ
も
ろ
の
聖
典
か
ら
完
全
に
抹
消
せ
よ
、
と
の
布
告
を

出
し
た
。
こ
の
布
告
は
王
の
使
者
た
ち
に
よ
っ
て
全
て
の
国
国
、
全
て
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
全
て
の
修
道
院
に
送
ら
れ
た
。
こ
の
章
句
が

載
っ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
本
は
焼
き
捨
て
よ
、
と
さ
れ
た
。
こ
う
い
う
し
だ
い
で
、
か
の
言
葉
は
繰
り
返
し
繰
り
返
し
破
壊
さ
れ
抹
殺

さ
れ
、
教
会
で
公
に
読
誦
さ
れ
た
り
詠
唱
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
も
は
や
な
く
な
っ
た
。

　

さ
て
、
あ
る
時
、
国
王
が
浴
場
に
出
掛
け
た（

（（
（

。
す
る
と
神
は
、
福
音
の
聖
句
を
穢け
が

し
た
冒
瀆
行
為
を
償
わ
せ
よ
う
と
、
一
人
の
天
使
を

お
遣
わ
し
に
な
っ
た
。
こ
の
天
使
は
王
の
姿
に
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
人
の
目
を
眩く
ら

ま
し
た
の
で
、
だ
れ
も
が
天
使
を
、
王
様
だ
、
と
思
い
、

肝
心
の
国
王
の
こ
と
は
そ
う
だ
と
は
分
か
ら
な
く
な
っ
た
。
王
は
風
呂
か
ら
出
る
と
、［
流
し
場
の
木
の
］
長
椅
子
に
座
っ
た
が
、
こ
れ

に
は
天
使
が
前
か
ら
腰
を
下
ろ
し
て
い
た
。
そ
こ
で
浴
場
主
は
国
王
に
向
か
い
、
そ
こ
を
立
っ
て
、
他
の
場
所
に
座
る
よ
う
指
図
し
た
。

「
そ
ち
は
酩め
い
て
い酊
い
た
し
て
お
る
の
か
」
と
国
王
。「
さ
よ
う
な
無
礼
な
口
調
で
余
に
語
り
掛
け
る
と
は
。
余
は
そ
の
方
の
支
配
者
た
る
国
王

な
る
ぞ
」。
─
─
「
あ
ん
た
、
空か
ら

莫ば

か迦
な
よ
う
だ
な
」
と
風
呂
屋
の
亭
主
。「
わ
が
国
王
陛
下
は
こ
こ
に
お
座
り
じ
ゃ
な
い
か
。
お
ま
え
さ
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ん
、
い
っ
た
い
ど
こ
の
ど
い
つ
の
王
様
だ
っ
て
ん
だ
。

陛
下
に
お
か
せ
ら
れ
て
は
ご
領
国
は
い
ず
れ
で
ご
ざ
い

ま
す
な
。
ア
ホ
ラ
シ
ア（

（（
（

か
な
ん
か
で
す
か
な
」。

　
「
あ
の
こ
こ
な
下げ

す司
下げ

郎ろ
う

め
が
」。
怒
り
狂
っ
た
王
は

こ
う
叫
ぶ
な
り
手
桶
を
摑
ん
で
浴
場
主
に
抛ほ
う

り
投
げ
る
。

こ
の
騒
ぎ
を
耳
に
し
た
風
呂
屋
の
雇
い
人
た
ち
が
駆
け

つ
け
、
王
を
拳
骨
で
た
っ
ぷ
り
按あ
ん

摩ま

し
て
や
っ
た（

（（
（

。
と

う
と
う
王
の
姿
を
し
て
い
る
天
使
が
仲
に
入
り
、
王
を

雇
い
人
た
ち
の
手
か
ら
救
い
出
し
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ

か
ら
、
天
使
が
そ
っ
ち
の
こ
と
は
ほ
っ
と
い
て
流
し
場

か
ら
出
る
と
、
天
使
を
ご
主
君
と
思
い
込
ん
だ
王
の
家

来
た
ち
は
、
豪
奢
な
衣
裳
を
着
せ
掛
け
、
意
気
盛
ん
な

騎
馬
行
列
を
組
む
と
、
い
と
も
き
ら
び
や
か
に
居
城
目

指
し
て
随
行
し
た
。
国
王
の
方
は
と
い
う
と
、
風
呂
屋

の
主
人
と
そ
の
雇
い
人
た
ち
に
す
っ
ぽ
ん
ぽ
ん
の
丸
裸（

（（
（

で
戸
外
に
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
い
、
扉
の
前
に
佇
ん
で
、

わ
が
身
に
何
が
降
っ
て
湧
い
た
の
や
ら
五
里
霧
中
。
す

る
と
そ
こ
い
ら
の
連
中
が
周
り
に
集
ま
っ
て
来
、
や
い
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の
や
い
の
と
囃は
や

し
立
て
た
。
こ
れ
に
は
王
自
身
の
召
使
ど
も
ま
で
参
加
。
だ
っ
て
、
だ
れ
に
も
王
様
だ
っ
て
こ
と
が
分
か
ら
な
か
っ
た
の

だ
も
の
。
そ
こ
で
王
は
裸
の
ま
ん
ま
、
こ
け
苛
め
よ
ろ
し
く
後
を
追
っ
掛
け
て
来
る（

（（
（

民
衆
か
ら
逃
げ
出
し
て
、
自
分
の
酌し
ゃ
く

人じ
ん

で（
（（
（

あ
り
誠

忠
な
相
談
役
で
あ
る
者
の
邸
へ
と
急
い
だ
。

　

こ
れ
は
小こ

昼び
る

時ど
き

過
ぎ（

（（
（

の
こ
と
で
、
酌
人
は
昼
の
憩
い
を
楽
し
ん
で
い
た
。
そ
こ
へ
王
が
門
の
鐘
を
鳴
ら
し
、
中
へ
入
れ
よ
、
と
要
求
し

た
も
の
。
門
番
が
、
お
ま
え
は
だ
れ
で
、
何
の
用
か
、
と
訊
く
と
、
相
手
が
言
う
に
は
「
余
だ
。
国
王
だ
」。

　
「
う
へ
え
、
ち
ぇ
っ
、
ち
ぇ
っ
」
と
門
番
は
叫
ん
だ
。「
こ
ん
な
み
っ
と
も
ね
え
王
様
な
ん
ぞ
、
見
た
こ
と
も
ね
え
。
き
さ
ま
、
決
し
て

入
っ
て
は
な
ら
ん
」。
そ
こ
で
国
王
は
お
っ
そ
ろ
し
く
わ
め
き
散
ら
し
て
大
騒
ぎ
を
や
ら
か
し
た
の
で
、
酌
人
が
そ
れ
を
聞
き
つ
け
、
ど

う
し
た
の
か
、
と
訊
ね
た
。
門
番
い
わ
く
「
旦
那
様
、
表
に
男
が
一
人
お
り
ま
し
て
、
う
し
ろ
に
ゃ
あ
有う

象ぞ
う

無む

象ぞ
う

ど
も
が
く
っ
つ
い
と
り

ま
す
。
や
つ
ら
、
こ
け
を
嗤わ
ら

い
物
に
し
と
る
の
で
す
な
」。

　
「
そ
や
つ
を
入
れ
て
や
れ
い
」
と
酌
人
は
憐
れ
ん
で
命
じ
た
。「
そ
し
て
、
必
要
な
衣
類
を
与
え
、
裸
体
を
被お
お

わ
せ
る
の
だ
」。
そ
れ
が

済
む
と
、
王
は
酌
人
の
許
に
や
っ
て
来
た
が
、
こ
ち
ら
は
相
手
が
ご
主
君
だ
と
は
や
は
り
一
向
分
か
ら
な
い
。
国
王
「
お
お
、
わ
が
友
よ
。

そ
な
た
は
、
余
が
そ
な
た
の
王
で
あ
る
、
と
認
め
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
日
、
世
に
も
奇
妙
な
災
厄
が
余
の
身
に

降
り
掛
か
り
、
余
の
面
目
を
丸
潰
れ
に
い
た
し
た
の
だ
が
。
昨
日
の
朝
、
わ
れ
ら
が
内
内
で
談
合
し
た
話
を
思
い
出
し
て
く
れ
い
。
そ
の

折
余
は
そ
な
た
ら
相
談
役
に
あ
る
勅
令
を
出
し
、
こ
れ
が
遂
行
さ
れ
る
の
を
見
た
い
、
と
申
し
た
が
、
そ
な
た
ら
は
、
さ
よ
う
な
こ
と
は

君
侯
に
ふ
さ
わ
し
ゅ
う
な
い
、
と
諫い
さ

め
た
の
う
」。
こ
の
よ
う
な
機
密
事
項
を
更
に
な
お
王
は
酌
人
に
告
げ
た
が
、
こ
ち
ら
は
笑
い
出
し

て
、
こ
う
返
辞
。「
あ
ん
た
の
言
う
こ
と
は
本
当
だ
が
、
そ
れ
は
悪
魔
が
あ
ん
た
の
耳
に
吹
き
込
ん
だ
に
相
違
な
い
」
と
。
そ
こ
で
国
王

「
余
が
い
か
よ
う
な
し
だ
い
で
こ
う
し
た
不
幸
に
見
舞
わ
れ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
で
も
余
の
心
は
、
こ
の
身
が
真
正
な
る
国
王
で
あ
る
、
と

告
げ
て
お
る
わ
」。
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酌
人
は
反
駁
す
る
気
は
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
阿あ

呆ほ
う

を
憤
慨
さ
せ
る
の
が
お
ち
だ
し
、
利
口
な
人
間
相
手
の
場
合
で
も

礼
儀
正
し
さ
の
証あ
か
し

と
は
申
せ
な
か
っ
た
の
で
。
酌
人
は
こ
の
見
知
ら
ぬ
男
に
食
事
を
供
す
る
よ
う
言
い
付
け
、
そ
れ
か
ら
こ
う
考
え
た
。

こ
の
珍
し
い
事
件
は
と
に
も
か
く
に
も
陛
下
に
ご
注
進
い
た
そ
う
、
と
。
こ
の
御ご

仁じ
ん

、
す
な
わ
ち
酌
人
は
、
数
数
の
賢
明
な
助
言
に
よ
っ

て
宮
廷
で
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
い
つ
何な
ん
ど
き時
で
も
自
由
に
参
内
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
す
ぐ
さ
ま
仕
度
を

調
え
て
王
城
に
向
か
い
、
例
の
天
使
の
前
に
ま
か
り
出
て
、
不
思
議
な
お
客
の
話
を
言
上
し
た
。
す
る
と
天
使
は
、
王
を
宮
廷
に
連
れ
て

来
る
よ
う
命
じ
た
も
の
。
そ
こ
で
、
大
広
間
の
一
つ
に
家
臣
全
て
が
参
集
、
召
使
一
同
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
階
段
と
歩
廊
に
む
ら
が
っ
た
。

さ
て
、
酌
人
が
す
っ
か
り
気
力
を
挫
か
れ
た
王
を
伴
っ
て
現
わ
れ
る
と
、
だ
れ
も
か
れ
も
「
ご
き
げ
ん
よ
ろ
し
ゅ
う
、
国
無
し
の
国
王

殿
」
と
嘲
弄
の
喚
声
を
挙
げ
た
。

　

天
使
は
、
麗
し
い
王
妃
と
並
び
い
と
も
き
ら
び
や
か
に
玉
座
に
座
っ
て
い
た
が
、
自
分
の
生
き
写
し
に
会
釈
し
た
。
こ
ち
ら
は
、
仇
と

お
ぼ
し
き
相
手
が
自
分
自
身
の
伴
侶
を
傍か
た
わ

ら
に
従
え
て
い
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
憎
し
み
に
胸
が
煮
え
滾た
ぎ

る
思
い
。
天
使
が
言
う

に
は
「
さ
、
申
す
が
よ
い
。
ま
こ
と
、
そ
ち
は
こ
の
国
の
王
な
の
か
」。
王
は
答
え
た
。「
さ
よ
う
、
そ
う
し
た
日
が
あ
っ
た
。
余
は
こ
の

国
で
権
勢
を
ふ
る
っ
て
い
た
。
わ
が
妻
は
余
を
、
王
様
、
そ
し
て
、
背
の
君
様
、
と
歓
び
迎
え
た
も
の
。
今
は
そ
の
に
こ
や
か
な
挨
拶
も

ま
る
で
受
け
ら
れ
ぬ
が
。
し
た
が
、こ
れ
は
こ
れ
ま
で
決
し
て
拒
ま
れ
は
せ
な
ん
だ
。
今
日
と
い
う
わ
が
汚
辱
と
苦
難
の
日
ま
で
は
な
あ
」。

　

王
妃
は
、
自
分
が
こ
の
見
知
ら
ぬ
男
を
抱
擁
し
た
こ
と
が
あ
る
、
な
ど
と
告
げ
る
こ
う
し
た
言
葉
を
聞
か
さ
れ
て
羞
恥
に
顔
を
赤
ら
め
、

天
使
に
向
か
っ
て
「
御
前
様
、
こ
こ
な
男
は
正
気
を
失
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
」
と
訴
え
、
一
人
の
老
い
た
宮
廷
騎
士
は
「
黙
り
お
ろ

う
、
下
司
下
郎
。
き
さ
ま
な
ど
は
、
牝
牛
の
皮
に
乗
せ
て
絞
首
架
に
引
き
ず
っ
て
行
か
ね
ば
な
る
ま
い
」
と
叫
び
、
宮
廷
に
寄
食
し
て
い

る
若
者
た
ち
は
、
剛
勇
ぶ
り
を
披
露
し
て
主
君
の
歓
心
を
買
お
う
、
と
王
に
摑
み
か
か
り
、
あ
や
う
く
し
た
た
か
に
酷
い
目
に
遭
わ
せ
る

と
こ
ろ
。
け
れ
ど
も
天
使
は
そ
れ
を
制
し
、
王
を
そ
こ
か
ら
連
れ
出
し
て
、
人
気
の
無
い
立
派
な
部
屋
へ
導
き
、
こ
う
語
っ
た
。「
さ
、
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申
す
が
よ
い
。
神
が
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
を
治し

ろ
し
め
し
て
お
ら
れ
る
、
と
信
ず
る
や
否
や
を
。
見
よ
、
神
の
全
能
の
御み

力
が
そ
な
た
に
屈

辱
を
与
え
た
も
う
た
で
は
な
い
か
。
そ
な
た
の
強
大
な
軍
勢
が
役
に
立
ち
し
や
。
そ
な
た
の
呼
び
掛
け
や
命
令
に
従
っ
た
者
の
あ
り
し
や
。

デ
ポ
ス
イ
ト
・
ポ
テ
ン
テ
ス
・
デ
・
セ
デ
な
る
真
実
は
い
ま
だ
生
き
て
い
る
。
そ
な
た
や
そ
な
た
の
ご
と
き
者
が
こ
の
真
実
を
曲
げ
る
こ

と
は
常と
こ

永と

わ久
に
あ
る
ま
じ
」。

　

こ
う
天
使
が
王
に
告
げ
る
と
、
王
は
震
え
慄お
の
の

い
て
訊
ね
た
。「
こ
れ
は
し
た
り
、
あ
な
た
は
ど
な
た
様
で
。
お
言
葉
に
出
さ
れ
た
全
能

の
神
で
あ
ら
れ
る
の
か
。
さ
あ
ら
ば
、
こ
の
憐
れ
な
、
惑
わ
さ
れ
た
男
に
な
に
と
ぞ
恩
寵
を
垂
れ
た
ま
わ
ん
こ
と
を
」。

　
「
神
に
は
あ
ら
ず
」
と
天
使
。「
な
れ
ど
、
御み

使
い
の
一
人
に
し
て
、
真ま
こ
と

の
キ
リ
ス
ト
の
僕し
も
べ

な
り
。
わ
れ
を
、
す
な
わ
ち
、
そ
な
た
の

傲
慢
不
遜（

（（
（

へ
の
懲ち
ょ
う

罰ば
つ

を
送
り
た
も
う
た
の
は
神
。
神
は
そ
の
思
し
召
す
者
を
高た
こ

う
し
、
ま
た
卑ひ
く

う
せ
ら
る（

（（
（

。
な
に
ゆ
え
そ
な
た
は
か
く

の
ご
と
き
真
実
を
迫
害
せ
る
や
」。

　

王
は
天
使
の
足
許
に
ど
っ
と
崩
折
れ
、
神
の
恵
み
と
宥ゆ
う
じ
ょ恕
を
懇
願
し
た
。
天
使
は
、
身
を
起
こ
す
よ
う
命
じ
て
い
わ
く
「
そ
な
た
は
僧

侶
が
読
誦
す
る
章
句
の
こ
の
詞
を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
な
た
は
、
蒙
っ
た
苦
し
み
を
提
訴
し
に
来
た
人
人
に
憐
れ
み
深
く
あ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
。
そ
な
た
は
身
分
の
低
き
者
に
も
高
き
者
と
同
様
公
正
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
努
め
よ
う
と
心
を
定
む
れ
ば
、
再
び

権
勢
と
栄
誉
の
座
に
就
け
る
で
あ
ろ
う
」。

　

そ
こ
で
王
は
改
め
て
主し
ゅ

の
御
使
い
の
前
に
へ
り
く
だ
り
、
頭こ
う
べ

を
う
な
だ
れ
、
跪
ひ
ざ
ま
ず

い
て
こ
う
応
答
し
た
。「
こ
の
身
は
喜
ん
で
仰
せ
の

通
り
に
い
た
し
ま
す
。
神
の
恩
寵
に
よ
り
赦ゆ
る

し
た
ま
え
」。
す
る
と
天
使
は
王
に
手
を
差
し
伸
べ
、
王
の
装
束
を
渡
し
、
再
び
王
の
姿
に

戻
し
て
や
っ
た
。
王
は
、
酌
人
が
纏ま
と

わ
せ
た
み
す
ぼ
ら
し
い
上
っ
張
り
を
脱
ぎ
捨
て
た
。
天
使
は
と
い
う
と
、
王
の
眼
前
か
ら
消
え
失
せ
、

再
び
天
界
へ
、
霊
魂
の
ふ
る
さ
と
へ
、
永
遠
の
父
の
治し

ろ
し
め
す
王
国
へ
と
飛
ん
で
行
っ
た
。

　

王
は
「
甘
美
な
る
方
、
力
あ
る
方
、
キ
リ
ス
ト
に
讃
え
あ
れ（

（（
（

。
天
使
の
言
わ
れ
た
こ
と
は
全
き
真
実
だ
」
と
言
っ
て
、
つ
い
ぞ
苦
し
み
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を
蒙
ら
な
か
っ
た
者
の
よ
う
に
そ
の
部

屋
か
ら
外
へ
出
た
。
そ
こ
で
家
来
た
ち

は
「
陛
下
、
あ
の
阿
呆
は
い
ず
れ
に
参

り
ま
し
て
ご
ざ
り
ま
す
る
か
」
と
恭
し

く
訊
ね
た
。
し
か
し
王
は
王
妃
と
臣
下

一
同
を
呼
び
集
め
、
い
か
な
る
こ
と
は

起
こ
っ
た
の
か
、
自
分
が
ど
ん
な
目
に

遭
っ
た
か
、
逐
一
語
っ
て
聞
か
せ
た
。

す
な
わ
ち
、
浴
場
主
と
の
悶も
ん

着ち
ゃ
く

な
ど

一い
っ

切さ
い

合が
っ

財さ
い

を
。
そ
し
て
例
の
み
す
ぼ
ら

し
い
上
っ
張
り
を
見
せ
て
や
っ
た
。
お

べ
っ
か
使
い
の
廷
臣
た
ち
は
び
っ
く
り

仰
天
、
あ
の
よ
う
に
主
君
を
侮
辱
し
、

国
王
だ
と
気
付
か
な
か
っ
た
こ
と
を
恥

ず
か
し
く
思
い
、
そ
の
多
く
は
、
こ
れ

は
も
う
生
命
財
産
に
拘か
か

わ
り
そ
う
だ
、

と
考
え
た
。
王
妃
で
す
ら
背
の
君
に
、

な
に
と
ぞ
お
慈
悲
を
、
お
恵
み
を
、
と
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嘆
願
、
王
様
で
な
い
、
な
ど
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ぬ
、
と
誠
心
誠
意
誓
っ
た
も
の
。
王
は
優
し
く
そ
の
両
手
を
握
っ
て
、
こ
う
言

っ
た
。「
妻
よ
、
い
い
か
ら
お
黙
り
。
こ
れ
は
神
の
思
し
召
し
だ
っ
た
の
だ
よ
。
最
後
に
は
余
自
身
自
分
が
だ
れ
な
の
や
ら
分
か
ら
な
く

な
っ
て
い
た
く
ら
い
だ
か
ら
ね
」
と
。

　

さ
て
そ
れ
か
ら
王
は
勅
命
を
出
し
て
、
デ
ポ
ス
イ
ト
の
章
句
を
あ
ら
ゆ
る
書
籍
の
、
そ
れ
が
抹
殺
さ
れ
て
い
た
箇
所
に
書
き
込
ま
せ
、

再
び
教
会
で
読
誦
さ
せ
、
ま
こ
と
に
謙
譲
な
支
配
者
に
な
っ
た
。
こ
の
物
語
を
読
む
人
が
願
わ
く
は
神
の
御み

前ま
え

で
へ
り
く
だ
ら
ん
こ
と
を
、

そ
し
て
、
神
が
傲
慢
不
遜
か
ら
恩
寵
も
て
護
り
た
ま
わ
ん
こ
と
を
。

　
　

解
題

　
　

原
題　

D
er K

önig im
 Bade.
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三
四　

ち
び
っ
こ
の
親
指
こ
ぞ
う　

 　

昔
む
か
し
貧
乏
な
籠
作
り
職
人
が
い
た
。
お
か
み
さ
ん
と
の
間
に
息
子
が
七
人
あ
っ
た
け
ど
、
こ
の
子
た
ち
は
歳
の
順
に
だ
ん
だ
ん

ち
び
っ
ち
ゃ
く
な
っ
て
、
末
っ
子
な
ん
ぞ
は
生
ま
れ
た
時
せ
い
ぜ
い
指
の
長
さ
く
ら
い
し
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
親
指
こ
ぞ
う
、
っ
て

綽あ
だ

名な

を
付
け
ら
れ
た
。
そ
り
ゃ
ま
あ
、
そ
の
後
な
ん
と
か
い
っ
ぱ
し
に
育
ち
は
し
た
が
、
充
分
に
っ
て
わ
け
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の

綽
名
は
ず
っ
と
随つ

い
て
廻
っ
た
。
だ
け
ど
、
こ
の
子
、
な
ん
と
も
利
口
で
目
か
ら
鼻
へ
抜
け
る
ち
び
公
で
、
は
し
っ
こ
さ
と
狡ず
る

賢
さ
に
掛

け
て
は
兄
さ
ん
た
ち
が
総
掛
か
り
に
な
っ
た
っ
て
足
許
に
も
及
ば
な
か
っ
た
。

　

両ふ
た
お
や親
の
暮
ら
し
向
き
は
い
よ
い
よ
も
っ
て
最
悪
に
な
っ
た
。
籠
を
作
っ
た
り
麦
藁
を
編
ん
だ
り
は
、［
パ
ン
屋
み
た
い
に
］
丸ゼ
ン
メ
ル

麪
麭
を（

（（
（

焼
く
と
か
、［
肉
屋
み
た
い
に
］
仔
牛
を
殺
す
と
か
み
た
い
に
儲
か
る
稼
業
じ
ゃ
な
い
ん
で
ね
。
か
て
て
加
え
て
諸し
ょ
し
き色
の
高
い
ご
時
世
が

到
来
す
る
と
、
籠
作
り
と
お
か
み
さ
ん
は
、
だ
れ
も
か
れ
も
飛
び
切
り
の
食
欲
に
恵
ま
れ
て
い
る
七
人
の
餓
鬼
ん
ち
ょ
の
お
腹
を
ど
う
や

っ
て
一
杯
に
し
た
も
の
や
ら
、
心
配
で
心
配
で
身
の
置
き
所
も
な
く
な
っ
た
。
あ
る
晩
の
こ
と
、
子
ど
も
た
ち
が
寝
床
に
引
き
揚
げ
た
あ

と
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
も
の
か
、
と
互
い
に
知
恵
を
出
し
合
っ
た
二
人
は
、
籠
編
み
の
材
料
の
柳（

（（
（

が
生
え
て
い
る
森
へ
一
緒
に
連
れ
て

っ
て
、
そ
こ
に
こ
っ
そ
り
置
き
去
り
に
し
よ
う
、
と
相
談
を
纏
め
た
。
話
の
一
部
始
終
に
親
指
こ
ぞ
う
は
聴
き
耳
を
立
て
て
い
た
。
兄
さ

ん
た
ち
の
よ
う
に
眠
っ
て
い
な
か
っ
た
ん
で
ね
。
両
親
の
け
し
か
ら
ぬ
申
し
合
わ
せ
を
と
っ
く
り
聞
き
納
め
て
し
ま
う
と
、
な
に
し
ろ
心

配
で
目
を
閉
じ
ち
ゃ
あ
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
自
分
と
兄
さ
ん
た
ち
を
助
け
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
と
一
晩
中
思
案
を
重
ね
た
。

　

朝
早
く
親
指
こ
ぞ
う
は
小
川
の
畔ほ
と
り

に
駆
け
て
行
き
、
真
っ
白
な
砂
利
を
探
し
て
衣ポ
ケ
ッ
ト嚢
一
杯
に
詰
め
込
ん
で
か
ら
、
家
に
戻
っ
た
。
兄

さ
ん
た
ち
に
は
、
自
分
が
聞
い
た
こ
と
を
た
だ
の
一
言
も
し
ゃ
べ
ら
な
か
っ
た
。
さ
て
、
両
親
は
森
へ
行
く
仕
度
を
し
、
子
ど
も
た
ち
に

随
い
て
来
る
よ
う
言
い
付
け
る
と
、
親
指
こ
ぞ
う
は
小
砂
利
を
一
つ
ま
た
一
つ
と
道
に
撒ま

い
て
行
っ
た
。
だ
れ
に
も
見
ら
れ
ず
に
ね
。
な
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に
し
ろ
こ
の
子
は
末
っ
子
で
、
一
番
ち
っ
ち
ゃ
く
て
、
一
番
弱
っ
ち
い
の
で
、
い
つ
だ
っ
て
ど
ん
じ
り
を
の
ろ
の
ろ
歩
く
ん
だ
も
の
。
親

た
ち
は
、
今
度
も
そ
れ
に
決
ま
っ
て
る
、
っ
て
思
い
込
ん
で
い
た
。

　

森
の
中
で
親
た
ち
は
子
ど
も
た
ち
か
ら
こ
っ
そ
り
離
れ
る
と
、
突
然
い
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
に
気
付
い
た
子
ど
も
た
ち
は
、
親
指
こ
ぞ

う
は
別
だ
け
ど
、
そ
ろ
っ
て
悲
鳴
を
上
げ
た
ん
だ
。
親
指
こ
ぞ
う
は
笑
っ
て
兄
さ
ん
た
ち
に
こ
う
言
っ
た
。「
そ
ん
な
に
わ
あ
わ
あ
情
け

な
い
大
声
出
さ
な
い
の
。
ぼ
く
た
ち
だ
け
で
ち
ゃ
ん
と
道
を
見
つ
け
よ
う
や
」。
で
、
親
指
こ
ぞ
う
が
今
度
は
ど
ん
じ
り
じ
ゃ
な
く
て
先

頭
に
立
っ
て
歩
い
て
行
く
と
、
道
は
雑
作
も
無
く
見
つ
か
っ
た
。

　

両
親
が
家
に
帰
り
着
く
と
、
神
様
の
お
蔭
で
お
金
が
舞
い
込
ん
だ
。
二
人
が
も
う
諦
め
て
い
た
昔
の
貸
し
を
近
所
の
人
が
返
し
に
来
て

く
れ
た
の
だ
。
そ
こ
で
食
卓
が
撓し
な

う
ほ
ど
食
べ
物
を
買
う
こ
と
が
で
き
た
け
ど
、
そ
う
な
る
と
、
子
ど
も
た
ち
を
棄
て
て
し
ま
っ
た
の
が

後
悔
の
種
。
そ
こ
で
お
か
み
さ
ん
が
悲
嘆
に
く
れ
て
か
き
く
ど
き
始
め
た
。「
あ
あ
、
あ
あ
、
お
恵
み
深
い
、
い
と
も
お
恵
み
深
い
神
様
。

子
ど
も
た
ち
を
森
に
置
き
去
り
に
し
な
き
ゃ
あ
よ
か
っ
た
よ
う
。
あ
あ
、
あ
あ
、
今
な
ら
あ
の
子
た
ち
、
お
腹
一
杯
食
べ
ら
れ
る
の
に
。

今
頃
は
も
う
狼
ど
も
が
あ
の
子
た
ち
を
食
べ
て
お
腹
一
杯
に
し
て
る
か
も
。
あ
あ
、
あ
あ
、
い
と
し
い
、
い
と
し
い
子
ど
も
た
ち
が
帰
っ

て
来
て
く
れ
た
ら
な
あ
」
っ
て
ね
。
─
─
「
母
さ
ん
、
た
だ
い
ま
」
と
落
ち
着
き
払
っ
て
親
指
こ
ぞ
う
が
言
っ
た
。
そ
の
時
は
も
う
兄
さ

ん
た
ち
と
一
緒
に
戸
口
ま
で
来
て
い
て
、
嘆
き
の
声
を
聴
い
て
い
た
の
さ
。
扉
が
開
く
と
、
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
と
こ
と
こ
入
っ
て
来
た
の
は

籠
作
り
の
卵
た
ち
─
─
一
人
、
二
人
、
三
人
、
四
人
、
五
人
、
六
人
、
七
人
と
。
盛
ん
な
食
欲
も
持
っ
て
帰
り
、
あ
り
つ
い
た
食
事
は
た

っ
ぷ
り
し
た
お
膳
立
て
。
子
ど
も
が
戻
っ
た
の
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
。
で
、
お
金
が
足
り
て
る
間
は
、
楽
し
く
過
ご
し
た
。
こ
れ
が
貧
乏

な
手
職
人
の
慣
わ
し
と
い
う
も
の
。

　

大
し
て
日
数
が
経
た
な
い
う
ち
に
籠
作
り
の
小
屋
で
は
ま
た
ま
た
骨シ
ュ
マ
ー
ル
ハ
ン
ス

皮
筋
右
衛
門
が
料
理
人
頭
に
就
任（

（（
（

［
喰
う
や
喰
わ
ず
の
暮
ら
し
に

な
っ
た
］。
そ
し
て
酒
蔵
主
任（

（（
（

の
方
は
も
と
も
と
い
や
あ
し
な
か
っ
た
［
葡
萄
酒
や
麦ビ
ー
ル酒
な
ん
ぞ
に
は
も
と
も
と
手
が
出
な
か
っ
た
］。
と
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な
る
と
、
子
ど
も
た
ち
を
森
に
置
き
去
り
に
し
て
運
命
の
手

に
委
ね
よ
う
と
い
う
例
の
も
く
ろ
み
が
改
め
て
復
活
。
こ
の

計
画
、
ま
た
ぞ
ろ
父
親
と
母
親
の
間
で
声
高
な
晩
の
対
話
と

し
て
審
議
さ
れ
た
か
ら
、
ち
び
っ
こ
の
親
指
こ
ぞ
う
は
今
度

も
相
談
全
部
を
一
言
一
句
余
さ
ず
聴
き
取
り
、
し
っ
か
り
胸

に
刻
み
付
け
た
。

　

翌
朝
、
親
指
こ
ぞ
う
は
や
っ
ぱ
り
家
か
ら
そ
っ
と
忍
び
出

て
砂
利
を
拾
い
集
め
よ
う
と
し
た
。
が
、
お
や
大
変
、
閂
か
ん
ぬ
き

が
掛
か
っ
て
い
た
の
さ
。
親
指
こ
ぞ
う
は
ち
っ
ち
ゃ
過
ぎ
る

の
で
、
閂
に
手
が
届
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
別
の
手
立
て

を
考
え
た
。
森
へ
出
掛
け
る
時
、
親
指
こ
ぞ
う
は
麪パ

ン麭
を
こ

っ
そ
り
掠か
す

め
取
り
、
砕
い
た
麪パ

ン麭
屑
を
撒
い
て
行
き
、
こ
れ

で
道
が
ま
た
見
つ
か
る
、
と
思
っ
た
。

　

な
に
も
か
も
こ
の
前
と
同
じ
だ
っ
た
け
ど
、
た
だ
違
っ
た

の
は
、
親
指
こ
ぞ
う
に
帰
り
道
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
。

鳥
た
ち
が
麪パ

ン麭
屑
を
一
つ
残
ら
ず
綺
麗
さ
っ
ぱ
り
平
ら
げ
ち

ゃ
っ
た
の
で
。
良
い
知
恵
っ
て
な
か
な
か
浮
か
ば
な
い（

（（
（

も
の

で
ね
。
兄
さ
ん
た
ち
は
森
の
中
で
ぎ
ゃ
あ
つ
く
わ
め
き
、
痛
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ま
し
い
と
も
切
な
い
と
も
。
森
を
ふ
ら
ふ
ら
歩
い
て
い
る
う
ち
、
真
っ
暗
に
な
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
お
っ
そ
ろ
し
く
怖
が
っ
た
。
で
も
親

指
こ
ぞ
う
だ
け
は
わ
め
き
も
し
な
け
れ
ば
、
怖
が
り
も
し
な
か
っ
た
。
一
本
の
樹
の
夜
露
を
凌
い
で
く
れ
る
葉
っ
ぱ
の
屋
根
の
下
、
ふ
か

ふ
か
と
柔
ら
か
い
苔
の
上
で
兄
弟
七
人
は
眠
っ
た
。
朝
に
な
る
と
親
指
こ
ぞ
う
は
周
囲
を
偵
察
し
よ
う
と
樹
に
登
っ
た
。
最
初
は
森
の
木

木
し
か
見
え
な
か
っ
た
が
、
や
が
て
ち
っ
ぽ
け
な
小
屋
の
屋
根
が
目
に
留
ま
っ
た
。
方
角
を
覚
え
込
む
と
、
樹
か
ら
滑
り
降
り
、
兄
さ
ん

た
ち
の
先
頭
に
立
っ
て
勇
敢
に
進
ん
で
行
っ
た
。
藪
や
茨
や
薊あ
ざ
み

な
ん
ど
と
悪
戦
苦
闘
を
し
た
挙
句
、
茂
み
の
向
こ
う
に
小
屋
が
見
つ
か

っ
た
の
で
、
一
同
勇
ん
で
そ
ち
ら
へ
行
進
、
扉
を
ご
く
慎
ま
し
や
か
に
ほ
と
ほ
と
と
叩
い
た
。
出
て
来
た
女
に
親
指
こ
ぞ
う
が
大
層
上
手

に
頼
ん
だ
。
な
に
と
ぞ
中
へ
入
れ
て
く
だ
さ
い
ま
せ
ん
か
、
ぼ
く
た
ち
道
に
迷
っ
ち
ゃ
っ
て
、
方
角
が
分
か
ら
な
い
ん
で
す
、
と
。
女
は

「
あ
あ
あ
、
可
哀
そ
う
な
子
ど
も
た
ち
」
と
言
っ
て
、
親
指
こ
ぞ
う
と
兄
さ
ん
た
ち
を
家
に
入
れ
た
が
、
同
時
に
こ
う
も
告
げ
た
。
こ
こ

は
特
に
ち
い
さ
な
子
た
ち
を
食
べ
る
の
が
好
み
の
人
喰
い
男（

（（
（

の
棲す
み

処か

だ
、
と
。
い
や
は
や
、
け
っ
こ
う
な
打
ち
明
け
話
さ
ね
。
子
ど
も
た

ち
は
こ
ん
な
こ
と
を
聞
か
さ
れ
て
、
白や
ま
な
ら
し楊
の
葉
っ
ぱ（

（（
（

の
よ
う
に
震
え
た
が
、
自
分
た
ち
だ
っ
て
何
か
食
べ
た
い
、
お
腹
一
杯
食
べ
さ
せ

て
、
と
言
っ
た
。
も
っ
と
も
女
は
親
切
で
憐
れ
み
深
か
っ
た
の
で
、
子
ど
も
た
ち
を
匿か
く
ま

い
、
食
べ
物
も
や
っ
た
。
そ
れ
か
ら
す
ぐ
ず
し

ん
ず
し
ん
と
い
う
跫あ
し
お
と音
と
扉
を
ど
ん
ど
ん
叩
く
音
が
聞
こ
え
た
。
ほ
か
で
も
な
い
、
ご
帰
館
あ
そ
ば
し
た
人
喰
い
男
だ
っ
た
わ
け
。
こ
や

つ
、
飯
に
し
よ
う
と
食
卓
に
腰
を
下
ろ
し
、
葡
萄
酒
を
運
ば
せ
た
が
、
な
に
か
臭に
お

う
と
で
も
い
う
よ
う
に
鼻
を
く
ん
く
ん
鳴
ら
し
、

「
人ひ
と
く
さ臭
い
ぞ
」
と
お
か
み
さ
ん
に
叫
ん
だ
。
お
か
み
さ
ん
は
、
そ
ん
な
こ
と
な
い
、
と
ご
亭
主
を
ご
ま
か
そ
う
と
し
た
が
、
こ
ち
ら
は
臭

跡
を
辿
り
、
子
ど
も
た
ち
を
発
見
し
た
。
恐
ろ
し
さ
の
あ
ま
り
身
も
世
も
な
い
の
を
殺
し
て
し
ま
お
う
と
、
も
う
長
い
小
刀
を
研
い
で
い

た
人
喰
い
男
だ
っ
た
が
、
も
う
ち
ょ
っ
と
生
か
し
と
い
て
御
飯
を
食
べ
さ
せ
て
や
っ
た
ら
ど
う
お
、
だ
っ
て
み
ん
な
が
り
が
り
じ
ゃ
な
い
、

特
に
ち
び
っ
こ
の
親
指
こ
ぞ
う
は
さ
、
と
い
う
女
房
の
頼
み
を
だ
ん
だ
ん
に
聞
き
入
れ
、
性
悪
の
人
喰
い
男
だ
が
と
う
と
う
宥な
だ

め
ら
れ
た
。

子
ど
も
た
ち
は
寝
床
に
行
か
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
一
つ
の
大
き
な
寝
台
に
人
喰
い
の
七
人
の
娘
た
ち
が
眠
っ
て
い
る
大
き
な
部
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屋
だ
っ
た
。
こ
の
娘
た
ち
は
七
人
兄
弟
と
同
い
年
。
顔
は
と

っ
て
も
醜
か
っ
た
が
、
頭
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ち
い
ち
ゃ
い
黄き

ん金

の
冠
を
被
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
を
す
っ
か
り
見
て
お

い
た
親
指
こ
ぞ
う
は
や
が
て
静
か
に
寝
台
か
ら
出
る
と
、
自

分
と
兄
さ
ん
た
ち
の
寝ナ
イ
ト
キ
ャ
ッ
プ

間
帽
子
を（

（（
（

取
り
、
そ
れ
を
人
喰
い
男

の
娘
た
ち
の
頭
に
載
せ
、
娘
た
ち
の
小
さ
な
冠
を
自
分
と
兄

さ
ん
た
ち
の
頭
に
被
せ
た
。

　

葡
萄
酒
を
う
ん
と
こ
さ
飲
ん
だ
人
喰
い
男
は
子
ど
も
た
ち

を
殺
そ
う
と
い
う
悪
企
み
に
ま
た
取
り
憑つ

か
れ
、
小
刀
を
手

に
し
て
連
中
が
眠
っ
て
い
る
寝
室
に
忍
び
込
ん
だ
。
頸
を
切

っ
ち
ゃ
お
う
、
と
思
っ
て
ね
。
で
も
鼻
を
つ
ま
ま
れ
て
も
分

か
ら
な
い
く
ら
い
真
っ
暗
だ
っ
た
の
で
、
人
喰
い
男
は
手
探

り
し
な
が
ら
歩
き
回
っ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
、
寝
台
の
一
つ

に
突
き
当
た
っ
た
の
で
、
眠
っ
て
い
る
者
た
ち
の
頭
を
撫
で

て
み
た
。
す
る
と
小
さ
な
冠
が
手
に
触
れ
た
か
ら
、「
お
っ

と
い
け
ね
え
。
こ
り
ゃ
わ
し
の
娘
っ
子
ら
じ
ゃ
ね
え
か
。
こ

の
酔
っ
払
い
の
羊
［
抜
け
作
］
め
が
、
あ
や
う
く
驢
馬
の
遣

り
口
［
ば
か
な
真
似
］
を
や
ら
か
し
ち
ま
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
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わ
い
」
と
言
っ
た
も
の
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
の
寝
台
を
な
ん
と
か
探
り
当
て
る
と
、
寝ナ
イ
ト
キ
ャ
ッ
プ

間
帽
子
が
手
に
触
れ
た
の
で
、
自
分
の
七
人
の
娘
た
ち
の
頸
を
ち
ょ
ん

切
っ
た
。
一
人
ま
た
一
人
と
ね
。
そ
れ
か
ら
大
の
字
に
寝
っ
転
が
っ
て
、
と
ろ
ん
こ
に
眠
り
こ
け
た
。
親
指
こ
ぞ
う
は
人
喰
い
男
が
ぐ
う

ぐ
う
鼾い
び
き

を
か
く
の
を
聴
き
定
め
る
と
、
兄
さ
ん
た
ち
を
起
こ
し
、
皆
一
緒
に
家
か
ら
こ
っ
そ
り
忍
び
出
て
、
逃
げ
に
掛
か
っ
た
。
で
も

随
分
急
い
だ
も
の
の
、
さ
っ
ぱ
り
勝
手
が
分
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
道
に
踏
み
迷
う
ば
か
り
。
心
配
で
心
配
で
な
ら

な
か
っ
た
。

　

朝
に
な
る
と
人
喰
い
男
は
目
を
覚
ま
し
、
女
房
に
こ
う
言
っ
た
。「
さ
あ
、
あ
の
餓
鬼
ど
も
の
仕
度
を
し
て
や
ん
な（

（（
（

。
昨
日
の
や
つ
ら

の
よ
」。
こ
ち
ら
は
、
子
ど
も
た
ち
を
起
こ
せ
、
と
言
わ
れ
た
も
の
だ
と
思
っ
て
、
心
配
し
い
し
い
二
階
の
部
屋
へ
と
上
が
っ
て
行
っ
た
。

事
件
を
目
の
当
た
り
に
し
た
お
か
み
さ
ん
は
な
ん
と
も
仰
天
、
目
撃
し
た
恐
ろ
し
い
光
景
に
す
ぐ
に
気
を
失
っ
た
。
女
房
が
あ
ん
ま
り
長

い
こ
と
下
り
て
来
な
い
も
の
だ
か
ら
、
人
喰
い
男
が
上
が
っ
て
行
く
と
、
自
分
が
や
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
わ
け
。
こ

や
つ
が
ど
ん
な
に
怒
り
狂
っ
た
か
、
な
ん
と
も
か
と
も
言
い
よ
う
が
な
い
。
そ
こ
で
か
ね
て
持
っ
て
い
た
七な
な

哩マ
イ
ル

靴（
（（
（

を
履
い
た
。
こ
れ
は

履
い
て
七
歩
歩
く
た
び
に
、
一
哩（

（（
（

進
む
と
い
う
靴
で
、
ま
こ
と
に
大
し
た
品
。
し
ば
ら
く
す
る
と
兄
弟
た
ち
は
、
人
喰
い
男
が
山
や
谷
を

越
え
て
こ
ち
ら
へ
や
っ
て
来
る
の
を
遠
く
か
ら
見
て
、
と
て
も
不
安
に
な
っ
た
。
で
も
親
指
こ
ぞ
う
は
兄
さ
ん
た
ち
と
一
緒
に
と
あ
る
大

き
な
巖
に
開
い
て
い
る
穴
に
隠
れ
た
。
こ
の
巖
ま
で
来
る
と
人
喰
い
は
、
少
し
休
も
う
、
と
そ
の
上
に
座
り
込
ん
だ
。
な
に
し
ろ
く
た
く

た
だ
っ
た
ん
で
。
で
、
間
も
な
く
寝
込
ん
で
し
ま
い
、
嵐
が
轟ご
う
ご
う轟
吹
き
荒す
さ

ぶ
よ
う
な
鼾い
び
き

を
か
き
始
め
た
。
人
喰
い
男
が
こ
ん
な
具
合
に

眠
っ
て
鼾
を
か
い
て
い
る
と
、
親
指
こ
ぞ
う
は
隠
れ
て
い
た
穴
か
ら
二
十
日
鼠
み
た
い
に
こ
っ
そ
り
忍
び
出
て
、
哩
靴
を
脱
が
せ
、
自
分

が
履
い
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
こ
の
靴
に
は
、
寸
法
を
取
っ
て
誂あ
つ
ら

え
た
よ
う
に
、
鋳
型
に
嵌は

め
た
よ
う
に
、
だ
れ
の
足
に
も
ぴ
っ
た

り
合
う
と
い
う
特
性
が
あ
っ
た
。
さ
て
、
親
指
こ
ぞ
う
は
両
手
に
そ
れ
ぞ
れ
兄
さ
ん
の
一
人
の
体
を
摑
み
、
こ
の
子
た
ち
は
こ
の
子
た
ち
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で
両
手
で
他
の
子
た
ち
と
手
を
握
り
合
い
、
そ
う
い
う
風
に
し
て
、
あ
っ
と
い
う
間
に
七
哩
靴
で
う
ち
へ
帰
っ
た
の
さ
。
で
、
一
同
、
よ

く
帰
っ
て
来
た
ね
え
、
っ
て
両
親
に
迎
え
ら
れ
た
け
ど
、
親
指
こ
ぞ
う
は
両
親
に
、
兄
さ
ん
た
ち
の
面
倒
を
ち
ゃ
ん
と
見
て
や
っ
て
ち
ょ

う
だ
い
ね
、
と
頼
み
、
ぼ
く
の
暮
ら
し
は
今
後
靴
の
助
け
を
借
り
て
立
て
て
行
く
つ
も
り
な
ん
だ
、
と
言
っ
た
。
言
う
が
早
い
か
一
歩
踏

み
出
す
と
、
も
う
ず
う
っ
と
遠
く
に
行
っ
ち
ゃ
っ
て
、
更
に
一
歩
で
半
時
間
以
上
も
掛
か
る
山
の
て
っ
ぺ
ん
に
着
き
、
ま
た
一
歩
で
両
親

と
兄
さ
ん
た
ち
に
は
見
え
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。

　

と
ど
の
つ
ま
り
親
指
こ
ぞ
う
は
せ
し
め
た
靴
の
お
蔭
で
運
勢
を
切
り
開
い
た（

（（
（

。
大
旅
行
、
長
距
離
旅
行
を
た
く
さ
ん
や
り
、
高
貴
な
ご

身
分
の
お
歴
歴
大
勢
に
仕
え
た
。
ど
こ
か
で
お
も
し
ろ
く
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
即
座
に
ほ
か
様
へ
退
散
。
雇
い
主
が
追お
っ
て手
を
掛
け
た
と

こ
ろ
で
さ
、
徒
歩
で
も
騎
馬
で
も
追
い
つ
け
っ
こ
な
し
で
し
ょ
。
と
ま
れ
か
く
ま

れ
、
親
指
こ
ぞ
う
が
こ
の
靴
の
お
蔭
で
や
っ
て
の
け
た
冒
険
の
数
数
は
な
ん
と
も

か
と
も
言
い
よ
う
が
な
い
。

　
　

解
題

　
　

原
題　

D
er kleine D

äum
ling.
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三
五　

魔
法
試
合

　

あ
る
時
若
い
製
本
屋
の
職ゲ
ゼ
レ人
が（

（（
（

他
国
に
出
掛
け
、
懐
に
鐚び
た

一い
ち
も
ん文
無
く
な
る
ま
で
旅
を
し
て
廻
っ
た
。
財
布
が
ぐ
ん
に
ゃ
り
萎し
ぼ

ん
で
し
ま

う
と
い
う
緊
急
事
態
に
見
舞
わ
れ
て
は
、
い
く
ら
な
ん
で
も
好
い
加
減
に
仕
事
口
を
探
さ
ざ
る
を
え
ず
、
幸
い
す
ぐ
に
あ
る
親マ
イ
ス
タ
ー方
に（

（（
（

雇

わ
れ
、
上
上
の
暮
ら
し
向
き
に
な
っ
た
。
親
方
い
わ
く
「
若
い
衆し
ゅ

、
お
ま
え
さ
ん
は
わ
し
ん
と
こ
で
楽
に
や
っ
て
け
る
だ
ろ
う
て
。
毎
日

こ
な
さ
な
き
ゃ
な
ら
ん
仕
事
は
ご
く
些
細
な
も
の
。
お
ま
え
さ
ん
は
こ
こ
に
あ
る
本
に
塵ち
り

埃ぼ
こ
り

が
付
か
な
い
よ
う
に
毎
日
ち
ゃ
ん
と
綺
麗

に
掃は
ら

っ
て
、
ま
た
元
通
り
順
番
に
棚
に
収
め
さ
え
す
り
ゃ
え
え
。
た
だ
の
、
こ
こ
に
特
別
に
離
し
て
置
い
て
あ
る
こ
の
一
冊
の
袖し
ゅ
う

珍ち
ん

本ぼ
ん

だ（
（（
（

が
、
こ
れ
に
は
、
お
ま
え
さ
ん
、
手
を
触
れ
ち
ゃ
い
か
ん
。
ま
し
て
や
中
を
覗
く
な
ん
ぞ
も
っ
て
の
ほ
か
だ
ぞ
。
さ
も
な
い
と
ひ
ど

い
こ
と
に
な
る
て
。
い
い
か
、
若
い
の
、
こ
い
つ
を
よ
お
く
覚
え
て
お
け
や
。
そ
の
代
わ
り
に
な
、
他
の
本
な
ら
お
ま
え
さ
ん
が
好
き
な

だ
け
読
ん
で
よ
ろ
し
い
」。

　

職
人
は
主
人
の
親
方
の
言
葉
を
し
っ
か
り
と
肝
に
銘
じ
、
二
年
の
間
極
め
て
安
楽
な
日
日
を
送
っ
た
。
毎
日
や
る
こ
と
と
い
っ
た
ら
本

を
掃
除
し
て
、
そ
れ
か
ら
そ
の
う
ち
の
何
冊
か
を
読
む
だ
け
で
、
飛
び
切
り
上
等
の
食
事
に
あ
り
つ
く
─
─
そ
れ
で
、
あ
の
ご
禁
制
の
袖

珍
本
に
は
全
然
手
を
触
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
し
だ
い
で
若
者
は
主
人
の
全
幅
の
信
頼
を
か
ち
え
た
。
そ
こ
で
親
方
は
よ
く
何
日
も
家

を
留
守
に
す
る
よ
う
に
な
り
、
果
て
は
時
折
旅
行
な
ん
ぞ
も
も
く
ろ
ん
だ
。
で
も
ね
え
、
人
間
て
の
は
し
ち
ゃ
い
け
な
い
っ
て
な
る
と
や

り
た
く
っ
て
う
ず
う
ず
す
る
も
ん
で
し
ょ
。
そ
こ
で
あ
る
時
の
こ
と
、
親
方
が
数
日
旅
に
出
て
い
な
く
な
る
と
、
職
人
は
、
い
と
も
厳
か

に
い
つ
も
所
定
の
場
所
に
鎮
座
ま
し
ま
し
て
い
る
例
の
袖
珍
本
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
う
し
た
っ
て
知
り
た
い
、
と
強
烈
な
欲
望
に

駆
ら
れ
た
。
─
─
だ
っ
て
ね
え
、
他
の
本
は
全
部
も
う
読
ん
じ
ゃ
っ
て
た
ん
だ
も
の
。
そ
り
ゃ
確
か
に
、
い
け
な
い
っ
て
言
わ
れ
た
こ
と

を
や
る
と
な
る
と
良
心
は
ち
く
ち
く
痛
ん
だ
。
で
も
好
奇
心
の
方
が
強
か
っ
た
。
で
、
袖
珍
本
を
手
に
取
っ
て
、
開
き
、
中
味
を
読
み
始
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め
た
。
本
に
書
い
て
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
上
も
な
く
貴
重
な
、
お
っ
そ

ろ
し
い
真し
ん
ご
ん言
秘
密
で
、
そ
れ
に
は
な
ん
と
も
偉
大
な
魔
符
呪
符
の
数
数

が
含
ま
れ
て
い
た
。
た
だ
た
だ
驚
き
に
打
た
れ
、
び
っ
く
り
仰
天
し
て

い
た
職
人
だ
っ
た
が
、
や
が
て
だ
ん
だ
ん
全
て
が
太
陽
の
よ
う
に
明
ら

か
に
な
り
、
魔
法
で
何
か
を
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
み
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。

実
験
は
悉
こ
と
ご
と

く
成
功
。
若
者
が
本
に
あ
る
効
き
目
の
強
い
魔
法
の
文
句

を
唱
え
る
と
、
即
座
に
願
っ
た
物
が
目
の
前
に
現
れ
た
。
本
は
ど
ん
な

人
間
で
も
別
の
姿
に
変
え
て
し
ま
う
術
も
教
え
て
く
れ
た
。
職
人
は
何

度
も
何
度
も
や
っ
て
み
て
、
最
後
に
は
自
分
自
身
燕つ
ば
め

に
変
身
、
本
を

携
え
て
生
ま
れ
故
郷
へ
大
急
行
で
飛
ん
で
行
っ
た
。
若
者
の
父
親
は
、

燕
が
一
羽
自
宅
の
窓
か
ら
飛
び
込
ん
で
来
た
か
と
思
っ
た
ら
、
突
然
二

年
間
も
会
っ
て
い
な
い
息
子
の
姿
に
な
っ
た
時
に
は
少
な
か
ら
ず
驚
い

た
。
若
者
「
お
父と

っ
つ
ぁ
ん
、
こ
れ
で
ぼ
く
た
ち
、
も
う
大
丈
夫
、
安

全
だ
。
ぼ
く
は
ね
え
、
魔
法
の
本
を
持
っ
て
来
た
の
。
こ
れ
を
使
え
ば

大
金
持
ち
に
な
れ
る
か
も
知
れ
な
い
よ
」。
爺
さ
ん
に
は
ま
こ
と
に
あ

り
が
た
い
こ
と
。
な
に
し
ろ
暮
ら
し
は
な
ん
と
も
苦
し
か
っ
た
か
ら
ね
。

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
若
い
魔
法
使
い
は
す
こ
ぶ
る
で
っ
か
い
、
肥
え
た

牡
牛（

（（
（

に
な
り
、
父
親
に
こ
う
言
っ
た
。「
こ
れ
か
ら
ぼ
く
を
市い
ち

に
連
れ
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て
っ
て
、
売
っ
て
お
く
れ
。
だ
け
ど
、
う
ん
と
こ
さ
高
い
金
額
を
吹
っ
掛
け
る
ん
だ
よ
。
だ
れ
で
も
ぼ
く
に
は
飛
び
切
り
の
値
段
を
払
う

こ
っ
た
ろ
う
。
で
も
ね
、
ぼ
く
の
左
の
後
ろ
足
に
巻
い
て
あ
る
細
紐
を
外
し
て
、
そ
い
つ
を
持
っ
て
帰
る
の
を
忘
れ
な
い
で
よ
。
さ
も
な

い
と
、
ぼ
く
は
そ
れ
っ
き
り
戻
れ
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
か
ら
」。

　

父
親
は
な
に
も
か
も
そ
の
通
り
に
し
た
。
牡
牛
は
大
金
で
売
り
払
っ
た
。
な
に
し
ろ
、
爺
さ
ん
が
こ
の
牛
を
連
れ
て
市
に
現
わ
れ
る
と
、

す
ぐ
さ
ま
周
り
に
黒
山
の
人
だ
か
り
が
で
き
、
だ
れ
も
が
こ
の
逸い
ち
も
つ物
の
牡
牛
に
感
嘆
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
ユ
ダ
ヤ
人
も
こ
れ
を
買
お
う
と

今
に
も
殴
り
合
い
を
お
っ
始ぱ
じ

め
ん
ば
か
り
。
と
こ
ろ
が
最
高
の
付
け
値
を
し
て
金
を
払
っ
た
買
い
手
が
意
気
揚
揚
と
牡
牛
を
連
れ
て
帰
っ

た
は
い
い
が
、
翌
朝
家
畜
小
屋
に
は
例
の
素
晴
ら
し
い
牡
牛
の
代
わ
り
に
藁
が
一
束
転
が
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
そ
し
て
製
本
屋
の
職

人
は
と
い
う
と
、
こ
っ
ち
は
上
機
嫌
で
お
父
っ
つ
ぁ
ん
の
許
に
戻
り
、
売
れ
た
金
で
そ
り
ゃ
豪
勢
に
ご
満
悦
で
暮
ら
し
た
も
の
。
い
や
あ
、

で
っ
か
く
て
肥
え
た
牡
牛
［
の
ろ
ま
の
で
か
ぶ
つ
］
に
な
る
奴
は
少
な
く
な
い
け
ど
、
だ
あ
れ
も
そ
い
つ
に
高
い
金
な
ん
ぞ
出
し
ゃ
し
な

い
ん
だ
け
ど
な
あ
。

　

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
若
者
は
ま
た
し
て
も
見
事
な
黒あ

お馬
に
化
け
、
父
親
に
馬
市
へ
牽ひ

い
て
行
っ
て
売
っ
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
世
に
も
素

晴
ら
し
い
、
輝
く
ば
か
り
の
毛
並
み
の
黒
駒
を
見
よ
う
と
、
ま
た
も
や
わ
ん
さ
か
人
だ
か
り
が
で
き
た
。
─
─
さ
あ
て
例
の
製
本
屋
の
親

方
だ
が
、
帰
宅
し
て
す
ぐ
さ
ま
何
が
起
こ
っ
た
か
看
て
取
っ
た
。
元
来
製
本
屋
な
ん
か
で
は
な
く
、
強
大
な
魔
法
使
い
で
、
た
だ
世
間
体

を
繕
う
た
め
に
商
売
を
や
っ
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、
何な
ん
ど
き刻
を
打
っ
た
の
か
［
何
事
が
起
こ
っ
た
の
か
］
す
ぐ
さ
ま
悟
り
、
ず
ら

か
っ
た
職
人
の
追
跡
に
掛
か
っ
た
。
そ
の
馬
市
で
買
い
手
た
ち
の
中
に
い
た
親
方
は
、
例
の
小
さ
な
魔
法
書
の
あ
ら
ゆ
る
と
あ
ら
ゆ
る
箇

所
に
よ
く
よ
く
通
じ
て
い
た
か
ら
、
す
ぐ
さ
ま
こ
れ
が
ど
う
い
う
素
性
の
馬
な
の
か
に
気
付
き
、「
待
っ
て
ろ
、
こ
れ
か
ら
き
さ
ま
を
と

っ
捉
ま
え
て
く
れ
る
わ
」
と
思
っ
た
。
そ
し
て
ど
ん
な
値
段
で
も
構
わ
ず
こ
の
馬
を
買
お
う
と
し
た
。
こ
れ
は
大
し
た
雑
作
も
要
ら
ず
に

成
功
。
だ
っ
て
、
吹
っ
掛
け
ら
れ
た
最
初
の
売
値
を
す
ぐ
さ
ま
呑
ん
だ
ん
で
。
父
親
に
は
こ
の
買
い
手
が
ど
う
い
う
人
間
だ
か
分
か
ら
な
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か
っ
た
が
、
馬
の
方
は
烈
し
く
震
え
、
し
と
ど
に
汗
を
流
し
始
め
、
お
っ
そ
ろ
し
く
び
く
び
く
、
怖
気
づ
い
た
様
子
に
な
っ
た（

（（
（

。
で
も
、

父
親
は
息
子
の
こ
う
し
た
危
機
に
は
感
づ
か
な
か
っ
た
。
持
ち
主
が
新
た
に
な
っ
た
こ
の
馬
が
厩う
ま
や

に
入
れ
ら
れ
、
所
定
の
場
所
に
繫
が

れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
父
親
は
前
と
同
様
細
紐
を
解
こ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
買
い
手
は
そ
れ
を
断
じ
て
許
そ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ

ん
な
こ
と
を
さ
せ
た
ら
、
自
分
の
獲
物
に
何
が
起
き
る
か
よ
く
よ
く
承
知
し
て
た
も
の
ね
。
そ
こ
で
父
親
は
細
紐
を
持
た
ず
に
引
き
下
が

る
ほ
か
は
な
か
っ
た
が
、
心
中
こ
う
考
え
た
わ
け
。
息
子
は
き
っ
と
自
分
で
な
ん
と
か
抜
け
出
せ
る
だ
ろ
う
。
馬
に
な
る
く
ら
い
の
こ
と

が
で
き
る
ん
だ
か
ら
、
さ
ぞ
か
し
心
得
て
い
る
魔
法
を
使
っ
て
あ
そ
こ
の
厩
か
ら
自
由
に
な
っ
て
う
ち
へ
帰
っ
て
来
ら
れ
る
は
ず
だ
、
っ

て
。

　

と
こ
ろ
で
そ
の
厩
に
は
た
く
さ
ん
の
連
中
が
や
っ
て
来
て
、
押
し
合
い
へ
し
合
い
の
騒
ぎ
に
な
っ
た
。
大
人
も
子
ど
も
も
老
い
も
若
き

も
─
─
皆
飛
び
抜
け
て
立
派
な
馬
を
見
物
し
た
か
っ
た
の
さ
。
腕
白
な
男
の
子
が
一
人
、
見
物
す
る
ば
か
り
じ
ゃ
な
く
、
馬
を
撫
で
た
り
、

優
し
く
体
を
叩
い
た
り
し
よ
う
と
し
た
。
馬
も
ど
う
や
ら
こ
れ
が
至
極
気
に
入
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
少
年
が
ま
す
ま
す
親

し
げ
に
近
づ
い
て
、
馬
の
頭
や
平ひ
ら
く
び頸
を
撫
で
て
い
る
と
、
ご
く
低こ

声ご
え

で
馬
が
こ
う
話
し
掛
け
た
。「
お
い
、
好
い
子
だ
な
、
お
ま
え
、
小

刀
持
っ
て
な
い
か
い
」。
わ
く
わ
く
し
た
男
の
子
は
返
辞
。「
持
っ
て
る
さ
、
ち
ゃ
あ
ん
と
良
く
切
れ
る
の
を
ね
」。
す
る
と
黒あ

お馬
は
ま
た

し
て
も
ご
く
低
声
で
「
ぼ
く
の
左
の
後
足
の
細
紐
を
切
り
落
と
し
て
お
く
れ
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
少
年
が
真
っ
二
つ
に
切
っ
た
。
そ
の

途
端
、
皆
の
目
の
前
で
駿
馬
は
く
た
く
た
と
崩
折
れ
、
一
束
の
藁
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
中
か
ら
一
羽
の
燕
が
飛
び
出
し
、

厩
か
ら
中
天
高
く
舞
い
上
が
っ
た
。
親
方
は
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
馬
に
注
意
を
怠
っ
て
い
た
ん
だ
け
ど
、
今
度
は
時
を
移
さ
ず
、
術
を
用

い
て
ぱ
っ
と
禿
鷹
に
変
身
、
逃
げ
て
行
く
燕
に
襲
い
掛
か
っ
た
。
も
う
少
し
の
と
こ
ろ
で
禿
鷹
は
燕
を
鉤か
ぎ

爪づ
め

で
摑
む
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
、

仇
敵
に
気
づ
い
た
小
さ
い
燕
は
地
上
を
見
下
ろ
し
、
丁
度
眼
下
に
美
し
い
お
城
と
お
城
の
外
に
座
っ
て
い
る
お
姫
様
を
見
掛
け
た
の
で
、

黄き

ん金
の
指
環
に
姿
を
変
え
る
と
、
う
ま
い
こ
と
ぴ
っ
た
り
い
と
も
優
し
き
お
姫
様
の
膝
に
落
っ
こ
っ
た
。
王
女
様
は
何
が
何
や
ら
分
か
ら
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な
か
っ
た
が
、
そ
の
可
愛
い
指
環
を
指
に
嵌は

め
た
。
け
れ
ど
も
禿
鷹
の
鋭
い
目
は
全
て
を
見
て
お
り
、
魔
法
使
い
の
親
方
は
禿
鷹
か
ら
小

粋
な
貴
公
子
の
姿
に
化
け
、
姫
君
に
歩
み
寄
り
、
い
と
も
雅
や
か
、
か
つ
鞠き
っ
き
ゅ
う
じ
ょ

躬
如
と
し
て
、
て
ま
え
、
そ
の
指
環
で
あ
る
手
品
を
や
っ

た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
、
な
に
と
ぞ
お
手
ず
か
ら
お
下
げ
渡
し
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
と
頼
ん
だ
。
麗
し
い
お
姫
様
は
ぽ
っ
と
顔
を
赤

ら
め
て
微
笑
み
、
指
環
を
抜
い
て
手
品
師
に
手
渡
そ
う
と
し
た
が
、
な
ん
と
ね
、
王
女
様
の
あ
え
か
な
お
指
か
ら
指
環
は
ぽ
と
ん
と
落
ち

て
、
ち
っ
ち
ゃ
な
黍き
び

の
粒
に
な
る
と
、
石
の
割
れ
目
に
転
が
り
込
ん
だ
。
そ
の
途
端
貴
公
子
は
威
張
り
ん
ぼ
の
雄
鶏（

（（
（

に
な
り
、
嘴
く
ち
ば
し

で
せ

っ
せ
と
石
の
割
れ
目
の
黍
の
粒
を
つ
つ
き
始
め
た
。
と
こ
ろ
が
す
ぐ
さ
ま
黍
の
粒
は
狐
に
な
り
、
雄
鶏
の
頭
を
喰
い
ち
ぎ
っ
た
。
こ
う
い

う
し
だ
い
で
魔
法
使
い
の
親
方
は
試
合
に
負
け
ち
ゃ
っ
た
わ
け
。
さ
て
若
い
職
人
は
再
び
自
分
の
姿
に
戻
る
と
、
王
女
様
の
足
許
に
跪
き
、

私
め
を
お
指
に
お
嵌
め
く
だ
さ
り
、
か
く
し
て
私
め
と
ご
婚
約
た
ま
わ
り
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
忝
か
た
じ
け
の

う
存
じ
ま
す
、
と
お
礼
を
言
上
し

た
。
お
姫
様
は
こ
う
し
た
こ
と
ど
も
を
目
の
当
た
り
に
し
て
び
っ
く
り
仰
天
。
だ
っ
て
、
ま
だ
と
っ
て
も
若
く
て
、
お
ぼ
こ
だ
っ
た
ん
だ

も
の
。
で
、
若
者
に
そ
の
心
も
お
手
も
く
だ
す
っ
た
け
ど
、
そ
れ
は
条
件
付
き
。
今
後
若
者
は
一
切
変
化
し
な
い
こ
と
、
い
つ
い
つ
ま
で

も
渝か
わ

る
こ
と
な
く
自
分
に
信ま
こ
と実
を
捧
げ
る
こ
と
、
っ
て
い
う
ね
。
若
者
は
こ
の
こ
と
を
誓
約
し
、
魔
法
書
を
火
に
く
べ
て
し
ま
っ
た
。
そ

ん
な
こ
と
を
や
ら
か
し
た
の
は
良
く
な
い
よ
な
あ
。
だ
っ
て
さ
、
読
者
の
き
み
と
か
、
あ
る
い
は
こ
の
わ
た
し
な
ん
ぞ
に
献
呈
、
遺
贈
す

る
こ
と
だ
っ
て
で
き
た
で
し
ょ
。
ま
、
そ
ん
な
の
を
も
ら
っ
た
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
二
人
は
絶
対
に
牡
牛
に
ゃ
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
け
ど

さ
。　

　

解
題

　
　

原
題　
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三
六　

オ
ー
ダ
と
蛇

　

昔
む
か
し
男
が
一
人
い
た
が
、
こ
れ
に
は
娘
が
三
人
あ
っ
た
。
末
っ
子
は
オ
ー
ダ
と
い
う
名
前
だ
っ
た
。
三
人
娘
の
父
親
は
あ
る
時
市い
ち

に
出
掛
け
る
こ
と
に
な
り
、
何
を
土
産
に
持
っ
て
来
て
欲
し
い
か
、
娘
た
ち
に
訊
い
た
。
長
女
は
黄き

ん金
の
糸い
と

繰く
り

車ぐ
る
ま

を（
（（
（

、
次
女
は
黄
金
の

糸
巻
枠（

（（
（

を
お
土
産
に
、
と
頼
ん
だ
が
、
オ
ー
ダ
は
こ
う
言
っ
た
。「
わ
た
し
に
は
、
父
さ
ま
の
帰
り
道
で
馬
車
の
下
か
ら
逃
げ
出
す
も
の

を
持
っ
て
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
な
」
と
。
さ
て
父
親
は
市
で
上
の
二
人
の
娘
た
ち
が
欲
し
が
っ
た
も
の
を
買
い
入
れ
る
と
、
家
路
に
就
い

た
。
そ
し
た
ら
ね
、
一
匹
の
蛇
が
馬
車
の
下
へ
入
っ
た
の
で
捉
ま
え
て
、
そ
れ
を
オ
ー
ダ
に
持
っ
て
帰
る
こ
と
に
し
た
。
馬
車
の
床
に
投

げ
込
ん
だ
が
、
う
ち
に
着
く
と
、
戸
口
の
外
に
放
っ
て
お
い
た
。
オ
ー
ダ
が
家
か
ら
出
て
来
る
と
、
蛇
が
し
ゃ
べ
り
始
め
て
こ
う
言
っ
た
。

「
オ
ー
ダ
、
い
と
し
い
オ
ー
ダ
。
ぼ
く
、
玄
関
に
入
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
か
い
」。「
な
ん
て
こ
と
」
と
オ
ー
ダ
。「
お
父
様
は
お
ま
え
を
う
ち

の
戸
口
ま
で
連
れ
て
来
た
の
だ
け
ど
、
お
玄
関
に
ま
で
入
り
た
い
な
ん
て
」。
で
も
と
に
か
く
蛇
を
中
へ
入
れ
て
や
っ
た
。
さ
て
そ
れ
か

ら
オ
ー
ダ
が
自
分
の
部
屋
に
引
き
揚
げ
よ
う
と
す
る
と
、
蛇
は
ま
た
も
や
こ
う
叫
ん
だ
。「
オ
ー
ダ
、
い
と
し
い
オ
ー
ダ
。
ぼ
く
、
き
み

の
部
屋
の
扉
の
外
に
い
ち
ゃ
い
け
な
い
か
い
」。
─
─
「
あ
ら
ま
あ
、
な
ん
て
こ
と
」
と
オ
ー
ダ
。「
お
父
様
は
お
ま
え
を
う
ち
の
戸
口
ま

で
連
れ
て
来
た
の
だ
け
ど
、
わ
た
し
は
お
玄
関
に
入
れ
て
あ
げ
た
。
そ
し
た
ら
今
度
は
わ
た
し
の
お
部
屋
の
扉
の
お
外
に
い
た
い
な
ん
て

言
う
の
。
で
も
ま
あ
い
い
で
し
ょ
」。
─
─
さ
て
オ
ー
ダ
が
自
分
の
寝
室
に
入
ろ
う
と
部
屋
の
扉
を
開
け
る
と
、
蛇
は
ま
た
も
や
こ
う
叫

ん
だ
。「
あ
あ
、
オ
ー
ダ
、
い
と
し
い
オ
ー
ダ
。
ぼ
く
、
き
み
の
部
屋
に
入
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
か
い
」。
─
─
「
な
ん
で
す
っ
て
」
と
オ
ー

ダ
は
声
を
張
る
。「
お
父
様
は
お
ま
え
を
う
ち
の
戸
口
ま
で
連
れ
て
来
た
じ
ゃ
な
い
。
わ
た
し
は
お
玄
関
に
入
れ
て
あ
げ
、
そ
れ
か
ら
わ

た
し
の
お
部
屋
の
外
ま
で
連
れ
て
来
て
あ
げ
た
じ
ゃ
な
い
。
─
─
で
も
ま
あ
、
も
う
こ
れ
で
お
し
ま
い
な
ん
だ
っ
た
ら
、
お
入
り
な
さ
い
。

で
も
、
言
っ
と
き
ま
す
け
ど
、
お
と
な
し
く
し
て
る
ん
で
す
よ
」。
そ
う
し
て
オ
ー
ダ
は
蛇
を
入
れ
て
や
り
、
服
を
脱
ぎ
始
め
た
。
さ
て
、
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寝
台
に
上
が
ろ
う
と
す
る
と
、
蛇
が
ま
た
し
て

も
こ
う
叫
ん
だ
の
さ
。「
あ
あ
、
オ
ー
ダ
、
こ

よ
な
く
い
と
し
い
オ
ー
ダ
。
ぼ
く
、
き
み
の
寝

床
に
一
緒
に
入
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
か
い
」。
─

─
「
そ
れ
は
あ
ん
ま
り
よ
」
と
オ
ー
ダ
は
怒
っ

て
大
き
な
声
を
出
し
た
。「
お
父
様
は
お
ま
え

を
う
ち
の
戸
口
ま
で
連
れ
て
来
た
。
わ
た
し
は

お
玄
関
に
入
れ
て
あ
げ
、
そ
の
あ
と
わ
た
し
の

お
部
屋
の
外
ま
で
連
れ
て
来
て
、
そ
の
あ
と
お

部
屋
に
入
れ
て
あ
げ
た
。
─
─
そ
れ
な
の
に
今

度
は
わ
た
し
の
傍
で
一
緒
に
寝
た
い
っ
て
言
う

の
。
だ
け
ど
、
お
ま
え
、
凍
え
て
い
る
の
か
な
。

じ
ゃ
あ
、
お
入
ん
な
さ
い
。
そ
し
て
暖
ま
る
と

い
い
わ
、
可
哀
そ
う
な
蛇
ち
ゃ
ん
」。
そ
し
て

気
立
て
の
好
い
オ
ー
ダ
は
柔
ら
か
く
暖
か
い
手

を
伸
ば
し
、
冷
た
い
蛇
を
持
ち
上
げ
て
寝
床
に

入
れ
て
や
っ
た
。
す
る
と
突
然
蛇
の
姿
が
変
わ

っ
た
ん
だ
よ
。
長
い
こ
と
魔
法
に
掛
け
ら
れ
て
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い
て
、
そ
れ
が
解
け
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
し
て
も
ら
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
全
部
起
こ
ら
な
い
と
だ
め
だ
っ
た
の
さ
。
蛇
の
姿
は
変
わ
っ
て

ね
、
─
─
う
ら
若
い
綺
麗
な
王
子
様
に
な
っ
た
ん
だ
。
王
子
様
は
す
ぐ
に
気
立
て
の
好
い
オ
ー
ダ
を
お
嫁
さ
ん
に
も
ら
い
ま
し
た
。

　
　

解
題

　
　

原
題　

O
da und die Schlange.
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三
七　

仔
猫
と
編
み
針

　

昔
む
か
し
貧
し
い
女
が
あ
っ
て
、
薪た
き
ぎ

を
集
め
に
森

に
入
っ
た
。
重
荷
を
背
負
っ
て
の
帰
り
道
、
と
あ
る
生

垣
の
下
に
病
気
の
仔
猫
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
を
見
掛

け
た
。
貧
し
い
女
は
可
哀
そ
う
に
思
い
、
前
掛
け
に
く

る
む
と
、
家
へ
持
っ
て
帰
っ
た
。
途
中
彼
女
の
二
人
の

子
ど
も
が
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
て
、
母
親
が
何
か
持

っ
て
い
る
の
を
見
て
、「
母
ち
ゃ
ん
、
何
持
っ
て
ん

の
」
と
訊
き
、
す
ぐ
に
仔
猫
を
抱
こ
う
と
し
た
。
で
も

憐
み
深
い
女
は
、
子
ど
も
た
ち
が
苦
し
め
る
か
も
、
と

心
配
し
て
、
仔
猫
を
渡
さ
ず
、
家
に
着
く
と
、
柔
ら
か

い
着
物
の
上
に
寝
か
せ
、
乳ミ
ル
ク

を
飲
ま
せ
て
や
っ
た
。

こ
れ
で
元
気
づ
い
た
仔
猫
は
や
が
て
健
康
を
取
り
戻
し
、

あ
る
日
突
然
逃
げ
出
し
て
、
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。

し
ば
ら
く
し
て
貧
し
い
女
が
ま
た
も
や
森
へ
行
き
、
重

い
薪
を
担
い
で
の
帰
り
道
、
あ
の
病
気
の
仔
猫
が
横
た

わ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
差
し
掛
か
る
と
、
そ
こ
に
気
高

４校　鈴木.indd   454 10.1.15   4:49:50 PM



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（その三）　鈴木滿訳・注・解題

455

い
貴
婦
人
が
立
っ
て
い
て
、
貧
し
い
女
を
手
招
き
し
、
そ
の
前
掛
け
に
編
み
針
を
五
本
入
れ
て
く
れ
た
。
女
は
ど
う
考
え
た
ら
い
い
や
ら

よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
し
、
こ
の
風
変
わ
り
な
贈
り
物
は
ど
う
も
お
軽
少
に
思
わ
れ
た
。
で
も
ま
あ
、
も
ら
っ
た
五
本
の
編
み
針
を
そ
の

晩
卓テ
ー
ブ
ル子
の
上
に
置
い
た
。
し
か
し
、
翌
朝
寝
床
を
出
た
ら
、
卓テ
ー
ブ
ル子
の
上
に
綺
麗
に
編
ま
れ
た
靴
下
が
一
足
あ
っ
た
の
さ
。
貧
し
い
女
は
お

っ
そ
ろ
し
く
訝い
ぶ
か

し
か
っ
た
が
、
次
の
晩
に
も
ま
た
編
み
針
を
卓テ
ー
ブ
ル子
の
上
に
置
い
た
。
そ
し
た
ら
、
朝
に
は
そ
の
上
に
新
し
い
靴
下
が
あ

っ
た
わ
け
。
そ
れ
で
女
は
気
付
い
た
の
。
病
気
の
仔
猫
を
可
哀
そ
う
に
思
っ
た
、
そ
の
ご
褒
美
と
し
て
こ
ん
な
働
き
者
の
編
み
針
を
戴
い

た
ん
だ
っ
て
ね
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
毎
夜
同
じ
の
を
編
ん
で
も
ら
い
、
と
う
と
う
自
分
も
子
ど
も
た
ち
も
も
う
こ
れ
で
充
分
と
な
っ

た
。
や
が
て
靴
下
を
売
り
に
出
し
た
け
ど
、
こ
れ
は
女
に
安
ら
か
な
最
期
が
訪
れ
る
ま
で
た
っ
ぷ
り
あ
り
ま
し
た
よ
。

　
　

解
題

　
　

原
題　

D
as K

ätzchen und die Stricknadeln.
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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

　

あ
る
小
さ
な
町
に
実
直
な
仕
立
て
屋
が
家
族
と
も
ど
も
暮
ら
し
て
い
た
。
頭
数
は
五
つ
。
父
親
、
母
親
、
三
人
の
息
子
た
ち
。
息
子
た

ち
は
、
両ふ
た
お
や親
か
ら
も
町
の
住
民
一
同
か
ら
も
、
洗
礼
名
じ
ゃ
あ
な
く
っ
て
、
た
だ
も
う
あ
っ
さ
り
、
の
っ
ぽ
、
太
っ
ち
ょ
、
と
ん
ま（

（（
（

、
っ

て
呼
ば
れ
て
い
た
。
年
齢
順
で
こ
う
続
く
。
の
っ
ぽ
は
指さ
し
も
の物
師（

（（
（

の
、
太
っ
ち
ょ
は
粉
挽
き（

（（
（

の
、
と
ん
ま
は
轆ろ
く
ろ轤
細
工
師（

（（
（

の
徒レ
ー
ア
リ
ン
グ弟
に
な
っ

た（
（（
（

。
の
っ
ぽ
は
、
徒
弟
の
年
季
が
明
け
る
と
、
旅
仕
度
を
し
て
も
ら
い
、
他
国
へ
修
行
に
遣
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
上
機
嫌
で
大
股
に

ふ
る
さ
と
の
町
の
市
門
か
ら
出
て
行
っ
た
。
若
者
は
長
い
こ
と
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
を
遍
歴
し
た
が
、
仕
事
口
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
そ
れ
で
な
く
た
っ
て
か
つ
が
つ
の
路
銀
が
と
こ
と
ん
底
を
つ
き
そ
う
に
な
る
は
、
仕
事
や
収み
い
り入
に
あ
り
つ
け
そ
う
な
見
込
み
は

あ
り
ゃ
し
な
い
は
で
、
悄し
ょ
う

然ぜ
ん

と
し
て
首
を
う
な
だ
れ
、
の
ろ
の
ろ
道
中
を
続
け
た
も
の
。
さ
て
、
折
し
も
静
か
で
美
し
い
森
に
差
し
掛

か
り
、
し
ば
ら
く
中
を
歩
い
て
い
る
と
、
小
柄
で
小こ

で
っ
ぷ
り
し
た
男（

（（
（

に
出
逢
っ
た
。
男
は
と
て
も
愛
想
良
く
挨
拶
し
て
、
立
ち
止
ま
る

と
、
こ
う
訊
ね
た
。「
こ
れ
、
若
い
衆
、
い
っ
た
い
ど
こ
へ
行
こ
う
と
い
う
の
か
な
。
な
ん
と
も
悲
し
そ
う
な
様
子
だ
が
、
い
っ
た
い
ど

う
し
た
」。「
仕
事
が
ね
え
ん
で
」
と
若
者
は
正
直
に
言
っ
た
。「
こ
れ
が
あ
っ
し
の
苦
の
種
で
し
て
─
─
長
い
こ
と
旅
を
し
て
回
っ
た
ん

で
ご
ざ
ん
す
が
ね
─
─
も
う
金
が
あ
り
ゃ
し
や
せ
ん
」。「
い
っ
た
い
、
お
ぬ
し
、
手
仕
事
は
何
が
で
き
る
」
と
小
人
は
更
に
問
い
質た
だ

し
た
。

─
─
「
あ
っ
し
は
指
物
師
で
さ
」。
─
─
「
お
お
、
そ
ん
な
ら
わ
し
と
一
緒
に
来
る
が
い
い
」
と
ち
び
す
け
は
嬉
し
そ
う
に
叫
ん
だ
。「
わ

し
は
お
ぬ
し
に
仕
事
を
や
る
よ
。
あ
の
な
、
わ
し
は
こ
の
森
に
住
ん
ど
る
の
だ
─
─
そ
う
と
も
、
そ
う
と
も
、
さ
あ
さ
、
一
緒
に
お
い
で
、

す
ぐ
見
え
る
で
な
」。
そ
し
て
百
歩
と
離
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
一
軒
の
綺
麗
な
家
が
あ
り
、
ぐ
る
り
に
は
ぎ
っ
し
り
茂
っ
た
新
緑
の
樅

の
樹
の
垣
根
が
、
ま
る
で
塁
壁
の
よ
う
に
巡
ら
さ
れ
、
入
り
口
の
外
に
は
高
く
聳
え
る
二
本
の
樅
の
樹
が
巨
人
の
衛
兵
よ
ろ
し
く
突
っ
立

っ
て
い
た
。
小
人
に
中
へ
案
内
さ
れ
た
指
物
職
人
は
す
ぐ
さ
ま
憂ゆ
う
う
つ鬱
と
は
お
さ
ら
ば
し
て
、
人
里
離
れ
た
場
所
に
住
む
こ
の
親
方
の
居
心
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地
の
良
い
部
屋
に
満
足
し
き

っ
た
様
子
で
足
を
踏
み
入
れ

た
。「
よ
う
お
い
で
な
さ
れ

た
」
と
部
屋
の
一
角
の
煖だ
ん

炉ろ

の
後
ろ
か
ら
歳
を
喰
っ
た
婆

様
が
声
を
掛
け
、
若
者
が

背は
い
の
う嚢
を（

（（
（

下
ろ
す
の
に
手
を
貸

そ
う
と
、
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
歩

み
寄
っ
て
来
た
。
親
方
は
そ

の
晩
ま
だ
随
分
長
い
こ
と
若

者
と
お
し
ゃ
べ
り
を
し
、
婆

様
は
い
ろ
い
ろ
な
料
理
を
並

べ
立
て
、
小
さ
い
壷
も
卓テ
ー
ブ
ル子

の
上
に
置
い
た
が
、
こ
れ
に

は
水
と
か
弱コ
ー
フ
ェ
ン
ト

麦
酒
な（

（（
（

ん
ぞ
よ

り
ず
っ
と
ま
し
な
も
の
［
上

等
の
葡
萄
酒
］
が
入
っ
て
い

た
。
若
い
指
物
師
は
師
匠
の
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許
で
の
暮
ら
し
が
大
い
に
気
に
入
っ
た
。
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
多
過
ぎ
な
い
し
、
仕
事
に
精
を
出
し
、
そ
れ
以
外
で
も
真
っ
当
で
几

帳
面
に
ふ
る
ま
っ
て
い
れ
ば
、
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
の
文
句
も
言
わ
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
何
箇
月
か
経
つ
と
、
年
取
っ
た
小
人
は
こ
う
言

っ
た
。「
若
い
衆
さ
ん
や
、
わ
し
は
も
う
こ
れ
以
上
お
ぬ
し
は
要
ら
ぬ
で
な
、
暇
を
出
さ
に
ゃ
あ
な
ら
な
く
な
っ
た
。
お
ぬ
し
が
わ
し
の

た
め
に
や
っ
て
く
れ
た
仕
事
の
報
酬
に
、
金き
ん

子す

を
払
っ
て
や
る
わ
け
に
は
い
か
ん
。
だ
が
の
、
い
い
形
見
を
し
ん
ぜ
た
い
。
こ
れ
は
金
銀

よ
り
ず
っ
と
お
ぬ
し
の
役
に
立
つ
ぞ
な
」。
そ
う
言
い
な
が
ら
世
に
も
見
事
な
造
り
の
ち
い
ち
ゃ
な
卓テ
ー
ブ
ル子
を
渡
し
て
く
れ
、
な
お
も
こ
う

続
け
た
。「
こ
の
『
ち
い
ち
ゃ
な
卓テ
ー
ブ
ル子
食
事
の
仕
度
』
を
据
え
て
な
、
三
度
『
ち
い
ち
ゃ
な
卓テ
ー
ブ
ル子
食
事
の
仕
度（

（（
（

』
と
唱
え
る
と
そ
の
つ
ど
、

こ
れ
が
お
ぬ
し
の
望
み
通
り
の
食
べ
物
と
飲
み
物
を
食
事
に
仕
度
し
て
く
れ
る
。
で
は
達
者
で
な
、
さ
ら
ば
じ
ゃ
。
お
ぬ
し
の
お
師
匠
さ

ん
を
偲
ん
で
く
れ
い
」。
こ
れ
ま
で
馴
染
ん
だ
仕
事
場
と
別
れ
た
く
な
く
て
悲
し
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
奇
蹟
を
行
な
っ
て
く
れ
る
ち
い

ち
ゃ
な
卓テ
ー
ブ
ル子
を
贈
り
主
の
手
か
ら
受
け
取
る
と
嬉
し
く
て
堪
ら
ず
、
若
者
は
繰
り
返
し
繰
り
返
し
礼
を
言
っ
て
出
立
、
懐
か
し
の
ふ
る
さ

と
指
し
て
ま
た
て
く
て
く
歩
き
出
し
た
。
道
中
ち
い
ち
ゃ
な
卓テ
ー
ブ
ル子
は
、
魔
法
の
言
葉
を
唱
え
る
た
び
に
、
豊
か
な
食
事
を
提
供
し
て
く
れ

た
。
な
に
せ
た
ち
ど
こ
ろ
に
上
上
の
料
理
と
飛
び
切
り
の
美
酒
が
そ
の
上
に
並
び
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
容い

れ
物
は
全
部
銀
と
来
て
い
る
。

中
で
も
燦さ
ん
ぜ
ん然
と
輝
く
の
は
雪
の
よ
う
に
真
っ
白
な
精せ
い

緻ち

極
ま
る
食
事
用
具
一
式（

（（
（

。
言
う
ま
で
も
な
い
が
職
人
は
「
ち
い
ち
ゃ
な
卓テ
ー
ブ
ル子
食
事

の
仕
度
」
を
大
事
だ
い
じ
に
扱
い
、
故
郷
に
着
く
前
の
最
後
の
宿
で
は
こ
れ
を
旅は
た
ご籠
の
亭
主
に
預
け
た
く
ら
い
。
で
も
そ
の
前
に
ま
る
っ

き
り
飲
み
食
い
し
な
い
で
そ
の
小
さ
な
卓テ
ー
ブ
ル子
と
一
緒
に
部
屋
に
閉
じ
籠
っ
た
の
で
、
亭
主
は
板
扉
の
隙
間
か
ら
覗
き
見
を
や
ら
か
し
、
か

く
し
て
小
さ
な
卓テ
ー
ブ
ル子
の
秘
密
を
発
見
し
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
小
さ
な
卓テ
ー
ブ
ル子
を
保
管
し
て
く
れ
、
と
渡
さ
れ
た
時
に
は
殊こ
と

の
外ほ
か

喜
び
、
そ
の

素
晴
ら
し
い
効
能
を
し
た
た
か
に
楽
し
ん
だ
。
全
く
も
っ
て
こ
の
小
さ
い
机
が
気
に
入
っ
た
の
で
、
い
か
に
も
巧
妙
に
こ
の
可
愛
い
の
を

せ
し
め
よ
う
、
と
飲
み
食
い
し
な
が
ら
考
え
に
耽
っ
た
。
で
、
思
い
つ
い
た
の
が
、「
ち
い
ち
ゃ
な
卓テ
ー
ブ
ル子
食
事
の
仕
度
」
で
は
な
い
け
ど
、

そ
っ
く
り
の
小
机
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
、
っ
て
こ
と
。
そ
こ
で
狡ず
る

い
亭
主
は
真ほ
ん
も
の物
の
卓テ
ー
ブ
ル子
を
隠
し
て
し
ま
い
、
贋
物
の
別
の
机
を
翌
朝
職
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人
に
手
渡
し
た
。
職

人
は
何
も
疑
わ
ず
に

こ
れ
を
背
負
い
、
浮

き
浮
き
と
ふ
る
さ
と

へ
と
急
い
だ
。
家
に

戻
る
と
の
っ
ぽ
の
指

物
師
は
家
族
に
喜
ん

で
挨
拶
、
す
ぐ
さ
ま

父
親
に
こ
の
小
机
に

纏
わ
る
た
ぐ
い
稀
な

事
情
を
打
ち
明
け
た
。

父
親
は
ひ
ど
く
疑
っ

た
が
、
息
子
は
そ
れ

を
前
に
据
え
、
三
度

「
ち
い
ち
ゃ
な
卓テ
ー
ブ
ル子

食
事
の
仕
度
」
と
唱

え
た
─
─
け
れ
ど
も

仕
度
し
て
く
れ
な
い
。

４校　鈴木.indd   459 10.1.15   4:49:51 PM



460

武蔵大学人文学会雑誌　第 41 巻第 2号

で
、
実
直
な
仕
立
て
屋
の
親
方
が
言
う
よ
う
「
こ
の
ハ
ン
ス
の
ば
か
め
が
。
お
ま
え
が
他
国
に
出
掛
け
た
の
は
、
年
取
っ
た
親
父
を
お
ち

ゃ
ら
か
す（

（（
（

た
め
だ
っ
た
の
か
。
好
い
加
減
に
し
ろ
。
物
笑
い
に
な
る
ま
い
ぞ
」。
の
っ
ぽ
の
指
物
師
は
さ
っ
ぱ
り
わ
け
が
分
か
ら
な
か
っ

た
。
ど
う
し
て
急
に
ち
い
ち
ゃ
な
卓テ
ー
ブ
ル子
が
妙
ち
き
り
ん
な
具
合
に
な
っ
ち
ま
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
更
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
試
し
て
み

た
。
が
、
二
度
と
食
事
の
仕
度
を
し
て
く
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
の
っ
ぽ
は
ま
た
ま
た
鉋か
ん
な

を
手
に
取
っ
て
、
け
つ
め
ど
が
弾は
じ

け
る
ほ
ど（

（（
（

働
か
に
ゃ
な
ら
な
ん
だ
。

　

と
こ
ろ
で
太
っ
ち
ょ
の
粉
挽
き
だ
が
、
徒
弟
の
年
季
が
明
け
る
と
、
こ
れ
ま
た
や
っ
ぱ
り
他
国
へ
旅
修
行
に
出
た
。
で
、
ご
同
様
に
同

じ
道
中
を
辿
り
、
例
の
あ
の
同
じ
ち
い
さ
な
小
人
に
出
く
わ
し
、
雇
っ
て
も
ら
っ
て
仕
事
を
し
た
。
も
っ
と
も
あ
の
森
の
家
は
今
度
は
水

車
小
屋
に
な
っ
て
い
た
。
粉
挽
き
の
若
い
衆
が
し
ば
ら
く
の
間
、
真
っ
当
か
つ
信
実
、
か
つ
精
出
し
て
稼
業
に
励
ん
で
い
る
と
、
親
方
は

一
頭
の
恰か
っ
こ
う好
良
い
粉
挽
き
ラ
イ
オ
ン（

（（
（

を
贈
り
物
に
し
て
、
こ
う
言
っ
た
。「
餞は
な
む
け別
の
徴し
る
し

に
な
、
ま
、
さ
さ
や
か
な
代
物
だ
が
、
こ
れ
を
受

け
取
っ
て
お
く
れ
。
お
ぬ
し
の
や
っ
て
く
れ
た
仕
事
の
報
酬
に
金
子
を
払
う
こ
と
が
で
き
ん
が
、
こ
れ
は
金
銀
よ
り
ず
っ
と
お
ぬ
し
の
役

に
立
つ
ぞ
な
。
こ
の
驢
馬
に
、『
驢
馬
公
踏
ん
ば
れ（

（（
（

』
と
唱
え
る
と
そ
の
つ
ど
、
こ
れ
は
ド
ゥ
カ
ー
テ
ン
金
貨（

（（
（

を
何
枚
も
何
枚
も
─
─
く

し
ゃ
み
し
て
く
れ
る（

（（
（

で
な
あ
」。
の
っ
ぽ
が
道
中
「
ち
い
ち
ゃ
な
卓テ
ー
ブ
ル子
食
事
の
仕
度
」
と
唱
え
た
よ
り
も
ま
あ
も
っ
と
か
な
、
太
っ
ち
ょ

は
「
驢
馬
公
踏
ん
ば
れ
」
と
唱
え
た
も
の
。
す
る
と
驢
馬
は
踏
ん
ば
っ
て
、
ち
ゃ
り
ん
ち
ゃ
り
ん
ば
ら
ば
ら
っ
と
ド
ゥ
カ
ー
テ
ン
金
貨
を

撒ま

き
散
ら
し
た
。
こ
り
ゃ
な
ん
と
も
か
ん
と
も
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
っ
た
─
─
ぴ
か
ぴ
か
の
金
貨
っ
て
の
は
ね
。
─
─
だ
け
ど
も
、
粉
挽

き
職
人
は
大
事
な
驢
馬
を
連
れ
て
例
の
い
か
さ
ま
師
で
狡
い
亭
主
の
旅
籠
に
投
宿
、
存
分
の
ご
馳
走
を
出
し
て
も
ら
い
、
至
れ
り
尽
く
せ

り
の
も
て
な
し
を
受
け
た
。
亭
主
に
勘
定
を
要
求
さ
れ
る
と
、「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
お
く
れ
。
す
ぐ
金
を
持
っ
て
来
る
か
ら
な
」
と
言
っ

た
も
の
。
食テ
ー
ブ
ル
・
ク
ロ
ス

卓
の
掛
け
布
を
手
に
取
る
と
、
厩う
ま
や

に
行
き
、
そ
れ
を
敷
き
藁
の
上
に
広
げ
、「
驢
馬
公
踏
ん
ば
れ
」
と
唱
え
た
ら
、
─
─
そ

し
た
ら
ね
、
驢
馬
は
踏
ん
ば
っ
て
、
く
し
ゃ
み
を
し
、
布
の
上
に
ち
り
ん
ち
り
ん
と
ド
ゥ
カ
ー
テ
ン
金
貨
を
落
と
し
た
。
厩
の
外
に
は
旅
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籠
の
亭
主
が
立
っ
て
い
て
、
扉
の
節
穴
か
ら
中
を
覗
い
て
、
一
部
始
終
を
見
届
け
た
。
確
か
に
翌
朝
驢
馬
は
い
る
に
は
い
た
け
ど
、
真
物

じ
ゃ
な
か
っ
た
。
太
っ
ち
ょ
は
、
騙
さ
れ
た
な
ん
て
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
気
付
か
ず
、
朗
ら
か
に
こ
れ
に
ま
た
が
り
、
と
こ
と
こ
旅
を
続
け

た
。
父
親
の
許
に
戻
る
と
、
授
か
っ
た
幸
運
の
話
を
し
、
家
族
一
同
が
浮
か
れ
騒
い
で
驢
馬
の
周
り
に
立
つ
と
、「
さ
、
皆
の
衆
、
よ
っ

く
ご
覧ろ
う

じ
ろ
」
と
口
上
、
驢
馬
に
向
き
直
っ
て

「
驢
馬
公
踏
ん
ば
れ
」
と
唱
え
た
。
ど
こ
の
馬

の
骨
や
ら
分
か
ら
ぬ
驢
馬
っ
子
は
、
そ
り
ゃ
な

る
ほ
ど
踏
ん
ば
っ
て
、
お
ん
な
じ
よ
う
な
の
を

落
っ
こ
と
し
た
け
れ
ど
、
こ
れ
は
金
貨
と
は
似

て
も
似
つ
か
ぬ
代
物
だ
っ
た（

（（
（

。
芸
当
を
お
目
に

掛
け
よ
う
と
し
た
太
っ
ち
ょ
は
、
観
衆
か
ら
ど

っ
と
笑
わ
れ
、
野や

じ次
り
倒
さ
れ
た
。
太
っ
ち
ょ

は
驢
馬
を
し
た
た
か
に
ぶ
っ
叩
い
た
が
、
ド
ゥ

カ
テ
ー
ン
金
貨
一
枚
叩
き
出
せ
ず
、
そ
れ
か
ら

と
い
う
も
の
、
ま
た
し
て
も
せ
っ
せ
と
働
き
、

額
に
汗
し
て
食
い
扶ぶ

ち持
を
稼
が
に
ゃ
な
ら
な
ん

だ
。

　

ま
た
ぞ
ろ
一
年
過
ぎ
、
と
ん
ま
も
徒
弟
奉
公

を
辛
抱
し
通
し
、
頼
も
し
い
轆
轤
細
工
職
人
と
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し
て
他
国
へ
修
行
に
出
た
。
二
人
の
兄
貴
た
ち
と
同
様
せ
っ
せ
と
働
い
て
過
ご
し
た
も
の
の
、
例
の
ち
い
さ
な
小
人
の
と
こ
ろ
で
仕
事
を

さ
せ
て
も
ら
い
た
い
な
、
と
心
か
ら
願
っ
て
い
た
。
兄
貴
た
ち
の
話
で
は
、
こ
の
小
人
、
手
仕
事
で
も
学
問
で
も
知
恵
分
別
で
も
、
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
通
暁
し
て
い
て
、
そ
の
上
な
ん
と
も
す
て
き
な
贈
り
物
を
し
て
く
れ
る
っ
て
こ
と
だ
っ
た
。
で
、
こ
の
轆
轤
細
工
職

人
も
あ
の
森
の
中
で
小
人
の
ぽ
つ
ん
と
一
軒
建
っ
て
い
る
住
ま
い
を
見
つ
け
、
あ
ち
ら
も
、
働
き
者
の
若
い
衆
だ
わ
い
、
と
喜
ん
で
雇
っ

て
く
れ
た
。
け
れ
ど
も
数
箇
月
経
つ
と
や
っ
ぱ
り
こ
う
言
わ
れ
た
。「
若
い
衆
さ
ん
や
、
わ
し
は
こ
れ
以
上
お
ぬ
し
を
置
い
て
は
い
ら
れ

な
い
。
暇
を
や
る
で
な
」
と
ね
。
別
れ
る
時
に
小
人
い
わ
く
「
わ
し
は
お
ぬ
し
に
兄
さ
ん
た
ち
同
様
い
い
形
見
を
し
ん
ぜ
た
い
。
だ
が
、

何
が
お
ぬ
し
の
助
け
に
な
る
か
の
。
兄
さ
ん
た
ち
は
お
ぬ
し
を
、
と
ん
ま
、

と
呼
ん
ど
っ
た
で
。
の
っ
ぽ
の
兄あ
に

者じ
ゃ

も
、
太
っ
ち
ょ
の
兄
者
も
、
と
ん
ま

ぶ
り
を
発
揮
し
て
授
か
り
物
を
わ
や
に
し
て
し
も
う
た
。
と
な
る
と
、
い

よ
い
よ
何
が
お
ぬ
し
の
助
け
に
な
る
か
じ
ゃ
て
。
し
た
が
こ
の
な
ん
て
こ

と
も
な
い
よ
う
な
小
袋
を
受
け
取
る
が
え
え
。
こ
り
ゃ
随
分
と
役
に
立
っ

て
く
れ
よ
う
ぞ
。
こ
れ
に
向
か
っ
て
『
棍
棒
出
て
来
い
袋
か
ら（

（（
（

』
と
唱
え

る
と
そ
の
つ
ど
─
─
そ
の
つ
ど
な
、
中
に
入
っ
と
る
上
手
な
轆
轤
細
工
の

棍
棒
が
飛
び
出
し
て
来
て
、
徹
底
的
に
お
ぬ
し
を
護
っ
て
く
れ
る
。
で
、

お
ぬ
し
が
『
棍
棒
入
り
な
袋
の
中
へ（

（（
（

』
と
命
じ
る
ま
で
、
さ
ん
ざ
ん
に
殴

り
ま
く
る
の
じ
ゃ
」。

　

轆
轤
細
工
職
人
は
真
底
礼
を
言
う
と
、
も
ら
っ
た
小
袋
を
担
い
で
ふ
る

さ
と
を
目
指
し
た
。
も
っ
と
も
旅
の
途
中
護
っ
て
も
ら
う
必
要
な
ん
ぞ
ま
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ず
あ
り
は
し
な
か
っ
た
。
心
も
軽
く
身
も
軽
く
道
中
し
て
い
る
若
者
の
こ
と
、
だ

れ
だ
っ
て
邪
魔
立
て
せ
ず
に
先
へ
行
か
せ
た
か
ら
。
あ
る
物
乞
い
取
締
り
役
殿
に（

（（
（

、

あ
る
い
は
、
ど
こ
の
百
姓
屋
敷
か
ら
も
飛
び
出
し
て
来
て
旅
の
衆
に
吠
え
掛
か
り
、

更
に
は
後
ろ
か
ら
ワ
ン
ワ
ン
や
ら
か
す
村
の
犬
ど
も
に
、
ほ
ん
の
数
回
、
袋
の
中

身
を
味
わ
わ
せ
て
や
り
は
し
た
が
。
さ
て
、
こ
ん
な
あ
ん
ば
い
で
と
う
と
う
や
っ

て
来
た
の
が
例
の
旅
籠
屋
で
、
悪
者
の
亭
主
が
兄
さ
ん
た
ち
か
ら
そ
の
宝
物
を
騙

し
取
り
、
目
下
豪
勢
か
つ
ご
満
悦
な
暮
ら
し
の
真
っ
最
中
。
し
か
し
、
こ
や
つ
は

い
ま
だ
に
旅
人
の
持
ち
物
を
巻
き
上
げ
た
く
て
う
ず
う
ず
し
て
い
た
。
床
に
就
く

前
に
轆
轤
細
工
職
人
は
亭
主
に
例
の
袋
を
預
け
、
い
い
か
い
、
こ
の
小
袋
に
向
か

っ
て
「
棍
棒
出
て
来
い
袋
か
ら
」
っ
て
言
葉
を
掛
け
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
、
こ
れ
に

は
特
別
な
事
情
が
あ
っ
て
、
だ
れ
で
も
そ
う
唱
え
る
と
中
の
品
物
を
背
負
い
込
む

こ
と
に
な
る
か
ら
、
と
注
意
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
亭
主
は
せ
し
め
た
小
机
も

驢
馬
っ
子
も
全
く
も
っ
て
気
に
入
っ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
三
番
目
の
奇
蹟
を
行
う

代
物
も
や
っ
ぱ
り
こ
っ
そ
り
掠
め
取
り
た
く
て
、
客
人
が
寝
静
ま
る
の
も
ほ
と
ん

ど
待
ち
き
れ
ず
、「
棍
棒
出
て
来
い
袋
か
ら
」
と
や
ら
か
し
た
。
そ
の
途
端
棍
棒

が
飛
び
出
し
、
太
鼓
の
鼓
手
さ
な
が
ら
亭
主
の
背
中
を
ど
ん
ど
こ
ど
こ
ど
こ
連
打

し
、
殴
っ
て
殴
っ
て
殴
り
通
し
、
茶
色
や
青
や
の
痣あ
ざ

だ
ら
け
に
叩
き
ま
く
っ
た
の

で
、
亭
主
は
お
っ
そ
ろ
し
い
悲
鳴
を
挙
げ
、
わ
め
き
に
わ
め
い
て
轆
轤
細
工
職
人
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を
呼
び
起
こ
し
た
。
職
人
い
わ
く
「
ご
亭
主
、
こ
り
ゃ
当
然
の
報
い
っ
て
も

ん
だ
。
だ
か
ら
注
意
し
と
い
た
ろ
う
が
。
あ
ん
た
、
お
い
ら
の
兄
貴
た
ち
か

ら
『
ち
い
ち
ゃ
な
卓テ
ー
ブ
ル子
食
事
の
仕
度
』
と
『
驢
馬
公
踏
ん
ば
れ
』
を
盗
ん
だ

な
」。
亭
主
は
金
切
り
声
。「
あ
あ
、
後
生
で
す
か
ら
助
け
て
お
く
ん
な
さ
い
。

わ
っ
し
ゃ
殺
さ
れ
ち
ま
う
」（
な
に
し
ろ
そ
の
間
も
棍
棒
は
亭
主
の
背
中
で

休
ま
ず
活
躍
し
て
い
た
か
ら
ね
）。「
わ
っ
し
ゃ
な
に
も
か
も
お
返
し
し
ま
す

よ
う
、
小
机
も
驢
馬
っ
子
も
。
あ
あ
、
あ
あ
、
ぶ
っ
倒
れ
て
死
ん
じ
ま
う
」。

　

そ
こ
で
職
人
が
「
棍
棒
入
り
な
袋
の
中
へ
」
と
命
じ
る
と
、
棍
棒
君
は
さ

っ
と
袋
に
潜
り
込
ん
だ
。
亭
主
は
命
拾
い
し
た
の
が
嬉
し
く
て
堪
ら
ず
、
ち

い
ち
ゃ
な
卓テ
ー
ブ
ル子
と
驢
馬
公
を
ほ
い
ほ
い
と
返
却
し
た
。
轆
轤
細
工
職
人
は
一

切
合
財
纏
め
る
と
、
仕
度
を
調
え
、
自
分
は
驢
馬
に
ま
た
が
っ
て
、
故
郷
の

小
さ
い
町
目
指
し
て
跑だ

く

足あ
し

で
た
っ
た
か
進
ん
だ
。
滅め
っ

法ぽ
う

界か
い

に
値
打
ち
の
あ
る

形
見
の
贈
り
物
が
取
り
戻
さ
れ
た
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
兄
さ
ん
た
ち
は

喜
ん
だ
の
な
ん
の
。
以
前
と
同
様
素
晴
ら
し
い
奇
蹟
を
ち
ゃ
ん
と
披
露
し
た
。

─
─
取
り
戻
し
て
く
れ
た
の
は
こ
れ
ま
で
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
、
こ
の
と
ん
ま
、

と
罵
っ
て
い
た
末
の
弟
。
弟
は
二
人
よ
り
利
口
だ
っ
た
わ
け
。
そ
う
し
て
兄

弟
た
ち
は
両
親
の
許
で
ず
っ
と
暮
ら
し
た
が
、
こ
つ
こ
つ
働
い
て
日
日
の
糧か
て

を
稼
ぐ
必
要
は
も
う
な
か
っ
た
。
だ
っ
て
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
は
、
人
生
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に
入
り
用
な
物
は
何
で
も
か
ん
で
も
充
分
た
っ
ぷ
り
あ
っ
た
か
ら
。

　
　
　

解
題

　
　
　

原
題　

T
ischlein deck dich, E

sel streck dich, K
nüppel aus dem

 Sack.
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三
九　

七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し

　

昔
む
か
し
あ
る
小
さ
な
村
に
貧
し
い
夫
婦
者
が
住
ん
で
い
た
。
持
っ
て
い

た
の
は
ち
っ
ぽ
け
な
小
屋
と
一
人
娘
。
こ
の
子
は
素
晴
ら
し
く
綺
麗
で
飛
び

切
り
気
立
て
が
好
か
っ
た
。
働
き
者
で
、
掃
除
、
洗
濯
、
糸
紡
ぎ
、
針
仕
事

は
七
人
前
こ
な
す
し
、
七
人
ひ
っ
く
る
め
た
ほ
ど
の
美
人
だ
っ
た
の
で
、

七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
と（

（（
（

呼
ば
れ
た
。
で
も
、
美
し
さ
を
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
人
人
に
驚
嘆
さ

れ
る
の
で
、
羞は

じ
ら
っ
て
、
日
曜
日
教
会
に
お
参
り
す
る
折
─
─
だ
っ
て

七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
は
そ
ん
じ
ょ
そ
こ
ら
の
娘
七
人
よ
り
信
心
深
く
も
あ
り
、
こ
れ
が

こ
の
子
の
最
大
の
麗
し
さ
だ
っ
た
─
─
は
い
つ
も
顔
を
面ヴ
ェ
ー
ル紗
で
覆
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
乙
女
を
あ
る
時
王
子
が
見
掛
け
、
樅も
み

の
若
木
の
よ
う
に
す
ら
り
と

し
た
そ
の
典
雅
な
姿
、
素
晴
ら
し
い
体
つ
き
に
目
を
楽
し
ま
せ
た
が
、
面ヴ
ェ
ー
ル紗

に
遮さ
え
ぎ

ら
れ
て
顔
が
見
え
な
い
の
が
口く
ち

惜
し
く
、
従
者
の
一
人
に
こ
う
訊
ね

た
。「
ど
う
し
て
わ
れ
ら
、
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
の
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
ぬ
の
か
」

と
。
─
─
「
そ
の
ゆ
え
と
申
し
ま
す
の
は
」
と
従
者
。「
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
は
そ
れ

ほ
ど
に
淑
や
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」。
こ
れ
を
聞
い
て
王
子

「
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
が
美
し
い
の
に
加
え
て
さ
よ
う
に
淑
や
か
な
ら
、
わ
た
し
は
生

涯
愛
を
捧
げ
、
結
婚
い
た
そ
う
ぞ
。
さ
あ
、
わ
た
し
の
こ
の
黄き

ん金
の
指
環
を

４校　鈴木.indd   466 10.1.15   4:49:54 PM



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（その三）　鈴木滿訳・注・解題

467

あ
れ
に
持
っ
て
行
き
、
こ
う
申
せ
。
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、
今
宵
あ
の
大
き
な
ア
イ
ヒ
ェ
の
樹（

（（
（

の
許
に
来
て
た
も
れ
、
と
な
」。

従
者
は
命
じ
ら
れ
た
通
り
に
し
た
。
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
は
、
王
子
が
自
分
に
何
か
仕
事
を
頼
も
う
と
し
て
い
る
の
だ
、
と
思
い
、
大
き
な
ア
イ
ヒ

ェ
の
樹
の
許
に
行
っ
た
。
す
る
と
王
子
は
、
そ
の
淑
徳
の
高
さ
の
ゆ
え
に
乙
女
を
愛
し
て
い
る
の
で
、
妻
に
娶め
と

り
た
い
、
と
告
げ
た
も
の
。

け
れ
ど
も
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
は
こ
う
答
え
た
。「
私
は
貧
乏
な
娘
で
、
あ
な
た
は
お
金
持
ち
の
王
子
様
。
私
ご
と
き
を
妻
に
ご
所
望
あ
そ
ば
す
と
、

お
父
君
は
と
て
も
お
怒
り
に
な
ら
れ
ま
し
ょ
う
」。
で
も
王
子
は
な
お
、
ど
う
し
て
も
承
知
し
て
欲
し
い
、
と
迫
っ
た
の
で
、
と
う
と
う

乙
女
は
、
考
え
さ
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
、
二
、三
日
思
案
す
る
時
間
を
頂
戴
い
た
し
と
う
ご
ざ
い
ま
す
、
と
言
っ
た
。
で
も
王
子
は
二
、三

日
な
ん
て
到
底
待
て
ず
、
翌
日
に
は
も
う
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
に
一
足
の
白
銀
の
靴
を
贈
り
、
も
う
一
度
ア
イ
ヒ
ェ
の
樹
の
許
に
来
て
く
れ
る
よ
う

頼
ま
せ
た
。
そ
し
て
や
っ
て
来
た
乙
女
に
す
ぐ
さ
ま
、
考
え
て
く
れ
た
か
ど
う
か
訊
い
た
も
の
。
乙
女
は
、
思
案
す
る
時
間
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
で
し
た
、
家
の
お
仕
事
で
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
と
て
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
な
ん
と
申
し
ま
し
て
も
私
は
貧

乏
な
娘
で
、
あ
な
た
は
お
金
持
ち
の
王
子
様
、
あ
な
た
が
、
王
子
様
が
、
私
ご
と
き
を
妻
に
ご
所
望
あ
そ
ば
す
と
、
お
父
君
は
と
て
も
お

怒
り
に
な
ら
れ
ま
し
ょ
う
、
と
返
辞
し
た
。
し
か
し
王
子
が
改
め
て
ま
す
ま
す
や
い
の
や
い
の
と
せ
が
ん
だ
の
で
、
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
は
、
き
っ

と
よ
く
考
え
ま
す
、
そ
れ
か
ら
、
王
子
様
の
ご
意
向
を
両
親
に
話
し
ま
す
、
と
約
束
し
た
。
翌
日
に
な
る
と
、
王
子
は
乙
女
に
一
着
の
衣

装
を
贈
っ
た
。
こ
れ
は
全
部
黄
金
の
糸
で
織
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
ま
た
ま
た
ア
イ
ヒ
ェ
の
樹
の
許
に
来
て
く
れ
る
よ
う
頼
ま
せ
た
。

七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
が
そ
こ
へ
来
て
、
王
子
が
再
び
訊
ね
た
け
れ
ど
、
乙
女
は
ま
た
し
て
も
こ
う
言
っ
て
嘆
い
た
の
だ
っ
た
。
今
度
も
お
仕
事
が
多

過
ぎ
て
丸
一
日
働
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
、
思
案
す
る
時
間
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
、
そ
れ
か
ら
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
両
親
と
話

す
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
、
と
。
そ
れ
か
ら
も
う
二
度
も
王
子
に
言
っ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
た
の
だ
っ
た
。
私
は
貧
乏
で
、
王
子
様

は
お
金
持
ち
、
お
父
君
を
ご
立
腹
さ
せ
る
だ
け
で
す
わ
、
と
。
そ
う
言
わ
れ
て
も
王
子
は
告
げ
た
。
さ
よ
う
な
こ
と
は
全
て
取
る
に
足
り

な
い
、
ど
う
し
て
も
妻
に
な
っ
て
欲
し
い
、
そ
う
す
れ
ば
い
ず
れ
王
妃
に
な
ろ
う
、
と
。
そ
こ
で
乙
女
に
は
、
王
子
が
自
分
の
こ
と
を
ど
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れ
ほ
ど
誠
実
に
考
え
て
い
る
か
分
か
っ
た
の
で
、
よ
う
や
く
、
は
い
、
と
答
え
、
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
は
毎
晩
ア
イ
ヒ
ェ
の
樹
の
許
に

い
る
王
子
の
と
こ
ろ
へ
通
っ
て
来
た
。
王
様
に
は
ま
だ
何
も
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
、
と
頼
み
は
し
た
け
れ
ど
。
と
こ
ろ
が
宮
廷
に
は
一
人

の
年
取
っ
た
醜
い
女
家
庭
教
師
が
い
て
、
こ
の
女
、
王
子
の
動
静
を
窺
い
、
秘
密
を
探
り
当
て
、
そ
れ
を
王
に
し
ゃ
べ
り
立
て
た
。
王
は

激
怒
し
、
従
者
た
ち
を
遣
わ
し
、
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
の
両
親
が
住
ん
で
い
る
小
屋
を
火
事
に
し
て
、
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
を
焼
き
殺
そ
う
と
し
た
。
で
も
乙

女
は
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
火
に
気
が
付
く
と
飛
び
出
し
て
、
す
ぐ
さ
ま
水
の
涸か

れ
た
井
戸
に
入
っ
た
の
だ
。
も
っ
と
も
両
親
は
、
哀

れ
な
老
人
た
ち
は
、
小
屋
の
中
で
焼
け
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

　

七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
は
井
戸
の
底
に
座
っ
て
嘆
き
悲
し
み
、
泣
き
に
泣
い
た
け
れ
ど
も
、
長
い
こ
と
井
戸
の
底
に
留
ま
っ
て
い
る
わ
け
に
は
行
か

な
か
っ
た
の
で
、
な
ん
と
か
這は

い
上
が
る
と
、
小
屋
の
焼
け
跡
か
ら
ま
だ
使
え
る
品
を
見
つ
け
出
し
、
お
金
に
換
え
、
そ
れ
で
男
物
の
衣

装
を
買
い
、
ぴ
ち
ぴ
ち
し
た
男
の
子
に
変
装
、
王
宮
に
参
上
、
召
使
に
お
雇
い
く
だ
さ
い
、
と
言
上
し
た
。
王
が
こ
の
う
ら
若
い
従
者
に

名
を
訊
く
と
、「
薄
ウ
ン
グ
リ
ュ
ッ
ク
倖
で（

（（
（

ご
ざ
い
ま
す
」
と
の
返
辞
。
王
は
こ
の
う
ら
若
い
従
者
が
大
層
気
に
入
っ
た
の
で
、
た
だ
ち
に
召
し
抱
え
、

間
も
な
く
従
者
の
だ
れ
よ
り
も
ご
贔ひ
い
き屓
あ
そ
ば
す
よ
う
に
な
っ
た
。

　

王
子
は
、
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
の
小
屋
が
火
事
で
焼
け
て
し
ま
っ
た
、
と
聞
き
、
ひ
ど
く
悲
し
み
、
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
も
一
緒
に
焼
け
死
ん
だ
、
と
し
か

思
わ
な
か
っ
た
し
、
王
も
や
は
り
そ
う
考
え
た
。
そ
こ
で
王
は
、
そ
ろ
そ
ろ
息
子
を
ど
こ
か
の
王
女
と
結
婚
さ
せ
よ
う
、
と
も
く
ろ
み
、

王
子
は
近
隣
の
あ
る
王
の
息
女
に
申
し
込
み
を
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
と
な
る
と
、
宮
廷
人
全
部
と
従
者
全
部
が
揃
っ
て
婚
礼
に
赴

く
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
は
薄
ウ
ン
グ
リ
ュ
ッ
ク
倖
に
と
っ
て
な
ん
と
も
悲
し
く
て
堪
ら
ず
、
胸
に
重お
も
し石
を
載
せ
ら
れ
た
よ
う
。
行
列
の
殿
し
ん
が
り

と
な
っ
て

馬
を
進
め
な
が
ら
、
澄
ん
だ
声
を
張
り
上
げ
て
遣
る
瀬
無
く
歌
っ
た
。

　
　
　
　
　
「『
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
』
と
呼
ば
れ
は
し
た
が
、
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今
じ
ゃ
『
薄
ウ
ン
グ
リ
ュ
ッ
ク
倖
』
が
身
に
沁し

み
る（

（（
（

」

  

遠
く
か
ら
こ
れ
を
耳
に
し
た
王
子
は
ふ
と
胸
を
つ
か
れ
、
駒
を
控
え
て
こ
う
訊
い
た
。「
な
ん
と
、
あ
の
よ
う
に
綺
麗
な
声
で
歌
っ
て

お
り
ま
す
の
は
何
者
で
し
ょ
う
」。
─
─
「
多
分
余
の
供
を
し
て
い
る
あ
の
薄
ウ
ン
グ
リ
ュ
ッ
ク
倖
で
あ
ろ
う
」
と
王
は
答
え
た
。「
従
者
に
召
し
抱
え

た
の
だ
」。
そ
の
時
二
人
は
も
う
一
度
唄
声
を
聞
い
た
。

　
　
　
　
　
「『
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
』
と
呼
ば
れ
は
し
た
が
、

　
　
　
　
　

今
じ
ゃ
『
薄
ウ
ン
グ
リ
ュ
ッ
ク
倖
』
が
身
に
沁
み
る
」

　　

そ
こ
で
王
子
は
も
う
一
度
、
あ
れ
は
本
当
に
王
の
従
者
に
間
違
い
な
い
の
か
、
と
訊
ね
、
王
は
、
そ
う
だ
と
し
か
思
え
な
い
、
と
言
っ

た
。

　

さ
て
一
行
が
新
し
い
花
嫁
の
城
の
ご
く
近
く
ま
で
来
た
時
、
ま
た
し
て
も
あ
の
綺
麗
な
澄
ん
だ
唄
声
が
響
き
渡
っ
た
。

　
　
　
　
　
「『
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
』
と
呼
ば
れ
は
し
た
が
、

　
　
　
　
　

今
じ
ゃ
『
薄
ウ
ン
グ
リ
ュ
ッ
ク
倖
』
が
身
に
沁
み
る
」

　

途
端
に
王
子
は
一
瞬
も
躊ち
ゅ
う

躇ち
ょ

せ
ず
、
乗
馬
に
拍
車
を
掛
け
る
と
行
列
の
先
頭
か
ら
殿
ま
で
一
介
の
士
官
の
よ
う
に
疾
駆
し
て
行
き
、
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薄
ウ
ン
グ
リ
ュ
ッ
ク
倖
の
許
に
着
く
と
、
す
ぐ
さ
ま
、

七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
だ
、
と
悟
っ
た
。
そ
こ
で
に
っ

こ
り
相
手
に
頷う
な
ず

い
て
お
い
て
、
ま
た
ま

た
一
行
の
先
頭
に
急
行
、
城
に
入
っ
た
。

さ
て
、
賓
客
の
全
て
と
供
回
り
の
全
て
が

大
広
間
に
参
集
し
、
婚
約
の
儀
が
執
り
行

な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
時
、
王
子
は
将

来
の
舅
し
ゅ
う
と

に
向
か
っ
て
こ
う
言
っ
た
。

「
王
様
、
ご
息
女
の
姫
君
と
式
典
を
挙
げ

ま
す
前
に
、
ま
ず
さ
さ
や
か
な
謎
謎
を
お

解
き
く
だ
さ
れ
い
。
わ
た
し
は
見
事
な
箪た
ん

笥す

を
一
つ
所
持
し
て
お
り
ま
す
。
し
ば
ら

く
以
前
こ
れ
の
鍵
を
紛
失
い
た
し
ま
し

た
。
そ
れ
ゆ
え
新
し
い
鍵
を
購あ
が
な

い
ま
し

て
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
す
ぐ

に
元
の
鍵
が
出
て
参
り
ま
し
た
。
さ
て
、

王
様
、
お
答
え
く
だ
さ
い
ま
し
、
わ
た
し

は
ど
ち
ら
の
鍵
を
使
用
す
べ
き
で
ご
ざ
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い
ま
し
ょ
う
」。
─
─
「
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ま
た
元
の
を
な
」
と
王
の
返
辞
。「
元
の
は
大
切
に
す
べ
き
で
な
。
新
し
い
の
に
譲
っ
て
は

な
ら
ぬ
」。
─
─
「
ま
さ
に
さ
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
、
王
様
」
と
す
か
さ
ず
王
子
。「
わ
た
し
は
ご
息
女
の
姫
君
に
求
婚
つ
か
ま
つ
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ぬ
が
、
お
怒
り
召
さ
れ
ま
す
な
。
ご
息
女
は
新
し
い
鍵
、
し
て
元
の
は
あ
れ
に
お
り
ま
す
る
」。
そ
う
言
う
な
り
、

七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
の
手
を
取
り
、
自
分
の
父
親
の
許
に
連
れ
て
行
き
、
こ
う
告
げ
た
。「
さ
あ
、
父
上
、
こ
れ
こ
そ
わ
が
花
嫁
で
す
」。
老
王
は
い

や
も
う
び
っ
く
り
仰
天
し
て
叫
ん
だ
。「
な
ん
と
息
子
や
、
こ
れ
は
余
の
従
者
の
薄
ウ
ン
グ
リ
ュ
ッ
ク
倖
で
は
な
い
か
」。
─
─
大
勢
の
宮
廷
人
も
声
を

挙
げ
る
。「
あ
れ
あ
れ
、
あ
れ
は
薄
ウ
ン
グ
リ
ュ
ッ
ク
倖
に
こ
そ
」。
─
─
「
い
や
」
と
王
子
。「
こ
れ
な
る
は
薄
ウ
ン
グ
リ
ュ
ッ
ク
倖
に
あ
ら
ず
し
て
、
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
、

わ
が
い
と
し
の
花
嫁
な
る
ぞ
」。
そ
し
て
一
座
に
別
れ
を
告
げ
、
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
を
奥
方
と
し
て
自
ら
の
こ
の
上
も
な
く
美
し
い
城
に
連
れ
て

行
っ
た
。

　
　
　

解
題

　
　
　

原
題　

Siebenschön.

　
　
　
「
新
し
い
鍵
、
元
の
鍵
」
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
は
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
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四
〇　

三
人
の
楽
士

　

昔
三
人
の
楽
士
が
ふ
る
さ
と
を
発
っ
て
他
国
へ
出
掛
け

た
も
ん
だ
。
三
人
と
も
同
じ
親
方
の
許
で
徒レ
ー
ア
リ
ン
グ弟
の
年
季

奉
公
を
終
え
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
相
変
わ
ら
ず
力
を
合

わ
せ
て
知
ら
ぬ
国
国
で
運
試
し
を
や
ら
か
そ
う
、
っ
て
こ

と
に
な
っ
た
わ
け
。
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
を
愉
快
に
遍
歴
し

て
回
り
、
教
会
堂
開
基
祭（

（（
（

と
か
祝
祭
日
と
か
の
踊
で
伴
奏
、

陽
気
な
音
曲
の
数
数
で
、
に
ぎ
に
ぎ
し
い
や
ら
お
と
な
し

や
か
や
ら
の
拍
手
喝
采
を
浴
び
、
か
て
て
加
え
て
ず
っ
し

り
重
た
い
バ
ッ
ツ
ェ
ン
銀
貨（

（（（
（

を
少
な
か
ら
ず
ご
祝
儀
に
頂

戴
し
た
し
だ
い
。
さ
て
こ
ん
な
あ
ん
ば
い
で
と
あ
る
小
さ

な
町
に
到
着
、
そ
の
宵
美
し
い
音
楽
で
皆
の
衆
を
悦
ば
せ

た
。
そ
の
あ
げ
く
演
奏
は
ひ
と
ま
ず
止
め
に
し
て
一
杯
や

り
、
ご
返
杯
の
数
を
重
ね
て
い
る
う
ち
に
、
お
客
の
お
し

ゃ
べ
り
に
も
加
わ
っ
た
。
い
ろ
い
ろ
不
思
議
な
物
語
が

交こ
も
ご
も交
錯
綜
し
て
い
る
う
ち
、
こ
の
町
の
近
く
に
あ
る
と
か

い
う
魔
法
の
城
が
話
題
に
上
っ
た
。
こ
の
城
に
つ
い
て
は
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な
ん
と
も
素
晴
ら
し
い
こ
と
も
奇
怪
な
こ
と
も
夥
し
く
語
ら
れ
た
。
あ
そ
こ
に
ゃ
と
て
つ
も
な
い
宝
物
が
隠
さ
れ
て
る
だ
よ
、
と
か
、
あ

そ
こ
に
ゃ
い
つ
も
飛
び
切
り
上
等
の
食
べ
物
が
い
や
っ
て
え
ほ
ど
た
っ
ぷ
り
置
い
て
あ
る
、
そ
れ
な
の
に
人
っ
子
一
人
住
ん
ど
ら
ん
、
と

述
べ
る
者
が
い
る
か
と
思
え
ば
、
ま
た
、
あ
そ
こ
に
ゃ
な
ん
か
の
お
っ
か
な
い
幽
霊
が
出
没
す
る
だ
、
と
脅
か
す
者
も
。
せ
っ
か
く
白
い

背
中
を
持
ち
込
ん
だ
の
が
、
そ
れ
を
茶
色
や
青
や
の
痣あ
ざ

だ
ら
け
に
さ
れ
ち
ま
っ
て
退
散
、
し
か
も
、
宝
物
を
掘
り
出
し
た
り
、
魔
法
を
解

い
た
り
な
ん
ぞ
で
き
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
、
と
も
。
こ
う
い
っ
た
あ
れ
や
こ
れ
や
が
そ
の
魔
法
に
掛
け
ら
れ
た
城
に
つ
い
て
わ
い
わ
い
甲
論

乙
駁
。
三
人
の
楽
士
は
、
あ
て
が
わ
れ
た
寝
室
で
よ
う
や
く
仲
間
だ
け
に
な
る
と
、
長
い
こ
と
額
を
集
め
て
相
談
し
、
こ
う
考
え
を
取
り

纏
め
た
。
あ
の
不
可
思
議
な
城
を
も
っ
と
近
く
で
検
分
し
よ
う
や
、
い
や
い
や
、
そ
れ
っ
ぱ
か
り
じ
ゃ
な
く
、
思
い
切
っ
て
中
に
入
り
、

ひ
ょ
っ
と
し
て
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
あ
そ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
る
魔
法
に
掛
け
ら
れ
た
宝
物
を
掘
り
出
そ
う
、
と
ね
。
さ
て
、
一
人
ひ
と
り

別
別
に
順
番
で
断
行
す
る
、
そ
れ
も
年
齢
順
で
、
そ
れ
か
ら
、
こ
の
冒
険
を
や
っ
て
の
け
る
た
め
め
い
め
い
に
丸
一
日
提
供
し
よ
う
、
と

衆
議
一
決
。
最
初
の
運
試
し
を
引
き
当
て
た
の
は
提て
い
き
ん琴
弾
き（

（（（
（

。
こ
れ
は
勇
気
凛り
ん
り
ん凛
、
ぐ
ず
ぐ
ず
し
な
い
で
城
に
出
発
。
で
、
そ
こ
に
着
い

て
み
る
と
、
だ
れ
か
が
待
ち
構
え
て
た
み
た
い
に
入
り
口
が
も
う
開
か
れ
て
い
る
の
を
発
見
。
け
れ
ど
も
、
閾し
き
い

を
ま
た
い
だ
途
端
、
背

後
で
重
重
し
い
扉
が
ど
お
ん
と
閉
ま
り
、
巨
大
な
鉄
の
閂
か
ん
ぬ
き

が
が
ち
ゃ
ん
と
飛
び
出
し
た
。
生
き
物
の
影
も
見
え
な
か
っ
た
が
、
厳
し
い

門
番
が
職
務
を
遂
行
、
し
っ
か
り
見
張
り
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
。
─
─
そ
こ
で
提
琴
弾
き
は
ぞ
く
ぞ
く
っ
と
し
て
髪
の
毛
が
旋つ
む
じ毛
の
上

で
逆
立
っ
た
。
さ
は
さ
り
な
が
ら
、
引
返
す
わ
け
に
も
そ
の
場
に
留
ま
っ
て
い
る
わ
け
に
も
行
か
な
い
。
そ
れ
に
、
待
望
の
好
運
、
金
貨

や
宝
物
の
こ
と
を
考
え
る
と
ま
た
気
力
が
湧
い
た
。
階
段
を
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
、
幾
つ
も
の
素
晴
ら
し
い
部
屋
、
壮
麗
な
広
間
、

居
心
地
の
良
さ
そ
う
な
小
部
屋
を
う
ろ
つ
き
回
っ
た
が
─
─
ど
こ
に
も
か
し
こ
に
も
絢
爛
豪
華
な
用
度
が
し
つ
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の

上
も
な
く
綺
麗
に
手
入
れ
が
行
き
届
い
て
い
た
。
も
っ
と
も
至
る
と
こ
ろ
し
い
ん
と
静
ま
り
返
り
、
ご
く
ち
っ
ぽ
け
な
蠅
一
匹
す
ら
棲
み

つ
い
て
い
な
か
っ
た
。
で
も
若
者
は
改
め
て
勇
気
回
復
。
こ
と
に
地
階
の
部
屋
べ
や
、
厨く
り
や房
と
か
穴
蔵
と
か
に
足
を
向
け
た
ら
。
い
と
も
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珍
奇
で
美
味
こ
の
上
な
い
食
糧
品
の
蓄
え
が
ど
っ
さ
り
あ
っ
た
し
、
数
数
の
穴
蔵
に
は
葡
萄
酒
の
壜び
ん

が
壁
の
上
の
方
ま
で
寝
か
さ
れ
て
い

て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
甘
い
砂
糖
漬
け
の
果
物
を
密
封
し
た
大
き
な
硝ガ
ラ
ス子
容
器
が
ず
ら
り
と
立
っ
て
い
た
。
綺
麗
で
清
潔
な
厨
房
に
は
明

る
い
火
が
ぱ
ち
ぱ
ち
親
し
げ
に
燃
え
て
お
り
、
そ
の
上
に
目
に
見
え
な
い
手
が
炙や

き
肉
用
の
鉄て
つ

灸き
ゅ
う

を（
（（（
（

置
い
た
。
そ
れ
か
ら
選よ

り
抜
き
の

猟
獣
肉
が
穴
蔵
か
ら（

（（（
（

厨
房
に
踊
り
な
が
ら
入
っ
て
来
て
、
鉄
灸
に
載
っ
か
っ
た
。
次
い
で
そ
の
他
の
御
馳
走
、
極
上
の
野
菜
料
理
や

肉パ
ス
テ
ー
テ

饅
頭
、（

（（（
（

頬
っ
ぺ
た
が
落
ち
そ
う
な
焼
き
菓
子
な
ど
も
、
目
に
見
え
ぬ
手
に
よ
っ
て
同
様
に
手
早
く
美
味
し
く
調
理
さ
れ
、
最
も
麗
し

い
部
屋
べ
や
の
一
つ
に
若
者
が
赴
く
と
、
そ
の
後
か
ら
そ
こ
へ
運
び
込
ま
れ
、
若
者
が
前
に
し
た
掛
け
布
の
掛
か
っ
た
食
卓
の
上
に
並
べ

ら
れ
た
。
若
者
は
ま
ず
愛
用
の
楽
器
を
手
に
取
り
、
そ
の
美
し
い
旋
律
を
し
ん
と
し
た
部
屋
べ
や
に
朗
朗
と
響
か
せ
、
そ
れ
か
ら
お
招
き

に
あ
ず
か
っ
た
食
膳
に
向
か
い
、
ぱ
く
つ
き
始
め
た
。
け
れ
ど
も
ほ
ど
な
く
、
部
屋
の
扉
が
開
き
、
一
人
の
男
の
小
人（

（（（
（

が
入
っ
て
来
た
。

背
丈
は
三
肘
エ
レ
ン
ボ
ー
ゲ
ン
尺
ほ（

（（（
（

ど
、
猩し
ょ
う
じ
ょ
う猩
緋ひ

の
短
上
着
を
一
着
に
及
び
、
小
さ
な
顔
は
萎し
な

び
て
お
り
、
大
き
な
銀
製
の
靴
の
締
め
金
に
ま
で
届

く
灰
色
の
髯ひ
げ

を
生
や
し
て
い
た
。
こ
の
小
人
、
黙
り
こ
く
っ
て
提
琴
弾
き
の
傍
に
座
り
、
一
緒
に
む
し
ゃ
む
し
ゃ
や
ら
か
し
た
。
さ
て
献

立
が
進
ん
で
例
の
見
事
な
炙あ
ぶ

っ
た
猟
獣
肉
の
出
番
に
な
る
と
、
提
琴
弾
き
は
皿
を
取
り
、
お
先
に
ど
う
ぞ
、
と
会え

釈し
ゃ
く

し
て
合
図
し
た
。

す
る
と
小
人
は
に
っ
こ
り
し
て
一
切
れ
肉フ
ォ
ー
ク叉
に
刺
し
、
会
釈
を
返
し
た
が
、
そ
の
折
炙
き
肉
を
食
卓
の
下
に
落
と
し
た
。
そ
こ
で
す
ぐ
さ

ま
親
切
に
提
琴
弾
き
が
背
を
屈
め
、
そ
れ
を
拾
い
上
げ
よ
う
と
し
た
。
が
、
そ
の
途
端
髯
の
小
人
は
背
中
に
乗
っ
か
り
、
命
の
火
を
吹
き

消
さ
ん
ば
か
り
に
、
情
け
容
赦
も
な
く
し
た
た
か
に
ぶ
ち
の
め
し
た
。
提
琴
弾
き
の
口
も
塞
が
れ
た
の
で
、
と
う
と
う
若
者
は
ひ
っ
き
り

な
し
に
殴
ら
れ
続
け
な
が
ら
あ
の
大
き
な
入
り
口
か
ら
外
へ
押
し
出
さ
れ
た
。
城
の
外
で
半
死
半
生
の
提
琴
弾
き
は
や
っ
と
こ
息
を
吹
き

返
し
、
仲
間
た
ち
が
残
っ
て
い
る
旅は
た
ご籠
屋や

ま
で
喘あ
え

ぎ
な
が
ら
這
っ
て
行
っ
た
。
辿
り
着
い
た
時
は
も
う
夜
で
例
の
二
人
は
も
う
眠
っ
て
い

た
。
翌
朝
仲
間
た
ち
は
提
琴
弾
き
が
同
じ
よ
う
に
寝
床
に
横
た
わ
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
て
な
ん
と
も
び
っ
く
り
、
す
ぐ
さ
ま
質
問
攻
め

に
し
た
。
け
れ
ど
も
こ
ち
ら
は
頭
と
背
中
を
搔か

く
ば
か
り
で
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
こ
う
返
辞
。「
お
ま
え
ら
、
ま
あ
出
掛
け
て
っ
て
自
分
で
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見
届
け
な
。
こ
り
ゃ
痛
し
痒か
ゆ

し
っ
て
な
一
件（

（（（
（

だ
か
ら
よ
」。

　

さ
て
今
度
は
二
人
目
の
楽
士
の
番
、
こ
れ
は
喇ら
っ

叭ぱ

吹
き（

（（（
（

だ
っ
た
が
、
魔
法
の
城
に
足
を
踏
み
入
れ
、
青
痣
だ
ら
け
に
さ
れ
た
提
琴
弾
き

と
全
く
同
じ
も
の
を
目
の
当
た
り
に
し
、
肉パ
ス
テ
ー
テ

饅
頭
と
打ち
ょ
う
ち
ゃ
く擲
の
も
て
な
し
を
受
け
、
そ
の
結
果
こ
れ
ま
た
同
様
、
く
な
く
な
に
胴
上
げ
さ

れ
た
狐（

（（（
（

さ
な
が
ら
翌
朝
寝
床
に
転
が
っ
て
、「
突
拍
子
も
無
い
演
奏
を
さ
れ
ち
ま
っ
た
、
荒
っ
ぽ
い
曲
調
で
よ
」
と
ぼ
や
い
た
も
の
。
そ

れ
に
も
拘か
か

わ
ら
ず
三
人
目
の
楽
士
、
横
笛
吹
き（

（（（
（

は
勇
気
凛
凛
、
魔
法
の
城
へ
運
試
し
に
赴
い
た
。
こ
れ
が
一
番
の
利
口
者
だ
っ
た
。
平
気

の
平
左
で
城
中
く
ま
な
く
う
ろ
つ
き
、
こ
う
い
っ
た
綺
麗
な
部
屋
べ
や
が
こ
の
先
ず
う
っ
と
こ
ち
ら
の
も
の
に
な
れ
ば
な
ん
と
も
楽
し
い

限
り
だ
、
と
考
え
た
も
の
。
そ
れ
に
厨
房
と
穴
蔵
に
は
な
に
し
ろ
食
料
の
蓄
え
が
ど
っ
さ
り
あ
っ
た
し
ね
。
間
も
な
く
横
笛
吹
き
の
た
め

に
も
珍
味
佳
肴
を
盛
っ
た
食
卓
が
調
え
ら
れ
た
。
若
者
は
気
の
済
む
ま
で
長
い
こ
と
朗
ら
か
に
歌
っ
た
り
笛
を
吹
い
た
り
し
て
部
屋
の
中

を
歩
き
回
っ
て
か
ら
、
腰
を
下
ろ
し
、
楽
し
く
味
わ
っ
た
。
す
る
と
ま
た
し
て
も
例
の
髯
の
小
人
が
入
っ
て
来
て
、
客
人
の
傍
に
座
り
込

ん
だ
。
恐
れ
を
知
ら
な
い
楽
士
は
こ
れ
を
相
手
に
お
し
ゃ
べ
り
を
始
め
、
ま
る
で
こ
こ
で
百
遍
も
顔
を
合
わ
せ
た
み
た
い
に
ふ
る
ま
っ
た

が
、
小
人
は
あ
ん
ま
り
話
好
き
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
さ
て
ま
た
ま
た
炙
き
肉
の
出
番
に
な
り
、
ま
た
ま
た
小
人
が
わ
ざ
と
肉
切
れ
を
下
へ
落

と
し
た
。
横
笛
吹
き
は
親
切
に
拾
い
上
げ
て
や
ろ
う
と
し
た
が
、
ま
さ
に
そ
の
時
、
こ
の
ち
っ
ぽ
け
な
侏ツ
ヴ
ェ
ル
ク儒
が（

（（（
（

自
分
の
背
中
に
跳
び
乗

ろ
う
と
し
た
の
に
気
付
い
た
。
す
ぐ
さ
ま
ぱ
っ
と
身
を
か
わ
し
て
、
こ
ち
ら
か
ら
襲
い
掛
か
り
、
む
し
ゃ
ぶ
り
つ
く
と
、
小
人
の
髯
を
引

っ
摑
ん
で
猛
烈
に
揺
さ
ぶ
っ
た
の
で
、
と
う
と
う
髯
が
す
っ
か
り
す
っ
ぽ
抜
け
た
。
す
る
と
爺
さ
ん
小
人
は
呻う
め

き
な
が
ら
崩
折
れ
て
し
ま

っ
た
。
一
方
若
者
は
両
手
に
髯
を
握
っ
た
途
端
、
法
外
な
力
が
ど
っ
と
体
に
溢
れ
て
来
て
、
城
の
中
に
素
晴
ら
し
い
物
が
数
数
あ
る
の
が

前
よ
り
ず
っ
と
ず
っ
と
た
く
さ
ん
目
に
見
え
た
。
こ
れ
に
反
し
て
小
人
は
ど
う
や
ら
す
っ
か
り
生
気
を
失
く
し
て
し
ま
い
、
ひ
い
ひ
い
泣

い
て
こ
う
哀
願
。「
返
せ
、
わ
し
の
髯
を
返
し
て
く
れ
。
返
し
て
く
れ
れ
ば
こ
の
城
を
支
配
し
と
る
魔
法
を
全
部
お
ぬ
し
に
教
え
、
手
を

貸
し
て
魔
法
を
解
い
て
し
ん
ぜ
よ
う
。
そ
う
す
り
ゃ
お
ぬ
し
、
お
蔭
で
金
持
ち
に
な
り
、
い
つ
ま
で
も
幸
せ
に
な
ろ
う
に
よ
」。
だ
が
賢
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い
横
笛
吹
き
は
こ
う
返
答
し
た
。「
あ
ん
た
の
髯
を
返
し
て
も
や
ろ
う
が
な
、
だ
が
、
そ
の
前
に
─
─
前
に
だ
ぞ
、
な
に
も
か
も
ぼ
く
に

教
え
な
く
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
。
で
な
き
ゃ
あ
ん
た
は
悪
党
だ
。
そ
う
し
な
い
う
ち
は
こ
の
髯
、
手
離
す
こ
っ
ち
ゃ
な
い
」。
そ
こ
で
爺
さ

ん
は
、
致
し
か
た
な
く
ま
ず
自
分
の
し
た
約
束
を
果
た
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ほ
ん
と
は
そ
ん
な
気
は
な
く
、
狡
く
立
ち
回
っ
て
髯
を

取
り
戻
し
た
か
っ
た
の
だ
が
。
こ
う
し
て
若
者
は
小
人
の
後
に
随つ

い
て
幾
つ
も
の
暗
い
通
路
、
丸
天
井
の
地
下
の
穴
蔵
、
ぞ
っ
と
す
る
よ

う
な
巖
の
裂
け
目
を
通
り
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
と
う
と
う
頭
上
の
開
け
た
広
広
し
た
野
原
に
出
た
。
こ
れ
は
全
く
の
話
、

こ
ち
ら
よ
り
ず
っ
と
麗
し
い
世
界
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
と
、
河
の
畔ほ
と
り

に
来
た
が
、
こ
れ
は
轟ご
う
ご
う轟
と
荒
れ
狂
っ
て
い
た
。
し
か
し
小
人

が
小
さ
な
杖
を
取
り
出
し
て
水
を
叩
く
と
、
波
浪
は
す
ぐ
さ
ま
二
つ
に
分
か
れ
、
両
人
が
足
を
濡
ら
さ
ず
向
こ
う
岸
に
渡
る
ま
で
そ
の
ま

ま
静
か
に
し
て
い
た
。
い
や
さ
て
、
向
こ
う
岸
の
素
晴
ら
し
い
こ
と
と
い
っ
た
ら
。
更
に
青
葉
の
茂
る
壮
麗
な
木こ

の
下し
た
か
げ蔭
を
辿
り
続
け
る

と
、
ど
こ
に
も
か
し
こ
に
も
花
花
が
咲
き
乱
れ
、
金
銀
の
羽
の
小
鳥
た
ち
が
妙た
え

な
る
唄
を
歌
い
、
き
ら
き
ら
輝
く
甲
虫
や
蝶ち
ょ
う
ち
ょ
う蝶
が
辺
り

を
ひ
ら
ひ
ら
舞
い
飛
び
、
優
美
な
動
物
た
ち
が
茂
み
や
生
垣
で
遊
び
戯
れ
て
い
た
。
頭
上
の
空
は
青
く
は
な
く
、
純
金
の
光
輪
の
よ
う
に

光
り
輝
き
、
星
星
は
ず
っ
と
大
き
く
て
、
複
雑
に
縺も
つ

れ
合
う
舞
踏
さ
な
が
ら
互
い
に
交
錯
し
て
旋
回
し
て
い
た
。

　

若
者
は
驚
嘆
し
た
。
で
も
年
老
い
た
侏ツ
ヴ
ェ
ル
ク儒
に
あ
の
不
思
議
な
城
よ
り
も
っ
と
ず
っ
と
絢
爛
豪
華
な
館
に
連
れ
込
ま
れ
た
時
の
驚
き
は

こ
ん
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
館
の
中
で
も
壮
麗
さ
と
と
も
に
深
沈
た
る
静
寂
が
ど
の
部
屋
べ
や
を
も
支
配
し
て
い
た
。
そ
う
し
た

数
多
く
の
部
屋
を
く
ま
な
く
歩
き
、
や
が
て
薄
物
の
帳と
ば
り

で
す
っ
か
り
囲
ま
れ
て
い
る
そ
の
一
つ
に
足
を
踏
み
入
れ
た
。
部
屋
の
真
ん
中

に
は
や
は
り
帳
で
厚
く
覆
わ
れ
た
寝
台
が
あ
り
、
そ
の
上
に
は
見
事
な
鳥
籠
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
て
、
中
に
い
る
一
羽
の
小
鳥
が
明
る
い

囀さ
え
ず

り
で
静
寂
を
震
わ
せ
て
い
た
。
年
老
い
た
小
人
は
寝
台
の
周
り
の
帳
を
掲
げ
、
若
者
を
も
っ
と
近
く
に
寄
ら
せ
た
。
若
者
が
黄き

ん金
の

総ふ
さ

が
幾
つ
も
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
柔
ら
か
な
絹
の
褥し
と
ね

の
上
に
見
た
の
は
、
す
や
す
や
と
眠
っ
て
い
る
世
に
も
愛
ら
し
い
乙
女
だ
っ
た
。

そ
の
姿
は
天
使
の
よ
う
、
純
白
の
肌
着
を
纏
い
、
胸
と
両
の
肩
に
は
黄
金
の
巻
き
毛
が
波
打
っ
て
お
り
、
頭
に
は
金ダ
イ
ア
モ
ン
ド

剛
石
の
冠
が
き
ら
め
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て
い
た
。
け
れ
ど
死
に
も
似
た
眠
り
が
そ
の
穏
や
か
な
表
情
を

虜と
り
こ囚
に
し
て
お
り
、
ど
ん
な
物
音
で
も
典
雅
な
眠
れ
る
乙
女
を

目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
す
る
と
小
人
は
讃
嘆

し
き
っ
て
い
る
若
者
に
向
か
っ
て
こ
う
告
げ
た
。「
こ
こ
で
眠

っ
て
い
る
こ
の
子
だ
が
な
、
こ
れ
は
あ
る
高
貴
な
姫
君
な
の
だ
。

こ
の
見
事
な
城
と
こ
の
恵
ま
れ
た
国
は
こ
の
子
の
相
続
領
と
な

る
。
魔
法
が
解
か
れ
た
暁
に
は
、
と
い
う
こ
と
だ
が
。
し
た
が
、

何
百
年
も
前
か
ら
深
い
魔
睡
に
昏こ
ん
こ
ん昏
と
眠
っ
て
お
る
し
、
何
百

年
も
前
か
ら
こ
こ
へ
通
ず
る
道
を
見
つ
け
た
人
間
は
お
ら
ぬ
。

わ
し
だ
け
が
こ
の
道
を
往
来
し
て
、
わ
し
の
住
ま
い
の
か
し
こ

の
あ
の
城
で
食
事
を
し
、
黄
金
欲
し
や
に
浮
か
さ
れ
た
連
中
が

現
わ
れ
る
と
、
棍
棒
料
理
を
ふ
る
ま
っ
て
参
っ
た
の
だ
。
わ
し

は
こ
の
眠
れ
る
乙
女
の
番
人
で
な
、
余よ

そ所
者
が
こ
こ
に
闖ち
ん

入に
ゅ
う

せ
ぬ
よ
う
周
到
に
見
張
り
を
せ
ね
ば
な
ら
ん
か
っ
た
。
わ
し
の

髯
は
そ
の
た
め
に
授
け
ら
れ
た
も
の
。
そ
れ
に
は
途
方
も
な
い

力
が
籠
め
ら
れ
て
お
る
の
で
、
わ
し
も
や
は
り
何
百
年
も
前
か

ら
こ
の
魔
法
を
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
だ
が
の
、

髯
が
毟む
し

り
取
ら
れ
た
今
と
な
っ
て
は
わ
し
は
無
力
に
な
っ
て
し
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ま
い
、
優
雅
な
姫
君
と
と
も
に
甦
よ
み
が
え

る
こ
の
限
り
な
い
幸
運
を
お
ぬ
し
に
見
つ
け
さ
せ
、
引
き
渡
さ
ね
ば
な
ら
ん
の
だ
。
さ
れ
ば
、
魔
法

か
ら
解
放
す
る
手
立
て
に
急
い
で
取
り
掛
か
る
が
よ
か
ろ
う
。
姫
君
の
上
に
下
が
っ
て
い
る
こ
の
籠
の
鳥
を
捉
ま
え
る
の
だ
。
こ
の
鳥
は

な
、
そ
の
昔
歌
っ
て
姫
君
を
魔
睡
に
引
き
込
み
、
以
来
あ
あ
し
た
唄
を
絶
え
ず
囀
り
続
け
に
ゃ
な
ら
ん
で
お
る
。
こ
れ
を
捉
ま
え
、
殺
し

て
し
ま
え
。
そ
し
て
小
さ
い
心
臓
を
抉え
ぐ

り
出
し
、
そ
れ
を
燃
や
し
て
粉
に
せ
い
。
そ
し
て
そ
の
粉
を
姫
君
の
口
中
に
注
ぐ
の
だ
。
さ
す
れ

ば
姫
君
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
目
を
覚
ま
し
、
そ
の
手
も
そ
の
心
も
、
そ
の
領
土
も
そ
の
城
も
、
そ
れ
か
ら
そ
の
財
宝
一
切
合
財
ひ
っ
く
る
め

て
お
ぬ
し
に
捧
げ
て
く
れ
よ
う
ぞ
」。
そ
し
て
小
人
は
精
根
尽
き
て
口
を
つ
ぐ
み
、
若
者
の
方
は
即
刻
解
放
の
仕
事
を
始
め
た
。
手
早
く

そ
し
て
手
際
よ
く
、
な
に
も
か
も
爺
さ
ん
小
人
の
指
図
通
り
に
や
り
、
粉
の
仕
度
を
し
た
。
そ
れ
を
服の

ま
せ
て
も
の
の
数
分
も
経
た
な
い

う
ち
に
、
姫
君
は
爽
や
か
に
微
笑
み
な
が
ら
目
を
開
き
、
臥ふ
し
ど床
か
ら
身
を
起
こ
し
、
幸
せ
に
酔
っ
た
若
者
の
胸
に
ぐ
っ
た
り
と
抱
か
れ
、

愛
を
囁
き
な
が
ら
感
謝
し
、
妹い
も

背せ

の
契
り
を
誓
っ
た
。
そ
の
瞬
間
城
中
に
ど
ろ
ど
ろ
ば
り
ば
り
と
い
う
音
音
が
轟と
ど
ろ

き
渡
り
、
ど
の
階
段

に
も
足
音
が
響
き
、
ど
の
部
屋
も
ざ
わ
ざ
わ
と
騒
が
し
く
な
っ
た
。
や
が
て
従
僕
と
侍
女
の
群
が
に
こ
や
か
な
顔
を
揃
え
て
幸
せ
な
二
人

の
居
室
に
入
っ
て
来
た
。
だ
れ
も
が
喜
色
満
面
で
、
そ
れ
か
ら
ぴ
ち
ぴ
ち
活
き
活
き
と
幾
つ
も
の
厨
房
、
酒
蔵
、
大
小
の
部
屋
べ
や
、
通

路
に
す
っ
飛
ん
で
行
っ
て
、
め
い
め
い
の
仕
事
に
取
り
掛
か
っ
た
。
全
員
ま
る
で
生
ま
れ
変
わ
っ
た
よ
う
。

　

ち
っ
ぽ
け
な
爺
さ
ん
侏ツ
ヴ
ェ
ル
ク儒
は
、
髯
を
返
し
て
く
れ
、
と
若
者
に
や
い
の
や
い
の
と
せ
っ
つ
き
、
陰
険
な
胸
の
裡う
ち

で
、
こ
の
幸
運
児
に

悪
さ
を
働
い
て
や
ろ
う
、
と
も
く
ろ
ん
で
い
た
。
な
に
し
ろ
、
こ
や
つ
の
顎
に
元
通
り
髯
が
く
っ
つ
い
た
ら
、
死
す
べ
き
定
め
の
人
の
子

を
打
ち
拉ひ
し

げ
る
力
の
持
ち
主
に
な
る
か
ら
で
。
し
か
し
利
口
な
笛
吹
き
は
腹
黒
い
小
人
に
相
変
わ
ら
ず
用
心
を
お
こ
た
ら
ず
、
こ
う
告
げ

た
。「
あ
あ
、
あ
ん
た
の
髯
は
返
し
て
や
る
と
も
、
心
配
し
な
さ
ん
な
。
別
れ
る
時
に
渡
す
よ
。
が
、
済
ま
な
い
け
ど
、
ぼ
く
ら
二
人
に
、

ぼ
く
の
可
愛
い
花
嫁
と
ぼ
く
と
に
、
ち
ょ
っ
と
の
間
あ
ん
た
を
送
ら
せ
て
欲
し
い
ん
だ
」。
小
人
は
こ
れ
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
三
人
は
美
し
い
木
の
下
蔭
と
花
園
を
通
っ
て
小
人
と
同
行
、
と
う
と
う
例
の
お
っ
そ
ろ
し
く
深
い
、
轟
轟
と
流
れ
る
河
の
畔
に
出
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た
。
こ
れ
は
姫
君
の
領
地
を
取
り
囲
ん
で
何
哩マ
イ
ル

も
何
哩
も
流
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
国
境
線
と
な
っ
て
い
た
。
ぐ
る
り
一
帯
、
人
間
が
対

岸
に
渡
れ
る
よ
う
な
橋
一
つ
、
小
舟
一い
っ
そ
う艘
あ
り
は
し
な
い
。
大
胆
不
敵
な
泳
ぎ
手
だ
っ
て
や
り
抜
け
な
か
っ
た
ろ
う
。
な
に
せ
、
波
浪
が

激
し
く
荒
れ
狂
っ
て
い
た
か
ら
。
若
者
が
小
人
に
言
う
よ
う
「
あ
ん
た
の
あ
の
杖
を
貸
し
て
よ
、
今
度
は
ぼ
く
が
あ
ん
た
の
た
め
に
河
水

を
二
つ
に
分
け
て
あ
げ
る
か
ら
」。
小
人
は
髯
の
力
が
戻
っ
て
い
な
い
も
の
だ
か
ら
、
い
や
が
お
う
で
も
相
手
の
言
う
こ
と
を
聴
か
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
が
、
心
中
密ひ
そ

か
に
ほ
く
そ
え
み
な
が
ら
こ
う
考
え
た
。
や
つ
が
河
の
向
こ
う
で
わ
し
に
髯
を
渡
し
た
ら
、
や
つ
を
思
う
が

ま
ま
に
し
て
、
杖
を
取
り
返
し
、
二
人
と
も
連
中
の
世
に
も
素
晴
ら
し
い
国
に
戻
れ
な
く
し
て
や
る
わ
い
、
と
ね
。
で
も
侏ツ
ヴ
ェ
ル
ク儒
の
陰
険

な
企
み
は
こ
う
う
ま
く
は
行
か
な
か
っ
た
。
利
口
で
幸
運
な
若
者
が
杖
で
水
を
打
ち
、
水
が
さ
っ
と
分
か
れ
て
動
か
な
く
な
る
と
、
小
人

が
先
立
ち
で
向
こ
う
岸
に
渡
っ
た
。
す
る
と
そ
の
背
後
で
波
浪
が
ま
た
く
っ
つ
い
て
逆
巻
い
た
。
と
こ
ろ
が
若
者
は
い
と
し
い
花
嫁
と
こ

ち
ら
側
に
残
り
、
杖
を
手
に
し
た
ま
ま
で
、
髯
だ
け
河
の
向
こ
う
へ
投
げ
た
も
の
。
そ
こ
で
小
人
は
あ
ち
ら
で
そ
れ
を
受
け
留
め
、
ま
た

顎
に
く
っ
つ
け
た
。
く
っ
つ
け
は
し
た
が
、
爺
さ
ん
、
魔
法
の
杖
を
騙
し
取
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
後
絶
対
に
こ
の
美う
ま

し
国
に
足

を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
さ
て
、
幸
せ
な
若
者
は
愛
ら
し
い
妻
と
と
も
に
ま
た
城
へ
、
喜
び
と
至
福
の
絶
え
な
い
地
へ

帰
っ
て
行
っ
た
。
仲
間
二
人
の
許
に
取
っ
て
返
し
た
い
な
ん
て
気
持
ち
は
こ
れ
っ
ぱ
か
り
も
湧
か
な
か
っ
た
。
朋
輩
た
ち
は
長
い
こ
と
旅

籠
屋
に
滞
在
し
て
い
た
が
、
若
者
が
二
度
と
現
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
い
わ
く
「
あ
り
ゃ
あ
笛
吹
き
に
行
っ
ち
ま
っ
た
ん
だ
」（

（（（
（

。
─
─
以

来
こ
れ
が
諺
こ
と
わ
ざ

に
な
っ
た
。
だ
れ
か
が
、
あ
る
い
は
何
か
が
、
そ
れ
っ
き
り
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
時
の
ね
。

　
　
　

解
題

　
　
　

原
題　

D
ie drei M

usikanten. 　

４校　鈴木.indd   479 10.1.15   4:49:57 PM



480

武蔵大学人文学会雑誌　第 41 巻第 2号

四
一　

粉
挽
き
と
女ニ

ク

セ

の
水
の
精

　

原
題　

D
er M

üller und die N
ixe.

　

Ｋ
Ｈ
Ｍ
一
八
一
「
池
の
女ニ

ク

セ

の
水
の
精
」D

ie N
ixe im

 T
eich 

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
。

　

二
三　

べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
の
花
嫁
御
寮

（
3
）
ど
け
行
く
、
ど
け
行
く
、
羽
根
袋
ど
ん
、
／
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
の
花
嫁
御
寮
は
い
っ
た
い
何
を
し
て
ご
ざ
る　

W
ohin, w

ohin, H
err Federsack? / W

as m
acht die 

schöne junge Braut?

（
4
）
あ
の
子
は
う
ち
中
掃
除
し
て
、
／
窓
か
ら
外
を
眺
め
て
い
る
で
し
ょ　

Sie fegt und säubert unser H
aus / U

nd schaut w
ohl auch zum

 Fenster heraus!

（
5
）
や
あ
、
ご
き
げ
ん
よ
う
、
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
の
花
嫁
御
寮
、
／
嬉
し
そ
に
お
ら
っ
ち
を
眺
め
て
る
だ
な　

Grüß Gott, o schöne junge Braut, / D
ie freundlich 

uns entgegenschaut.

（
6
）
あ
ば
よ
、
道
中
ご
無
事
で
な
、
べ
っ
ぴ
ん
さ
ん
の
花
嫁
御
寮
、
／
女
を
信
用
す
る
な
ん
て
と
ん
ち
き
間
抜
け
も
い
い
と
こ
さ　

Fahr w
ohl, du schöne junge 

Braut! / Ein T
or ist, w

er auf W
eiber baut!

　

二
四　

七
羽
の
鴉

（
7
）
す
る
と
す
ぐ
さ
ま
…
…
姿
を
消
し
た　

母
親
が
魔
術
を
心
得
て
い
た
の
で
は
な
い
。
言
葉
に
は
力
が
あ
り
、
祝
福
や
呪
詛
は
そ
れ
相
当
の
効
能
を
表
す
、
と
か
つ
て
は

４校　鈴木.indd   480 10.1.15   4:49:58 PM



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（その三）　鈴木滿訳・注・解題

481

い
ず
れ
の
地
、
い
ず
れ
の
民
族
に
お
い
て
も
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
今
で
も
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
そ
う
し
た
信
仰
は
残
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
8
）
煖だ
ん

炉ろ

の
中
に
は
…
…
載
っ
て
い
た　
「
煖
炉
」
と
訳
し
た
「
オ
ー
フ
ェ
ン
」O

fen 

は
（
日
本
の
「
囲い

炉ろ

裏り

」
と
同
様
）
暖
房
用
で
も
あ
っ
た
し
、
料
理
用
で
も
あ
っ
た
。

自じ

在ざ
い

鉤か
ぎ

に
吊
る
し
た
湯
沸
か
し
で
湯
を
沸
か
し
た
り
、
鍋
で
煮
物
を
こ
と
こ
と
煮
た
り
、
焼
き
串
で
魚
や
肉
片
を
焼
い
た
り
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

料
理
が
冷
め
な
い
よ
う
に
煖
炉
の
内
側
に
設
え
た
棚
や
腰
掛
け
に
置
い
て
お
く
こ
と
も
で
き
た
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
指
し
て
い
る
。
な
お
、
火
を
完
全
に
囲
い
込
ん
だ
調

理
用
ス
ト
ー
ヴ
や
天オ
ー
ヴ
ン火
へ
の
移
行
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
十
八
世
紀
以
降
徐
徐
に
進
ん
だ
よ
う
だ
。
都
市
部
で
は
入
手
が
困
難
に
な
っ
た
薪
や
木
炭
か
ら
、
供
給

無
限
─
─
と
思
わ
れ
た
─
─
の
石
炭
に
燃
料
が
変
わ
り
始
め
た
た
め
。
臭
い
硫
黄
の
蒸
気
を
出
す
石
炭
だ
と
、
開
放
型
の
煖
炉
の
直
火
で
は
料
理
に
不
向
き
だ
っ
た
の
で
。

（
9
）
処
刑
さ
れ
た
哀
れ
な
罪
び
と
の
死
骸
を
喰
わ
な
き
ゃ
な
ら
な
か
っ
た
ん
だ　

町
外
れ
の
小
高
い
丘
の
上
や
街
道
筋
に
立
て
ら
れ
た
絞
首
架
に
罪
人
が
吊
る
さ
れ
、
見
せ

し
め
の
た
め
、
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
下
に
落
ち
る
ま
で
風
に
揺
ら
れ
る
ま
ま
ぶ
ら
下
が
り
、
鴉
ど
も
に
つ
つ
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
陰
惨
な
光
景
は
、
中
・
近
世
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
を
舞
台
に
し
た
物
語
に
し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
る
。

（
（0
）
新
居
の
最
初
の
奉
献
式  des neuen H

auses erste W
eihe.　

「
奉ヴ
ァ
イ
エ

献
式
」W

eihe 

は
教
会
が
建
立
さ
れ
た
時
行
な
わ
れ
る
浄
め
の
儀
式
で
あ
る
。

　

二
五　

婚
礼
の
客
お
三
方

（
（（
）
百
姓
屋
敷
に
飼
わ
れ
て
い
る
犬
が
三
匹　

drei H
ofhunde.　

大
き
な
農
園
を
経
営
し
て
い
る
農
夫
は
、
数
人
、
あ
る
い
は
十
数
人
の
男
女
の
使
用
人
を
雇
い
、
牛
、

馬
、
豚
、
羊
、
鶏
、
鵞
鳥
な
ど
家
畜
・
家
禽
も
た
く
さ
ん
飼
育
、
広
大
な
屋
敷
（
母
屋
、
使
用
人
の
住
む
長
屋
、
納
屋
、
脱
穀
場
、
厩
舎
、
鳥
小
屋
、
そ
の
他
付
帯
施
設
、

井
戸
の
あ
る
中
庭
か
ら
成
る
）
を
持
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
「
ホ
ー
フ
」H

of 

と
い
う
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
日
本
語
「
百
姓
屋
敷
」
に
相
当
。

（
（2
）
す
ご
く　

scharf.　

味
に
も
状
態
に
も
用
い
ら
れ
る
形
容
詞
・
副
詞
。

（
（3
）
熱
い　

heiß.　

温
度
に
も
状
態
に
も
用
い
ら
れ
る
形
容
詞
・
副
詞
。

（
（4
）
ぼ
ろ
ぼ
ろ　

m
ürbe.　

焼
き
菓
子
の
柔
ら
か
い
状
態
も
指
す
が
、「
無
気
力
な
」「
う
ち
ひ
し
が
れ
た
」「
く
た
く
た
の
」
と
い
う
意
に
も
な
る
。

（
（5
）
だ
が
の
、
毛
を
置
い
て
来
に
ゃ
［
手
痛
い
目
に
遭
わ
に
ゃ
］　aber H

aare lassen m
uß einer können.　

H
aare lassen m

üssen 

は
「（
商
売
な
ど
で
）
手
痛
い

目
に
遭
う
」
と
い
う
意
味
の
慣
用
句
。
し
か
し
、
直
訳
す
る
と
「
毛
を
置
い
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
な
る
。
こ
の
わ
ん
公
、
可
哀
そ
う
に
、
実
際
、
毛
を
置
い
て

来
た
わ
け
。　

（
（6
）
掛ブ
リ
ュ
ウ
エ

け
汁  Brühe.  

こ
っ
て
り
し
た
煮
出
汁
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
ブ
イ
ヨ
ン
」bouillon

に
当
た
る
。
普
通
は
ス
ー
プ
の
こ
と
だ
が
、
肉
や
鳥
の
料
理
に
掛
け
ら
れ
る
グ

レ
イ
ヴ
ィ
・
ソ
ー
ス
の
こ
と
も
い
う
。
こ
こ
で
は
、
哀
れ
な
わ
ん
公
に
ぶ
っ
掛
け
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ
う
訳
し
て
お
い
た
。
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二
六　

涙
の
小
壺

（
（7
）
御ご

変へ
ん

容よ
う

の
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
に
麗
し
か
っ
た　

schön w
ie in V

erklärung.　

 

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
「
変
容
」（
英
語the T

ransfiguration

）
は
、
そ
の

神テ
オ
フ
ァ
ニ
ー

性
の
顕
現T

heophanie

の
一
場
面
と
し
て
、
特
に
東
方
正
教
会
（
ロ
シ
ア
正
教
会
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
な
ど
）
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
の
都
市
ノ

ヴ
ゴ
ロ
ド
の
聖イ

コ

ン
画
像
や
中
世
ロ
シ
ア
最
大
の
聖イ

コ

ン
画
像
画
家
ア
ン
ド
レ
イ
・
ル
ブ
リ
ョ
フ
に
描
か
れ
た
図
が
名
高
い
。
東
方
正
教
会
で
は
こ
の
祝
祭
日
を
「
顕
栄
祭
」（
八

月
一
九
日
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
の
祝
日
「
変
容
貌
日
」
は
八
月
六
日
）
と
い
う
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
こ
れ
を
主
題
と
し
た
絵
画
と
し
て
は
、
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
美
術
館

に
あ
る
サ
ン
ツ
ィ
オ
・
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
遺
作
『

変
ト
ラ
ス
フ
ィ
グ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ネ

容

』T
rasfigurazione

（
一
五
一
八
─
二
〇
）
が
有
名
。
画
面
全
体
が
暗
い
の
に
対
し
、
山
上
か
ら
飛

翔
す
る
さ
ま
の
キ
リ
ス
ト
は
、
光
り
輝
い
て
見
え
る
。
前
記
聖イ

コ

ン
画
像
で
は
宙
に
浮
い
て
は
い
な
い
よ
う
だ
が
。「
変
容
」
は
、
新
約
聖
書
マ
タ
イ
伝
十
七
章
一
─
九
節
、

特
に
二
節
、
マ
ル
コ
伝
九
章
二
─
八
節
、
特
に
二
─
三
節
、
ル
カ
伝
九
章
二
十
八
─
三
十
六
節
、
特
に
二
十
九
節
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
斯か
く

て
彼
ら
の
前
に
て
其
の
状さ
ま

か
は
り
、
其
の
顔
は
日
の
ご
と
く
輝
き
、
そ
の
衣
は
光
の
ご
と
く
白
く
な
り
ぬ
」（
マ
タ
イ
伝
十
七
章
二
節
）。

　

二
七　

雌め
ん

鶏ど
り

ち
ゃ
ん
と
雄お
ん
ど
り鶏
ち
ゃ
ん
の
話　
　
　

（
（8
）
胡
桃
の
実　

私
た
ち
が
店
で
見
掛
け
る
胡
桃
は
、
固
い
殻
に
覆
わ
れ
た
脂
っ
こ
い
白
い
物
（
仁じ
ん

、
胚は
い

乳に
ゅ
う

）
だ
け
ど
、
あ
れ
は
胡
桃
の
実
の
核さ
ね

。
梅
干
で
言
え
ば
普
通

し
ゃ
ぶ
っ
て
ほ
き
だ
す
あ
れ
で
す
。
秋
に
熟
し
た
胡
桃
の
実
は
柔
ら
か
い
果
肉
に
包
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
流
水
に
浸
し
た
り
し
て
腐
ら
せ
て
除
去
し
、
核
だ
け
に

し
ま
す
。
し
か
し
、
六
月
頃
の
未
成
熟
の
胡
桃
（
青
胡
桃
）
の
果
肉
は
も
っ
と
豊
か
な
の
で
食
用
に
な
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
で
は
酢ピ
ク
ル
ス

漬
け
に
し
た
り
、
あ
る
種
の
リ
キ
ュ
ー

ル
の
原
料
に
し
ま
す
。
日
本
で
は
、
た
と
え
ば
、
秋
田
県
角か
く
の
だ
て館
（
仙
北
市
角
館
町
）
の
郷
土
料
理
「
若
胡
桃
の
味
噌
漬
け
」。
鶏
た
ち
も
つ
つ
け
ば
楽
に
食
べ
ら
れ
る
こ

う
し
た
果
肉
が
目
的
だ
っ
た
の
で
す
が
、
雌
鶏
ち
ゃ
ん
が
丸
呑
み
し
た
の
で
大
騒
動
で
す
。

（
（9
）
花は
な

冠
か
ん
む
り　

K
ranz.　

銀ミ

ル

テ
梅
花
の
花
冠
。
銀
梅
花
の
枝
を
編
ん
で
拵
え
た
花
環
。
純
潔
の
象
徴
と
し
て
花
嫁
の
冠
に
用
い
る
。
た
だ
、
泉
が
な
ぜ
花
冠
を
欲
し
が
る
の
か

分
か
ら
な
い
。
泉Brunnen

は
ド
イ
ツ
語
で
は
男
性
名
詞
だ
し
。

（
20
）
轅な
が
え　

D
eichsel.　

牛
や
馬
な
ど
動
物
に
牽
か
せ
る
車
か
ら
前
に
長
く
突
き
出
た
二
本
の
棒
。
そ
の
両
端
に
軛く
び
き

を
渡
し
、
動
物
を
繋
い
で
牽
か
せ
る
。

（
2（
）
しリ

ン

デ

な
の
木　

Linde.　

以
前
は
「
菩
提
樹
」
と
訳
さ
れ
た
、
ド
イ
ツ
語
圏
お
馴
染
み
の
あ
の
樹
木
。

（
22
）
お
狐
さ
ん
が
く
た
ば
っ
た　

D
er Fuchs ist m

ausetot!　

直
訳
す
れ
ば
「
狐
が
鼠
の
よ
う
に
死
ん
だ
＝
狐
が
完
全
に
死
ん
だ
」。「
二モ
イ
ス
ヒ
ェ
ン

十
日
鼠
」M

äuschen

の
せ
い

で
死
ん
だ
、
と
掛
け
て
い
る
の
だ
が
、
う
ま
く
訳
せ
ま
せ
ん
。

　

二
八　

穀
物
の
穂

（
23
）
い
と
高
き
処
に
は
栄
光
、
神
に
あ
れ
。
地
に
は
平
和
、
な
べ
て
の
人
人
の
間
に
優
し
み
と
祝
福
と
愛
の
あ
れ
か
し　

Ehre sei Gott in der H
öhe, Friede auf 
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Erden und unter allen M
enschen W

ohlw
ollen, Segnung und Liebe.　

新
約
聖
書
ル
カ
伝
二
章
十
四
節
に
「
い
と
高
き
処
に
は
栄
光
、
神
に
あ
れ
。
地
に
は
平

和
、
主し
ゅ

の
悦
び
給
ふ
人
に
あ
れ
」Ehre sei Gott in der H

öhe, Friede auf Erden und den M
enschen ein W

ohlgefallen!

（
ル
タ
ー
訳
ド
イ
ツ
語
聖
書
に
よ

る
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
寿こ
と
ほ

ぐ
天
使
に
、
天
の
軍
勢
が
加
わ
っ
て
、
神
を
讃
美
し
た
時
の
詞こ
と
ば

。

　

二
九　

兎
と
狐

（
24
）
切
り
詰
め
所じ
ょ
た
い帯
っ
て
や
つ  D

ürrhof.　
「
デ
ュ
ル
ホ
ー
フ
」
と
は
し
み
っ
た
れ
か
貧
し
い
か
で
、
ろ
く
す
っ
ぽ
食
べ
る
物
も
な
い
所
帯
の
こ
と
。

（
25
）
丸ゼ
ン
メ
ル

麪
麭　

Sem
m

el.　
（
ラ
イ
麦
、
そ
の
他
の
雑
穀
を
混
ぜ
た
り
し
な
い
で
）
小
麦
の
粉
だ
け
で
拵こ
し
ら

え
た
上
等
の
小
型
の
丸
い
白
パ
ン
。
皮
が
固
い
が
中
味
は
柔
ら
か

い
。「
焼
き
立
て
の
ゼ
ン
メ
ル
の
よ
う
に
売
れ
る
」A

bgehen w
ie w

arm
e Sem

m
eln

は
「
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
る
」「
と
て
も
需
要
が
多
い
」
の
意
の
慣
用
句
。「
ゼ
ン

メ
ル
」
は
南
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
の
呼
称
。
他
地
方
で
は
ブ
レ
ー
チ
ェ
ンBrötchen

と
も
。

　

三
〇　

勇
ま
し
い
横
笛
吹
き

（
26
）
横
笛
吹
き　

Flötenspieler.　

横
笛
奏
者
。「
フ
レ
ー
テ
」Flöte

（
笛
）
は
お
そ
ら
く
最
古
の
木
管
楽
器
。
ド
イ
ツ
で
は
横
笛Q

uerflöte

（Flauto traverso

） 

が
普

通
だ
っ
た
の
で
、「
横
笛
」
と
訳
し
た
。

（
27
）
借パ

ハ

タ

ー

地
契
約
人　

Pachter.  

王
侯
や
大
修
道
院
の
よ
う
な
大
領
主
か
ら
土
地
の
賃
貸
契
約
を
し
て
い
る
農
民
。
普
通
「
小
作
人
」
と
邦
訳
さ
れ
る
が
、
か
つ
て
の
我
が

国
の
小
作
農
の
よ
う
に
経
済
的
貧
困
と
結
び
付
け
ら
れ
る
階
層
で
は
な
い
。
英
国
の
「
テ
ナ
ン
ト
」tenant

に
当
た
る
。
ち
な
み
に
、
荘
園
領
主
の
家
臣
と
し
て
荘
園
管

理
に
当
た
る
者
は
「
マ
イ
ア
ー
」M

eier

（「
荘
官
」「
庄
司
」）
で
あ
り
、
そ
れ
が
差
配
す
る
農
園
が
「
マ
イ
ア
ー
ホ
ー
フ
」
で
、
こ
れ
が
「
荘
園
」
に
相
当
す
る
。

（
28
）
ほ
ん
の
近
く
に
古
い
お
城
が
あ
る　

in kurzer Entfernung ... eine alte Burg.　

お
そ
ら
く
こ
の
城
は
、
借
地
契
約
人
が
経
営
し
て
い
る
農
園
と
は
街
道
を
隔
て

た
小
高
い
巖
山
の
上
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
29
）
扁ひ
ら

豆ま
め　

Linsen. 

「
あ
じ
ま
め
」「
レ
ン
ズ
豆
」。
凸
レ
ン
ズ
の
よ
う
な
形
の
豆
。
疑
い
も
な
く
地
中
海
域
諸
国
原
産
で
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、

ヘ
ブ
ラ
イ
人
の
間
で
は
食
料
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
旧
約
聖
書
創
世
記
二
十
五
章
二
十
九
─
三
十
四
節
に
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
イ
サ
ク
の
長
子
エ
サ
ウ

が
空
腹
の
あ
ま
り
弟
の
ヤ
コ
ブ
に
、
ヤ
コ
ブ
が
煮
て
い
た
「
扁あ
じ

豆ま
め

の
羹
あ
つ
も
の

」、
つ
ま
り
レ
ン
ズ
豆
の
シ
チ
ュ
ウ
を
分
け
て
も
ら
う
代
わ
り
に
長
子
権
を
譲
っ
て
し
ま
う
く

だ
り
が
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
や
ロ
ー
マ
人
に
お
け
る
消
費
量
は
高
く
、
と
り
わ
け
人
口
の
大
半
を
占
め
る
貧
困
層
に
と
っ
て
大
切
な
食
べ
物
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
現

代
ド
イ
ツ
の
料
理
書
で
は
、
レ
ン
ズ
豆
の
料
理
（
サ
ラ
ダ
な
ど
）
は
敏
感
な
胃
の
持
ち
主
に
は
ど
う
も
感
心
し
な
い
、
と
悪
口
を
言
う
向
き
も
。
た
だ
、
こ
れ
は
水
に
長

い
こ
と
漬
け
て
お
か
な
く
て
も
す
ぐ
煮
え
る
、
と
い
う
利
点
を
持
つ
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
ル
イ
十
四
世
の
時
代
に
は
見
向
き
も
さ
れ
な
く
な
り
、
家
畜
の
飼
料
に
さ
れ
た
と

か
。
ド
イ
ツ
の
昔
話
に
よ
く
登
場
す
る
の
は
、
ド
イ
ツ
語
圏
が
豊
か
な
農
業
国
フ
ラ
ン
ス
に
較
べ
貧
し
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
か
。
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（
30
）
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
銅
貨　

K
reuzer.　

十
三
世
紀
に
鋳
造
さ
れ
た
時
に
は
小
さ
い
が
銀
貨
だ
っ
た
。
し
か
し
、
十
五
世
紀
以
降
南
ド
イ
ツ
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ

ア
で
補
助
貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
る
銅
貨
と
な
っ
た
。
一
八
四
〇
年
の
バ
イ
エ
ル
ン
王
国
で
は
六
十
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
で
一
グ
ル
デ
ン
。
Ｄ
Ｍ
Ｂ
が
発
行
さ
れ
た
一
八
五
七

年
、
南
ド
イ
ツ
に
お
い
て
だ
が
、
一
タ
ー
ラ
ー
は
一
・
七
五
グ
ル
デ
ン
に
相
当
し
た
と
か
。
こ
の
計
算
だ
と
一
タ
ー
ラ
ー
は
一
〇
五
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
に
な
る
。
十
九
世
紀

ド
イ
ツ
語
圏
で
は
グ
ル
デ
ン
、
タ
ー
ラ
ー
と
も
に
大
き
い
け
れ
ど
も
銀
貨
。
だ
か
ら
、
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
銅
貨
の
価
値
は
さ
ほ
ど
で
は
な
い
。
二
─
四
枚
で
子
ど
も
の
お
駄

賃
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。

　

三
一　

兎
番
と
王
女

（
3（
）
そ
れ
を
受
け
留
め
て　

婿
選
び
の
乙
女
が
楼
門
の
よ
う
な
高
い
と
こ
ろ
か
ら
毬ま
り

を
投
げ
て
、
た
ま
た
ま
そ
れ
が
当
た
っ
た
男
性
を
婿
と
す
る
と
い
う
、
は
な
は
だ

昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
的
な
習
俗
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
本
当
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
未
詳
）
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
こ
れ
は
ト
ル
コ
の
民
話
「
毛
皮
娘
」（
我
が
国
の
御
伽
草
子
の
「
鉢
か
づ
き
」、

ペ
ロ
ー
の
「
驢ポ
ー
・
ダ
ー
ヌ

馬
皮
」Peau d ’A

ne

、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
六
五
「
千
匹
皮
」A

llerleirauh

の
類
話
）
に
あ
る
し
、『
西
遊
記
』
の
始
ま
り
近
く
、
や
が
て
三
蔵
法
師
の
父
母
と
な

る
若
い
男
女
の
馴
れ
初
め
の
場
面
に
も
登
場
す
る
。
唐
代
中
国
で
は
実
際
存
在
し
た
習
俗
。

（
32
）
う
っ
と
り
す
る
よ
な
羊
飼
い
の
一ひ
と
と
き刻
［
甘
い
愛
の
一
刻
］　eine süße Schäferstunde.　

暖
か
く
物
憂
い
昼
下
が
り
、
お
と
な
し
い
羊
の
群
は
放
っ
て
お
い
て
涼
し

い
木
蔭
で
恋
人
と
い
ち
ゃ
い
ち
ゃ
し
よ
う
と
に
じ
り
寄
る
牧
人
が
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
の
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ホ
ル
マ
ン
・
ハ
ン
ト
（
一
八
二
七
─
一
九
一
〇
）
の
絵
「
雇
わ

れ
羊
飼
い
」W

illiam
 H

olm
an H

unt : T
he H

iring Shepherd

に
描
か
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
ま
、
あ
れ
の
ち
ょ
い
と
後
刻
の
情
景
で
も
考
え
れ
ば
よ
ろ
し
か
ろ
う
。

リ
ヒ
タ
ー
の
挿
絵
は
上
手
で
す
ね
。

（
33
） 

驢
馬
の
尻
尾
の
下　

む
き
つ
け
に
申
さ
ば
、
驢
馬
の
尻
の
穴
。

（
34
）
豌え
ん
ど
う豆　

Erbsen.　

若
い
莢さ
や

が
莢
豌
豆
、
新
鮮
な
未
熟
の
豌
豆
が
美
食
家
に
喜
ば
れ
る
い
わ
ゆ
る
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
だ
が
、
こ
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
完
全
に
熟
し
た
豆

を
乾
し
た
も
の
で
あ
る
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
、
ギ
リ
シ
ア
人
、
ロ
ー
マ
人
に
既
に
人
気
の
あ
る
食
材
だ
っ
た
。
十
九
世
紀
末
に
消
化
の
良
く
な
い
皮
を
取
り
除
く
方
法
が

考
案
さ
れ
、
現
代
で
は
も
は
や
こ
う
し
て
処
理
さ
れ
た
乾
豌
豆
し
か
食
材
と
さ
れ
な
い
よ
う
だ
。

（
35
）
マ
ー
ス　

M
aß.　

 

ド
イ
ツ
語
圏
南
部
の
古
い
液
量
単
位
。
地
方
に
よ
り
異
な
る
が
、
一
─
二
リ
ッ
タ
ー
。

（
36
）
扁ひ
ら

豆ま
め　

Linsen.　

Ｄ
Ｍ
Ｂ
三
〇
「
勇
ま
し
い
横
笛
吹
き
」
訳
注
「
扁ひ
ら

豆ま
め

」
参
照
。

　　

三
二　

月
の
中
の
男
の
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話

（
37
）
大
事
な
日
曜
日　

日
曜
日
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
は
安
息
日
（
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
金
曜
日
。
ユ
ダ
ヤ
教
で
は
土
曜
日
）。
聖
な
る
日
と
定
め
ら
れ
、
仕
事
を
休
ん

で
礼
拝
を
行
な
う
。
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（
38
）
背
負
い
梯
子　

Staffelstock.　
「
シ
ュ
タ
ッ
フ
ェ
ル
シ
ュ
ト
ッ
ク
」
の
決
ま
っ
た
訳
語
お
よ
び
形
状
は
不
明
。
粗そ

だ朶
の
束
な
ど
を
括
り
つ
け
て
運
ぶ
と
い
う
用
途
が
こ

れ
と
類
似
し
て
い
る
日
本
の
民
具
が
あ
る
。
そ
の
東
京
都
下
多
摩
地
方
の
用
語
を
当
て
て
み
た
。「
背
負
い
梯
子
」
は
木
製
の
梯
子
状
で
長
さ
一
メ
ー
タ
ー
ほ
ど
、
幅
は

成
人
の
背
中
の
幅
程
度
。
担
げ
る
よ
う
に
肩
掛
け
布
が
両
脇
に
付
い
て
い
る
。

（
39
）
第
三
の
戒
め　

モ
ー
セ
の
十
戒
の
第
三
。「
安
息
日
を
憶
え
て
こ
れ
を
聖き
よ
く潔
す
べ
し
。
六
日
の
間
労は
た
ら

き
て
汝
の
一す
べ
て切
の
業わ
ざ

を
為な
す

べ
し
。
七な
ぬ
か日
は
汝
の
神
ヱ
ホ
バ
の
安
息

な
れ
ば
何
の
業わ

ざ務
を
も
為
す
べ
か
ら
ず
。
汝
も
汝
の
子む
す
こ息
息む
す
め女
も
汝
の
僕し
も
べ

婢し
も
め

も
汝
の
家
畜
も
汝
の
門
の
中う
ち

に
を
る
他よ
そ
ぐ
に国
の
人
も
然
り
。
其そ

は
ヱ
ホ
バ
六
日
の
中
に
天
と

地
と
海
と
其そ
れ

等ら

の
中
の
一
切
の
物
を
作
り
て
第な
ぬ
か
め

七
日
に
息や
す

み
た
れ
ば
な
り
。
是こ
こ

を
も
て
ヱ
ホ
バ
安
息
日
を
祝
ひ
て
聖
日
と
し
た
ま
ふ
」（
旧
約
聖
書
出
エ
ジ
プ
ト
記
二
十

章
八
─
十
一
節
）。

（
40
）
月
の
中
に
は
薪
束
を
背
負
っ
た
男
が
立
っ
て
い
る　

月
面
の
染
み
は
民
族
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
図
柄
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
伝
承
が
く
っ
つ
い

て
い
る
。

　

三
三　

風
呂
屋
の
国
王

（
4（
）
南
国
語
を
話
す
者
た
ち
の　

w
elscher Zunge.　

「
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
（
イ
タ
リ
ア
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
イ
ス
パ
ニ
ア
語
な
ど
ロ
マ
ン
ス
語
）
の
舌
の
」。
実
際
、
ハ
プ
ス

ブ
ル
ク
家
出
身
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
（
ド
イ
ツ
語
圏
諸
邦
は
名
義
上
に
過
ぎ
な
く
と
も
概
ね
帝
国
領
）
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
り
、
イ
タ
リ
ア
の
ナ
ポ
リ
王
国
（
当
時
イ
ス
パ
ニ
ア
王
国
領
）
を
も
治
め
て
い
た
。

（
42
）
晩ヴ
ェ
ス
パ
ー課　

V
esper.　

カ
ト
リ
ッ
ク
で
日
没
時
に
行
わ
れ
る
礼
拝
。
晩
禱
。
普
通
楽
器
の
演
奏
や
聖
歌
の
合
唱
な
ど
音
楽
を
伴
っ
た
。

（
43
）
デ
ポ
ス
イ
ト
・
ポ
テ
ン
テ
ス
・
デ
・
セ
デ
・
エ
ト
・
エ
ク
サ
ル
タ
ウ
ィ
ト
・
フ
ミ
レ
ス　

D
EPO

SU
IT

 PO
T

EN
T

ES D
E SED

E, ET
 EX

A
LT

A
V

IT
 

H
U

M
ILES.　

ラ
テ
ン
語
。
小
文
字
混
じ
り
に
す
れ
ば D

eposuit potentes de sede, et exaltavit hum
iles. 

新
約
聖
書
ル
カ
伝
一
章
五
十
二
節
、
い
わ
ゆ
る
マ
ニ
フ

ィ
カ
ー
ト
の
な
か
の
テ
ク
ス
ト
。
ウ
ル
ガ
タ
聖
書
（V

ulgate 
訳
）
そ
の
ま
ま
。
た
だ
し
、
前
後
に
亘
る
長
い
文
の
一
部
で
、
五
十
二
節
自
体
に
は
動
詞
の
主
語
は
含
ま

れ
て
い
な
い
。
主
語
と
し
て
一
番
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
を
あ
げ
る
と
、
四
十
九
節
の qui potens est

（「
力
あ
る
者
」
と
い
う
の
が
直
訳
、
文
語
訳
で
は
「
全
能

者
」）。
時
制
は
完
了
形
。
こ
の
時
制
上
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
次
の
訳
注
に
出
し
た
文
語
訳
に
は
出
て
い
な
い
し
、
ル
タ
ー
の
ド
イ
ツ
語
訳
で
は
現
在
時
制
に
な
っ
て
い
る
。

（
44
）
主
な
る
神
は
、
権い
き
お
い勢
あ
る
者
を
座く
ら
い位
よ
り
下お
ろ

し
、
卑
し
き
者
を
高た
こ

う
す　

Gott der H
err w

irft die M
ächtigen vom

 T
hrone, und erhöhet die N

iedrigen.  

新
約
聖
書
ル
カ
伝
一
章
五
十
二
節
「
権い
き
ほ
い勢
あ
る
者
を
座く
ら
ゐ位
よ
り
下お
ろ

し
、
卑
し
き
者
を
高た
か

う
し
」
が
出
典
。
ル
タ
ー
訳
ド
イ
ツ
語
聖
書
で
は
次
の
通
り
。Er stößt die 

Gew
altigen vom

 Stuhl und erhebt die N
iedrigen.

（
45
）
浴
場
に
出
掛
け
た　

in ein Bad ging.　

王
侯
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
、
町
中
の
風
呂
屋
に
出
掛
け
た
、
と
い
う
設
定
は
奇
妙
に
思
え
る
が
、
そ
こ
が
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
か
。
も
っ

と
も
、
古
代
ロ
ー
マ
で
は
元
老
院
議
員
で
さ
え
公
衆
浴
場
を
愛
用
し
た
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
五
賢
帝
の
一
人
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
は
自
分
が
建
造
さ
せ
た
大
公
衆
浴
場
に
時
折
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出
掛
け
て
、
一
般
庶
民
と
裸
の
つ
き
あ
い
を
し
た
こ
と
が
、『
羅ヒ
ス
ト
リ
ア
・
ア
ウ
グ
ス
タ

馬
皇
帝
伝
』H

istoria A
ugusta 

〈
筆
者
不
明
〉
の
逸
話
の
み、

、そ
で
あ
る
。
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
へ
の

世
紀
転
換
期
あ
た
り
に
記
さ
れ
た
と
思
し
き
ラ
テ
ン
語
の
同
書
で
は
、「
皇
帝
と
庶
民
と
の
裸
の
つ
き
あ
い
」
自
体
を
不
自
然
と
は
考
え
て
い
な
い
。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
都
市
に
も
、
数
は
お
そ
ら
く
同
時
代
の
イ
ス
ラ
ム
圏
の
大
都
市
に
は
遥
か
に
及
ば
な
か
っ
た
（
一
一
八
四
年
当
時
、
衰
退
し
た
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
首
都
バ
ク
ダ
ー
ド
で

も
、
約
二
〇
〇
〇
あ
る
、
と
町
の
長
老
の
一
人
が
述
べ
た
、
と
『
イ
ブ
ン
・
ジ
ュ
バ
イ
ル
の
旅
行
記
』〈
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
九
〉
に
あ
る
）
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、

公
衆
浴
場
が
あ
っ
た
。
一
説
に
、
一
三
四
八
年
以
降
黒ペ

ス

ト
死
病
が
繰
り
返
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
襲
う
よ
う
に
な
る
と
激
減
し
た
、
と
い
う
が
、
た
と
え
ば
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン

有
数
の
都
市
ウ
ル
ム
に
は
一
四
八
九
年
（
当
時
の
住
民
数
は
不
明
。
た
だ
し
大
い
に
栄
え
た
十
六
世
紀
頃
に
は
ほ
ぼ
二
万
一
千
に
も
達
し
た
）
一
六
八
の
浴
場
が
あ
り
、

蒸
し
風
呂
（
十
二
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
既
に
一
般
的
だ
っ
た
）
を
提
供
し
て
い
た
と
か
。
普
通
、
理
髪
師
兼
外
科
医
が
浴
場
経
営
者
。
浴
場
主
の
理
髪
師
は
、
男
性
客

の
髪
を
刈
り
、
髯
を
剃
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
他
の
箇
所
の
脱
毛
な
ど
を
も
し
た
ほ
か
、
蛭ひ
る

や
メ
ス
や
特
殊
な
器
具
を
用
い
て
刺し

胳ら
く

（
瀉し
ゃ

血け
つ

）
も
し
た
。
風
呂
に
は

蒸
し
風
呂
と
桶
湯
風
呂
双
方
が
あ
っ
た
（
鉱
泉
、
温
泉
に
つ
い
て
は
ま
た
別
）。

（
46
）
ア
ホ
ラ
シ
ア　

N
arragonia.　

ナ
ラ
ゴ
ニ
ア
。「
阿
呆
」「
道
化
」
の
意
の
「
ナ
ル
」N

arr

を
も
と
に
国
名
め
か
し
く
し
た
造
語
。

（
47
）
王
を
拳
骨
で
た
っ
ぷ
り
按あ
ん

摩ま

し
て
や
っ
た　

salbte den K
önig m

it Faustöl.　

直
訳
す
れ
ば
「
王
に
拳
骨
と
い
う
油
を
塗
り
込
ん
だ
」。
蒸
し
風
呂
、
桶
湯
風
呂
、

冷
水
浴
、
垢あ
か

擦す

り
な
ど
で
充
分
に
体
を
清
め
た
あ
と
、
流
し
場
の
木
の
台
に
裸
の
ま
ま
う
つ
伏
せ
に
な
っ
て
浴
場
の
使
用
人
に
マ
ッ
サ
ー
ジ
さ
せ
、
オ
リ
ー
ヴ
油
や
ク
リ

ー
ム
な
ど
を
塗
り
込
ん
で
も
ら
う
の
が
湯
上
り
の
最
後
の
仕
上
げ
。
ま
、
こ
の
国
王
、
た
だ
木
の
長
椅
子
で
涼
ん
で
い
た
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
。

（
48
）
す
っ
ぽ
ん
ぽ
ん
の
丸
裸　

nackt und bloß.  

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
リ
ヒ
タ
ー
の
挿
絵
で
は
こ
の
通
り
腰
の
回
り
は
包
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ

や
中
世
イ
ス
ラ
ム
諸
国
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
浴
場
の
流
し
場
で
は
男
性
は
普
通
全
裸
だ
っ
た
は
ず
。
ま
あ
、
こ
の
場
合
、
そ
ん
な
風
に
は
描
け
な
か
っ
た
か
な
。

（
49
）
こ
け
苛
め
よ
ろ
し
く
後
を
追
っ
掛
け
て
来
る　

die ihm
 aber nachlaufen, w

ie einem
 T

oren.　
「
愚
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
彼
の
後
を
追
い
掛
け
て
来
る
」。
精

神
障
害
者
や
知
的
障
害
者
を
大
勢
で
付
け
回
し
て
か
ら
か
い
、
愉
し
む
連
中
が
い
た
わ
け
で
あ
る
。

（
50
）
酌し
ゃ
く

人じ
ん　

Schenk.　

掌し
ゃ
く
と
り

酒
子
。
食
事
の
折
主
君
た
る
王
侯
貴
族
に
酒
を
注
ぐ
係
。
毒
見
役
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
、
最
も
信
頼
の
お
け
る
近
臣
だ
っ
た
、
と
思

わ
れ
る
。

（
5（
）
小こ

昼び
る

時ど
き

過
ぎ　

nach der Zeit des M
ittagsim

bisses.　
「
ミ
ッ
タ
ー
ク
ス
イ
ン
ビ
ス
」M

ittagsim
biß 

は
「
軽
い
昼
食
」。

（
52
）
傲
慢
不
遜　

H
offahrt.　

こ
の
物
語
で
は
こ
こ
と
末
尾
と
二
回
同
じ
綴
り
で
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
現
代
の
綴
り
は H

offart

。
発
音
は
同
じ
。

（
53
）
神
は
そ
の
思
し
召
す
者
を
高た
こ

う
し
、
ま
た
卑ひ
く

う
せ
ら
る  Gott erhöhet und erniedrigt, w

en er w
ill　

「
凡お
よ

そ
お
の
れ
を
高た
か

う
す
る
者
は
卑ひ
く

う
せ
ら
れ
、
己お
の
れ

を
卑

う
す
る
者
は
高
う
せ
ら
る
る
な
り
」（
マ
タ
イ
伝
二
十
三
章
十
二
節
）
か
ら
か
。

（
54
）
甘
美
な
る
方
、
力
あ
る
方
、
キ
リ
ス
ト
に
讃
え
あ
れ　

Gelobt sei der süße Christ, der Gew
altige.　

,der Gew
altige ‘

の
訳
と
し
て
、（
邦
訳
聖
書
に
あ
る
）

「
君
主
」「
主
権
者
」
な
ど
の
語
は
避
け
た
。
俗
界
を
髣ほ
う
ふ
つ髴
さ
せ
て
、
柔
和
な
キ
リ
ス
ト
に
相
応
し
く
あ
る
ま
い
か
ら
。
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三
四　

ち
び
っ
こ
の
親
指
こ
ぞ
う

（
55
）
丸ゼ
ン
メ
ル

麪
麭　

Sem
m

el.　

Ｄ
Ｍ
Ｂ
二
九
「
兎
と
狐
」
訳
注
「
丸ゼ
ン
メ
ル

麪
麭
」
参
照
。

（
56
）
籠
編
み
の
材
料
の
柳　

die W
eide..., aus denen m

an K
örbe flicht.　

「
コ
ル
プ
ヴ
ァ
イ
デ
」（
籠
柳
）K

orbw
eide

（
学
名
サ
リ
ク
ス
・
ウ
ィ
ミ
ナ
リ
ス
・
リ
ン
ネ

Salix vim
inalis L.

）
の
こ
と
。
非
常
に
強
靭
な
枝
を
持
つ
二
─
四
メ
ー
タ
ー
の
潅
木
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
北
ア
ジ
ア
に
分
布
。
枝
は
物
を
縛
っ
た
り
、
籠
を
編
ん
だ
り
す

る
の
に
用
い
ら
れ
る
。

（
57
）
骨シ
ュ
マ
ー
ル
ハ
ン
ス

皮
筋
右
衛
門
が
料
理
人
頭
に
就
任  ist Schm

alhans .......K
üchenm

eister.　

 

「
シ
ュ
マ
ー
ル
ハ
ン
ス
」Schm

alhans 

は
「
が
り
が
り
の
瘠
せ
っ
ぽ
ち
」。
直
訳

「
痩
せ
っ
ぽ
ち
が
料
理
人
頭
に
な
っ
た
」。「
貧
乏
神
が
台
所
を
取
り
仕
切
っ
た
」
て
な
と
こ
ろ
。

（
58
）
酒
蔵
主
任　

K
ellerm

eister.　
「
ケ
ラ
ー
」K

eller 

は
地
下
の
穴
蔵
。
壜
詰
め
食
品
や
猟
獣
肉
も
だ
が
、
特
に
ワ
イ
ン
や
ビ
ー
ル
の
樽
、
壜
を
貯
蔵
し
て
お
く
冷
暗
所
。

こ
こ
で
は
後
者
の
用
途
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。「
ケ
ラ
ー
マ
イ
ス
タ
ー
」K

ellerm
eister 

は
そ
こ
の
管
理
者
。

（
59
）
良
い
知
恵
っ
て
な
か
な
か
浮
か
ば
な
い
も
の　

Guter Rat ist teuer.　

直
訳
す
る
と
「
良
い
助
言
は
安
く
な
い
」。

（
60
）
人
喰
い
男　

M
enschenfresser.　

Ｄ
Ｍ
Ｂ
一
四
「
黄
金
の
牡
の
の
ろ
鹿
」
訳
注
「
人
喰
い
男
」
参
照
。

（
6（
）
白や
ま
な
ら
し楊
の
葉
っ
ぱ　

Espenlaub.　
「
エ
ス
ペ
」Espe

は
「
ツ
ィ
ッ
タ
ー
パ
ッ
ペ
ル
」Zitterpappel

（
震
え
る
ポ
プ
ラ
、
箱
柳
）
と
も
。
二
〇
─
二
五
メ
ー
タ
ー
に
達

す
る
落
葉
喬
木
。
滑
ら
か
な
灰
緑
色
の
樹
皮
。
成
育
し
た
樹
で
は
菱
形
で
滑
ら
か
な
、
そ
よ
ぎ
易
い
葉
を
付
け
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
円
、
日
本
、
北
ア
フ
リ
カ
に
も
分
布
。

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
。
Ｄ
Ｍ
Ｂ
一
六
「
胡
桃
の
小
枝
」
訳
注
四
八

「
白や
ま
な
ら
し楊
」
を
も
参
照
。

（
62
）
寝ナ
イ
ト
キ
ャ
ッ
プ

間
帽
子　

N
achtm

ütze.　

N
achthaube 

と
も
。
寝
る
時
に
被
る
柔
ら
か
い
生
地
で
で
き
た
先
の
尖
っ
た
縁
無
し
帽
。
今
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
。

（
63
）
さ
あ
、
あ
の
餓
鬼
ど
も
の
仕
度
を
し
て
や
ん
な　

Geh und richte die K
rabben zu.　

zurichten 

に
は
「
仕
度
を
す
る
」「
仕
上
げ
を
す
る
」
の
他
に
「
料
理
す

る
」
の
意
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
食
べ
物
に
当
た
る
語
を
目
的
語
と
す
る
文
脈
に
お
い
て
だ
が
。

（
64
）
七な
な

哩マ
イ
ル

靴　

Siebenm
eilenstiefeln.　

は
あ
て
ね
、
こ
れ
を
履
い
て
一
歩
歩
く
と
、
七
哩
（
約
一
一
・
二
キ
ロ
）
進
む
靴
だ
、
と
思
う
が
。
そ
れ
か
ら Stiefel 

は
「
長

靴
」
で
あ
る
。
Ｌ
・
リ
ヒ
タ
ー
の
挿
絵
で
は
普
通
の
短
靴
。
こ
れ
も
、
は
て
な
、
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
挿
絵
で
親
指
こ
ぞ
う
が
携
え
て
い
る
の
は
、
急
使
が
持
つ
鞭
。

（
65
）
一
哩　

eine M
eile.　

約
一
・
六
キ
ロ
。

（
66
）
運
勢
を
切
り
開
い
た　

hat ......sein Glück gem
acht.　

諸
国
の
王
侯
貴
族
に
仕
え
る
急ク
ー
リ
エ使
を
や
っ
て
身
を
立
て
た
よ
う
で
あ
る
。
い
や
い
や
、
そ
ん
じ
ょ
そ
こ
ら
の

大
公
や
公
爵
あ
た
り
で
は
な
く
、
教
皇
や
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
、
イ
ス
パ
ニ
ア
国
王
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
、
英
国
国
王
、
ロツ

ァ

ー

リ

シ
ア
皇
帝
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
異
教
徒
の

トス

ル

タ

ン

ル
コ
大
帝
に
さ
え
奉
仕
し
た
か
も
。
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三
五　

魔
法
試
合

（
67
）
製
本
屋
の
職ゲ
ゼ
レ人　

Buchbindergeselle.　

印
刷
職
人
が
印
刷
し
た
紙
を
裁
断
し
、
綴
じ
、
表
紙
を
付
け
る
、
一
連
の
作
業
に
携
わ
る
職
人
。
装
訂
職
人
。
装
訂
は
、

製
本
の
仕
上
げ
装
飾
、
す
な
わ
ち
書
籍
の
体
裁
美
を
調
え
る
仕
事
。

（
68
）
親マ
イ
ス
タ
ー方　

M
eister.　

職
匠
。
手
工
業
組
合
（
北
部
ド
イ
ツ
で
は
ギ
ル
ド
、
中
部
ド
イ
ツ
で
は
イ
ヌ
ン
グ
、
南
西
部
ド
イ
ツ
で
は
ツ
ン
フ
ト
）
の
組
合
員
。
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
て
一
定
の
職
人
試
験
に
合
格

し
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

。
こ
の
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
若
者
は
旅
修
行
中
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
69
）
袖し
ゅ
う

珍ち
ん

本ぼ
ん　

Büchlein.　

小
型
の
本
。

（
70
）
牡
牛  O

chse.　

こ
れ
は
犂す
き

の
先
に
繋
い
で
の
耕
作
用
、
場
合
に
よ
っ
て
は
牛
車
を
牽
引
さ
せ
る
た
め
の
力
の
強
い
使
役
獣
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
大
い
に
需
要
が
あ

っ
た
去
勢
し
た
牡
牛
。
時
と
し
て
極
め
て
兇
暴
に
な
る
種
牛
で
は
な
い
。
体
は
と
て
も
大
き
い
が
、
鈍
く
、
の
っ
そ
り
し
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
、
そ
う
し
た

型
の
男
を
も
「
牡
牛
」
と
称
し
た
。
す
な
わ
ち
「
牡
牛
」
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
「
の
ろ
ま
な
大
男
」
の
代
名
詞
で
も
あ
る
。

（
7（
）
…
…
様
子
に
な
っ
た　

gebehrdete.　
gebehrden

＝gebärden

の
過
去
形
。

（
72
）
威
張
り
ん
ぼ
の
雄
鶏　

ein stolzer Gückelhahn.　

現
代
の
綴
り
で
は Gickelhahn.  

雄
鶏
は
数
羽
、
あ
る
い
は
十
数
羽
の
雌
鶏
た
ち
に
君
臨
し
、
百
姓
屋
敷
の
中

庭
の
堆
肥
の
山
の
上
な
ど
で
、
毎
朝
誇
ら
か
に
刻と
き

を
作
る
の
で
、
偉
ぶ
っ
て
い
る
威
張
り
ん
ぼ
と
決
ま
っ
て
い
る
。

　

三
六　

オ
ー
ダ
と
蛇

（
73
）
糸い
と

繰く
り

車ぐ
る
ま　

Spinnrad.　

亜
麻
や
羊
毛
（
日
本
で
は
繭ま
ゆ

や
綿
）
な
ど
か
ら
繊
維
を
引
き
出
し
た
り
、
そ
の
繊
維
を
縒よ

り
合
わ
せ
て
糸
に
し
た
り
す
る
の
に
用
い
る
車
。

こ
れ
の
導
入
に
よ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
伝
統
技
法
で
あ
る
、
糸
の
原
料
を
巻
き
付
け
た
糸
巻
棹
と
紡つ

む錘
を
そ
れ
ぞ
れ
手
に
持
っ
て
紡
ぐ
熟
練
が
必

要
な
製
糸
を
せ
ず
に
済
む
よ
う
に
な
っ
た
（
と
は
言
う
も
の
の
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
田
舎
で
は
一
九
二
〇
年
代
頃
な
お
糸
巻
棹
と
紡つ

む錘
を
用
い
て
の
糸
紡
ぎ
は
行
な
わ
れ
て

い
た
が
）。
糸
車
、
紡
ぎ
車
。
Ｄ
Ｍ
Ｂ
四
二
「
金ゴ
ル
デ
ナ
ー

髪
さ
ん
」
訳
注
「
紡つ

む錘
」
を
も
参
照
。

（
74
）
糸
巻
枠　

W
eife.　

紡
い
だ
糸
を
巻
き
取
る
枠
。
軸
が
あ
り
、
回
転
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
糸
枠
。

　

三
七　

仔
猫
と
編
み
針
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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

（
75
）
の
っ
ぽ
、
太
っ
ち
ょ
、
と
ん
ま　

der Lange, der D
icke, der D

um
m

e.
（
76
）
指さ
し
も
の物
師　

Schreiner.　

日
本
語
の
「
指
物
」
と
は
木
の
板
を
指
し
合
わ
せ
て
組
み
立
て
た
家
具
や
器
具
（
箱
、
机
、
箪た
ん

笥す

な
ど
）
の
こ
と
。
こ
の
細
工
を
す
る
手
工

業
者
が
「
指
物
師
」。
ド
イ
ツ
語
「
シ
ュ
ラ
イ
ン
」Schrein

は
「
箱
」「
戸
棚
」
の
意
。「
シ
ュ
ラ
イ
ナ
ー
」
は
こ
れ
を
作
る
人
。

（
77
）
粉
挽
き M

üller.　

Ｄ
Ｍ
Ｂ
二
〇
「
こ
ろ
こ
ろ
と
丸
っ
こ
い
二
人
の
粉
挽
き
」
訳
注
「
粉
挽
き
」
参
照
。

（
78
）
轆ろ
く
ろ轤
細
工
師　

D
rechsler.　

「
轆
轤
」
と
は
丸
い
挽
き
物
を
作
る
工
具
。
こ
れ
を
用
い
て
、
木
材
、
角
、
象
牙
、
海
泡
石
、
大
理
石
、
雪ア
ラ
バ
ス
タ
ー

華
石
膏
な
ど
を
挽
き
、
日
用

品
や
芸
術
作
品
を
細
工
す
る
手
工
業
者
が
ド
イ
ツ
語
圏
の
「
轆ド
レ
ク
ス
ラ
ー

轤
細
工
師
」。

（
79
）
徒
弟
に
な
っ
た　

原
文
で
は
た
だ
「
な
っ
た
」w

urde 

と
あ
る
だ
け
。
し
か
し
、
こ
れ
に
続
く
「
の
っ
ぽ
」
の
話
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
親マ
イ
ス
タ
ー方
の

許
に
徒レ
ー
ア
リ
ン
グ弟
と
し
て
年
季
奉
公
を
し
、
そ
れ
か
ら
職ゲ
ゼ
レ人
と
し
て
旅
修
行
に
出
る
の
を
許
さ
れ
、
最
後
に
親
方
と
し
て
の
技
能
試
験
に
合
格
し
て
手
工
業
組
合
か
ら
親
方
と

し
て
認
定
さ
れ
な
い
と
、「
指
物
師
」「
粉
挽
き
」「
轆
轤
細
工
師
」
と
は
名
乗
れ
な
い
。
そ
こ
で
言
葉
を
補
っ
た
。
な
お
、
職
人
と
な
っ
た
兄
弟
は
、
稼
業
は
何
か
、
と

訊
か
れ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
「
指
物
師
」「
粉
挽
き
」「
轆
轤
細
工
師
」
と
答
え
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。
Ｄ
Ｍ
Ｂ
三
五
「
魔
法
試
合
」
訳
注

「
親マ
イ
ス
タ
ー方
」
参
照
。

（
80
）
小
柄
で
小こ

で
っ
ぷ
り
し
た
男　

ein kleiner, etw
as w

ohlbeleibter M
ann.　

こ
れ
だ
け
で
は
Ｌ
・
リ
ヒ
タ
ー
描
く
挿
絵
の
人
物
ぴ
っ
た
り
な
の
だ
が
、
実
は
こ
の
男
、

ド
イ
ツ
語
圏
の
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
で
お
馴
染
み
の
「
小
人
」M

ännchen, M
ännlein 

な
の
で
あ
る
。
挿
絵
で
は
「
の
っ
ぽ
」
と
較
べ
て
そ
う
差
は
な
い
け
れ
ど
。
三
兄
弟
全
て
が

同
じ
小
人
の
恩
恵
に
浴
す
る
。「
小
人
」
と
い
っ
て
も
さ
し
て
小
さ
く
な
い
の
も
い
る
の
で
あ
っ
て
、
Ｄ
Ｍ
Ｂ
四
〇
「
三
人
の
楽
士
」
で
は
一
六
〇
セ
ン
チ
近
く
の
背
丈

と
思
わ
れ
る
「
小
人
」
が
登
場
す
る
。
同
訳
注
「
三
肘
エ
レ
ン
ボ
ー
ゲ
ン
尺
」
参
照
。

（
8（
）
背は
い
の
う嚢　

Felleisen.　

旅
修
行
の
職
人
が
担
い
だ
旅
行
用
の
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
、
ラ
ン
ド
セ
ル
。
歩
兵
の
装
具
で
も
あ
っ
た
。

（
82
）
弱コ
ー
フ
ェ
ン
ト

麦
酒　

K
ovent.　

K
ofent 

と
も
。「
デ
ュ
ン
ビ
ー
ア
」（
薄
い
ビ
ー
ル
）D

ünnbier 

の
方
言
。「
修
道
院
ビ
ー
ル
」K

ovent-, K
ofent-bier

の
意
。
修コ
ー
フ
ェ
ン
ト

道
院
（
ラ
テ

ン
語
「
コ
ン
ウ
ェ
ン
ト
ゥ
ム
」〈
集
会
〉 conventum

 

を
語
源
と
す
る
古
フ
ラ
ン
ス
語convent 

か
ら
転
訛
し
たcovent 

→ K
ovent

） 

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
が
語
源
。
英
語
の
「
ス
モ
ー
ル
・
ビ
ー
ル
」sm

all bier

「
ス
モ
ー
ル
・
エ
イ
ル
」sm

all ale

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
。
も
っ
と
も
、
清
潔
で
な
い
生
水
が
し
ば
し
ば
疾
病
誘
発
の
原
因
と
な
っ
た
中
・
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
飲
料
と
し
て
愛

好
さ
れ
た
─
─
い
か
な
る
ビ
ー
ル
も
麦モ
ル
ト芽
か
ら
の
醸
造
課
程
で
水
を
加
熱
す
る
の
で
細
菌
が
死
滅
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
度
が
低
い
（
二
％
以
下
）
の
で
子
ど

も
に
も
与
え
ら
れ
た
し
、
朝
食
の
際
に
も
飲
ま
れ
た
。
修
道
院
や
一
般
家
庭
で
自
家
製
さ
れ
た
（
大
抵
は
ホ
ッ
プ
を
入
れ
ず
に
）
の
だ
が
、
後
に
は
ビ
ー
ル
醸
造
所
で
、

強
い
ビ
ー
ル
（
＝
濃
い
ビ
ー
ルD

ickbier

）
を
醸
造
し
た
使
用
済
み
の
残
り
汁
（
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
い
は
全
く
麦モ
ル
ト芽
成
分
を
含
ん
で
い
な
い
マ
ッ
シ
ュ
）
を
再
び
加
熱
し

て
作
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。「
デ
ュ
ン
ビ
ー
ア
」「
ス
モ
ー
ル
・
ビ
ー
ル
」「
ス
モ
ー
ル
・
エ
イ
ル
」
は
、
修
道
士
、
水
兵
、
水
夫
、
召
使
、
庶
民
の
飲
み
物
と
し
て
、
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西
欧
中
・
近
世
の
、
お
よ
び
、
中
・
近
世
を
舞
台
と
し
た
文
学
に
登
場
す
る
。
Ｄ
Ｍ
Ｂ
一
五
「
癇
癪
筋
の
話
」
訳
注
「
弱コ
ー
フ
ェ
ン
ト

麦
酒
」
を
も
参
照
。

（
83
）
ち
い
ち
ゃ
な
卓テ
ー
ブ
ル子
食
事
の
仕
度　

T
ischlein decke dich.　

そ
の
前
で
は ‚T

ischlein deck dich ‘ 

と
な
っ
て
い
る
。
意
味
は
同
じ
だ
が
。

（
84
）
食
事
用
具
一
式　

T
ischgedeck.　

ナ
イ
フ
、
フ
ォ
ー
ク
、
ス
プ
ー
ン
、
皿
、
カ
ッ
プ
な
ど
。

（
85
）
お
ち
ゃ
ら
か
す　

huzen.　
「
愚
弄
す
る
」necken 

、「
か
ら
か
う
」foppen 

。

（
86
）
け
つ
め
ど
が
弾は
じ

け
る
ほ
ど　

daß die Schw
arte knackte.　

直
訳
「
皮
膚
が
ぱ
ち
ん
と
裂
け
る
ほ
ど
」。

（
87
）
粉
挽
き
ラ
イ
オ
ン　

M
üllerlöw

e.　

穀
物
と
で
き
た
製
品
で
あ
る
粉
の
搬
入
・
搬
出
に
必
要
な
駄
獣
と
し
て
、
丈
夫
で
力
が
あ
り
、
餌
も
そ
う
要
ら
な
い
驢
馬
が
粉
挽

き
小
屋
に
は
付
き
物
。
こ
れ
を
「
粉
挽
き
ラ
イ
オ
ン
」
と
呼
ん
だ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
語
は
『
グ
リ
ム
ド
イ
ツ
語
辞
典
』
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
88
）
驢
馬
公
踏
ん
ば
れ　

Eselein strecke dich!　

物
語
の
タ
イ
ト
ル
は Esel streck dich. 

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
縮
小
語
尾
「
─
ラ
イ
ン
」-lein 

が
付
い
て
い
る
。

（
89
）
ド
ゥ
カ
ー
テ
ン
金
貨　

D
ukaten.　

イ
タ
リ
ア
語
「
ド
ゥ
カ
ー
ト
」ducato

。
古
く
か
ら
金
貨
が
流
通
し
て
い
た
東
ロ
ー
マ
帝
国
や
イ
ス
ラ
ム
諸
国
と
の
貿
易
で
栄
え

た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
で
一
二
八
四
年
鋳
造
さ
れ
た
高
純
度
の
金
貨
が
そ
の
名
の
発
祥
。
貨
幣
に
刻
印
さ
れ
た
銘
の
最
後
の
字ducat 

に
因
む
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
や
フ

ィ
レ
ン
ツ
ェ
か
ら
北
方
へ
広
ま
り
、
ハ
ン
ガ
リ
ア
や
ボ
ヘ
ミ
ア
で
も
鋳
造
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
た
と
え
ば
プ
ラ
ー
ク
＝
プ
ラ
ハ
近
郊
の
金
鉱
山
オ
イ
レEule

の
金

で
作
っ
た
「
オ
イ
レ
ン
ド
ゥ
カ
ー
テ
ン
」Eulendukaten

）。
十
六
世
紀
半
ば
に
は
約
三
・
四
グ
ラ
ム
の
金
が
含
有
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
（
慶
長
小
判
の
金
含
有
量
は

一
五
・
一
グ
ラ
ム
強
）。
ち
な
み
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
初
の
金
貨
は
一
二
五
二
年
フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
共
和
国
で
鋳
造
さ
れ
た
「
フ
ィ
オ
リ
ー
ノ
」fiolino

（
総
重
量
約
三
・
五
四
グ

ラ
ム
。
金
の
含
有
比
率
は
不
明
）。
こ
れ
が
ド
イ
ツ
語
圏
で
グ
ル
デ
ン
金
貨Goldgulden

と
後
に
称
さ
れ
る
貨
幣
。

（
90
）
く
し
ゃ
み
し
て
く
れ
る　

niesen.　

シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
の
『
過
ぎ
し
昔
の
物
語
あ
る
い
は
お
伽
話
、
な
ら
び
に
教
訓
』
ま
た
の
名
『
鵞
鳥
お
ば
さ
ん
の
お
伽
話
』

（
一
六
九
七
）Charles Perrault: Les H

istoires ou Contes du tem
ps passé. A

vec M
oralitéz

（=
 M

oralités

） / Contes de m
a m

ère l ’O
ye

（=
 l ’O

ie

）　
（
＝

い
わ
ゆ
る
「
ペ
ロ
ー
お
伽
話
」・「
ペ
ロ
ー
童
話
」）
の
「
驢ポ
ー
・
ダ
ー
ヌ

馬
皮
」Peau d ’A

sne

（
現
代
の
綴
り
で
はPeau d ’A

ne

）
冒
頭
に
登
場
す
る
驢
馬
は
金
銀
貨
を
「
ひ
る
」

（
糞
す
る
）
の
で
あ
る
。
Ｋ
Ｈ
Ｍ
三
六
「
お
膳
や
御
飯
の
仕
度
、
金
貨
驢
馬
、
棍
棒
袋
か
ら
出
ろ
」T

ischchen deck dich, Goldesel und K
nüppel aus dem

 Sack 

で
は
、「
ブ
リ
ッ
ク
レ
ブ
レ
ッ
ト
」
と
声
を
掛
け
ら
れ
る
と
、
金
貨
驢
馬
は
「
後
ろ
か
ら
も
前
か
ら
も
金
貨
を
吐
き
出
す
」Gold zu speien von hinten und vorn

が
、

ペ
ロ
ー
型
が
本
来
民
話
に
登
場
す
る
金
貨
を
出
す
驢
馬
の
遣
り
方
で
あ
ろ
う
。

（
9（
）
お
ん
な
じ
よ
う
な
の
を
落
っ
こ
と
し
た
け
れ
ど
、
こ
れ
は
金
貨
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
代
物
だ
っ
た　

w
as selbiges fallen ließ, das w

aren nichts w
eniger als 

Goldstücke.　

こ
れ
で
、「
く
し
ゃ
み
す
る
」
と
い
う
の
が
実
は
、
婉
曲
な
表
現
だ
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
落
と
し
た
の
は
黄
色
い
糞
。

（
92
）
棍
棒
出
て
来
い
袋
か
ら　

K
nüppel aus dem

 Sack!

（
93
）
棍
棒
入
り
な
袋
の
中
へ  K

nüppel in den Sack!

（
94
）
あ
る
物
乞
い
取
締
り
役
殿
に　

einem
 gestrengen H

errn Bettelvogt.　
「
ベ
ッ
テ
ル
フ
ォ
ー
ク
ト
」Bettelvogt 

は
物
乞
い
や
貧
民
な
ど
の
取
締
ま
り
・
救
護
に
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当
た
っ
た
都
市
、
町
村
の
下
級
役
人
の
古
い
呼
称
。
町
で
物
乞
い
し
よ
う
と
し
た
貧
し
い
女
性
を
「
ベ
ッ
テ
ル
フ
ォ
ー
ク
ト
」
が
禁
じ
よ
う
と
し
た
例
が
あ
る
。
ど
う
い

う
職
掌
だ
っ
た
か
推
し
て
知
る
べ
し
で
あ
ろ
う
。「
ア
ル
メ
ン
フ
ォ
ー
ク
ト
」A

rm
envogt

（
貧
民
救
護
役
人
）、「
ア
ル
メ
ン
ク
ネ
ヒ
ト
」A

rm
enknecht

（
貧
民
救
護

下
役
）
と
も
。gestrenger H

err 

は
役
人
に
対
す
る
昔
風
の
呼
び
掛
け
。「
殿
」「
様
」。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
教
会
が
物
乞
い
や
貧
民
の
救
済
に
当
た
っ
て

い
た
が
、
近
世
以
降
こ
れ
は
都
市
や
町
村
、
更
に
は
国
家
の
仕
事
と
な
っ
た
。

　

三
九　

七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し

（
95
）
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し　

Siebenschön.　
「
七
人
分
美
し
い
」。

（
96
）
ア
イ
ヒ
ェ
の
樹　

Eiche.　

英
語
「
オ
ー
ク
」oak

。
橅ぶ
な

科
の
落
葉
樹
。
日
本
の
「
柏か
し
わ

」（
周
囲
約
二
メ
ー
タ
ー
、
高
さ
約
八
メ
ー
タ
ー
）「
水み
ず

楢な
ら

」
な
ど
に
似
て
い
る

が
遥
か
に
大
木
と
な
る
。
周
囲
が
一
〇
メ
ー
タ
ー
近
く
の
木
や
、
高
さ
二
三
メ
ー
タ
ー
に
及
ぶ
木
が
あ
る
。
材
は
堅
牢
で
木
目
が
美
し
い
の
で
家
具
の
材
料
と
し
て
好
ま

れ
る
。
木
造
帆
船
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
優
れ
た
造
船
用
材
（
最
上
と
さ
れ
た
の
は
「
オ
ー
ク
」、
す
な
わ
ち
英
国
産
。
こ
れ
は
し
ば
し
ば
「
英
国
樫
」
と
邦
訳
さ
れ

る
）
と
さ
れ
た
。
鈍
鋸
歯
状
の
大
き
な
葉
を
付
け
る
。
い
わ
ゆ
る
団ど
ん

栗ぐ
り

の
一
つ
で
あ
る
そ
の
果
実
（
堅
果
）「
ア
イ
ヒ
ェ
ル
」Eichel

は
か
つ
て
森
に
放
牧
さ
れ
た
豚
の

群
の
絶
好
の
食
餌
と
な
っ
た
。
豚
は
秋
に
こ
れ
を
た
っ
ぷ
り
食
べ
て
肥
え
、
晩
秋
に
つ
ぶ
さ
れ
て
冬
季
の
備
蓄
食
肉
に
加
工
さ
れ
た
。
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
見
ら
れ
、
と
り

わ
け
ド
イ
ツ
に
は
ラ
イ
ン
河
下
流
域
の
中
部
ド
イ
ツ
平
原
に
は
極
め
て
美
し
い
ア
イ
ヒ
ェ
の
森
が
あ
る
。
巷
間
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
樹
齢
二
〇
〇
〇
年
に
も
及
ぶ
も
の
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
が
、
一
〇
〇
〇
年
く
ら
い
か
、
と
類
推
さ
れ
る
も
の
が
ド
イ
ツ
に
現
存
す
る
ほ
ど
長
命
で
あ
り
、
ず
ん
ぐ
り
と
し
た
幹
か
ら
太
枝
を
周
囲

に
伸
ば
し
た
巨
木
は
珍
し
く
な
い
。

（
97
）
薄
ウ
ン
グ
リ
ュ
ッ
ク
倖　

U
nglück.　

「
不
幸
」「
悲
運
」。

（
98
）『
七ジ
ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
』
と
呼
ば
れ
は
し
た
が
、
／
今
じ
ゃ
『
薄
ウ
ン
グ
リ
ュ
ッ
ク
倖
』
が
身
に
沁し

み
る　

Siebenschön w
ar ich genannt, / U

nglück ist m
ir jetzt bekannt.

　

四
〇　

三
人
の
楽
士

（
99
）
教
会
堂
開
基
祭　

K
irm

estag.　

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
。

（
（00
）
バ
ッ
ツ
ェ
ン
銀
貨　

Batzen.　

 

十
五
世
紀
末
ス
イ
ス
の
ベ
ル
ン
で
初
め
て
鋳
造
さ
れ
た
。
ベ
ル
ン
の
紋
章
の
熊Bär=Bätz

の
模
様
が
付
い
て
い
る
の
で
こ
の
名
が

あ
る
。
一
バ
ッ
ツ
エ
ン
は
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
銅
貨
四
枚
に
相
当
。

（
（0（
）
提て
い
き
ん琴
弾
き　

Geiger.　

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
奏
者
。

（
（02
）
炙や

き
肉
用
の
鉄て
つ

灸き
ゅ
う　

Bratrost.　

肉
を
炙あ
ぶ

る
た
め
の
焼
き
網
。 

。

（
（03
）
選よ

り
抜
き
の
猟
獣
肉
が
穴
蔵
か
ら　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
好
む
狩
猟
の
獲
物
の
う
ち
大
型
の
野
獣
で
あ
る
猪
や
鹿
の
肉
が
、
熟
成
す
る
よ
う
に
ひ
ん
や
り
し
た
穴
蔵
で
吊
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る
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
（04
）
肉パ
ス
テ
ー
テ

饅
頭　

Pastete.　

捏こ

ね
粉
で
外
皮
を
作
り
、
卵
を
塗
っ
て
光
沢
を
出
し
、
中
に
脂
肪
、
野
菜
、
香
辛
料
と
と
も
に
肉
類
、
魚
介
類
を
入
れ
て
、
天オ
ー
ヴ
ン火
で
焼
い
た
料
理
。

フ
ラ
ン
ス
語
「
パ
テ
」pâté 

、
英
語
「
パ
イ
」pie 

。
果
物
入
り
の
パ
イ
は
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
厳
密
に
は
「
ト
ル
テ
」T

orte

と
呼
ば
れ
る
よ
う
だ
（「
海マ
リ
ー
ネ
ン員
ト
ル
テ
」

M
arinentorte 

の
よ
う
な
例
外
は
あ
る
が
）。

（
（05
）
男
の
小
人　

M
ännlein.　

「
マ
ン
」（
男
）M

ann + 

縮
小
語
尾
「
ラ
イ
ン
」-lein 

。

（
（06
）
肘
エ
レ
ン
ボ
ー
ゲ
ン
尺　

drei Ellenbogen.　
「
エ
レ
ン
ボ
ー
ゲ
ン
」
あ
る
い
は
「
エ
ル
ボ
ー
ゲ
ン
」Ellbogen

は
普
通
「
肘
」
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
極
め
て
古
い
時
代
（
古
代
エ

ジ
プ
ト
王
朝
な
ど
）
か
ら
の
尺
度
の
単
位
で
あ
る
成
人
男
性
の
肘
か
ら
中
指
の
先
端
ま
で
の
長
さ
。「
腕
尺
」
で
は
な
く
「
肘
尺
」
と
訳
し
た
の
は
訳
者
が
嚆
矢
か
。
ラ

テ
ン
語
「
ク
ビ
ト
ゥ
ム
」cubitum

。
英
語
「
キ
ュ
ー
ビ
ト
」cubit

（
一
七
─
二
一
イ
ン
チ
＝
四
五
─
五
六
セ
ン
チ
。「
キ
ュ
ー
ビ
ト
」
は
普
通
「
腕
尺
」
と
邦
訳
さ
れ

る
が
疑
問
。「
腕
尺
」
で
あ
れ
ば
腕
の
付
け
根
か
ら
中
指
の
先
端
ま
で
の
寸
法
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。）。
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
こ
の
尺
度
を
「
エ
レ
」Elle

と
い
う
。

最
も
短
い
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
エ
レ
で
五
四
・
七
三
セ
ン
チ
、
最
も
長
い
バ
イ
エ
ル
ン
・
エ
レ
で
八
三
・
三
セ
ン
チ
（
ち
な
み
に
、
英
語
「
エ
ル
」ell 

は
肩
か
ら
手
首
ま

で
の
長
さ
─
─
仕
立
て
屋
の
寸
法
取
り
で
の
尺
度
─
─
な
の
で
、
こ
れ
と
は
大
い
に
異
な
る
）。
し
か
し
口
承
文
芸
で
の
肘エ

レ尺
は
そ
う
し
た
公
の
長
さ
で
は
な
く
、
ま
あ

五
〇
セ
ン
チ
ち
ょ
っ
と
と
考
え
て
よ
い
か
（
こ
れ
だ
と
、
こ
の
小
人
、
一
六
〇
セ
ン
チ
近
く
の
背
丈
に
な
っ
て
し
ま
う
が
）。
小
人
は
、
親
指
く
ら
い
、
と
か
、
一

掌ハ

ン

ト
幅
尺H

and

（
一
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
）
程
度
の
大
き
さ
と
い
う
の
も
あ
る
が
、
人
間
と
対
等
に
つ
き
あ
う
連
中
は
あ
ん
ま
り
小
さ
く
な
い
よ
う
だ
。
大
層
力
が
強
い
の
だ

っ
て
い
る
。

（
（07
）
痛
し
痒か
ゆ

し
っ
て
な
一
件　

eine kitzliche Sache.　
「
キ
ッ
ツ
リ
ヒ
」kitzlich 

は
「
く
す
ぐ
っ
た
い
」
の
他
に
「
微
妙
な
」
の
意
も
あ
る
。
提
琴
弾
き
は
、
仲
間
二
人

も
自
分
と
同
じ
目
に
遭
え
ば
い
い
、
と
思
い
、
韜と
う
か
い晦
し
て
二
重
の
意
味
を
持
つ
表
現
を
使
っ
て
い
る
わ
け
。
背
中
の
打
ち
身
が
痒
い
も
の
の
、
掻
け
ば
痛
い
か
ら
、
城
で

の
経
験
は
ま
さ
に
「
キ
ッ
ツ
リ
ヒ
」（
痛
し
痒
し
）
で
、
そ
れ
を
「
微
妙
な
」「
難
し
い
」
と
受
け
取
る
の
は
仲
間
の
勝
手
。

（
（08
）
喇ら
っ

叭ぱ

吹
き　

T
rom

peter.　

ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
奏
者
。

（
（09
）
く
な
く
な
に
胴
上
げ
さ
れ
た
狐　

ein geprellter Fuchs.　

古
く
は
、
狐
狩
り
で
捕
ら
え
た
狐
を
拡
げ
た
布
の
上
に
乗
せ
、
何
度
も
何
度
も
高
く
抛
り
上
げ
て
殺
す
、

と
い
う
風
習
が
あ
っ
た
。

（
（（0
）
横
笛
吹
き　

Flötenspieler.　

Ｄ
Ｍ
Ｂ
三
〇
「
勇
ま
し
い
横
笛
吹
き
」
訳
注
「
横
笛
吹
き
」
参
照
。

（
（（（
）
ち
っ
ぽ
け
な
侏ツ
ヴ
ェ
ル
ク儒　

Zw
erglein.　

こ
こ
で
初
め
て
「
ツ
ヴ
ェ
ル
ク
」Zw

erg + 

縮
小
語
尾
「
ラ
イ
ン
」-lein 

の
形
で
ド
イ
ツ
語
圏
の
民
間
伝
承
に
登
場
す
る
超
自

然
的
形
態
の
「
小
人
」「
侏し
ゅ
じ
ゅ儒
」
に
当
た
る
ド
イ
ツ
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
英
語
のdw

arf

に
当
た
る
。
通
常
丘
の
中
な
ど
地
下
に
住
み
、
金
属
を
精
錬
、
宝
石

を
掘
り
出
し
て
、
見
事
な
装
飾
品
や
刀
剣
を
作
る
。
容
姿
醜
く
、
魔
法
の
心
得
が
あ
る
。
古
英
語dw

eorg 

、
古
代
北
欧
語dw

ergr 

に
遡
る
が
、
語
源
は
よ
く
分
か
ら

な
い
。
古
代
北
欧
叙
事
詩
『
エ
ッ
ダ
』
に
よ
れ
ば
、
原
初
の
巨
人
ユ
ミ
ル
の
屍
骸
に
生
ま
れ
た
蛆う
じ

の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
、
と
の
こ
と
。
地
下
の
自
然
力
の
人
格
化
で
あ
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ろ
う
。
短
躯
な
の
は
勿
論
だ
が
、
頭
が
胴
体
に
較
べ
て
大
き
く
、
手
は
長
く
て
頑
丈
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。
伝
説
で
は
人
間
嫌
い
だ
が
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
な
ど
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話
で
は
主

人
公
の
性
格
が
気
に
入
る
と
同
情
し
て
助
け
て
く
れ
る
親
切
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
Ｋ
Ｈ
Ｍ
の
場
合
に
限
る
が
、
全
く
性
悪
な
小
人
が
出
る
稀
な
例
は
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ

一
六
一
「
雪ゆ
き
じ
ろ白
と
薔ば

ら薇
赤あ
か

」Schneew
eißchen und Rosenrot 

の
み
。
他
に
、
魔
物
あ
る
い
は
魔
法
使
い
の
手
下
と
し
て
門
番
役
・
監
視
役
を
務
め
る
、
な
る
ほ
ど

善
良
と
は
決
し
て
申
せ
ぬ
力
の
強
い
小
人
が
Ｋ
Ｈ
Ｍ
九
一
「
地エ
ル
ト
メ
ネ
ケ
ン

下
の
小
人
」D

at Erdm
änneken

（
こ
の
物
語
の
類
話
）
に
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
ま
あ
脇
役
で
、
し

か
も
全
く
邪
な
存
在
と
は
断
定
し
き
れ
な
い
。

（
（（2
）「
あ
り
ゃ
あ
笛
吹
き
に
行
っ
ち
ま
っ
た
ん
だ
」　„D

er ist flöten gegangen “. 

慣
用
句
「
笛
吹
き
に
行
く
」flöten gehen 

は
、「
行
方
不
明
に
な
る
」「「
消
え
失
せ

る
」「
駄
目
に
な
る
」
と
い
う
意
味
。
ド
イ
ツ
語
の
慣
用
句
に
関
し
て
夙つ
と

に
定
評
の
あ
る
ル
ツ
・
レ
ー
リ
ヒ
編
著
『
諺
的
慣
用
句
事
典
』Lutz Röhrich: Lexikon der 

sprichw
örtlichen R

edensarten 

に
拠
れ
ば
、
議
論
の
多
い
慣
用
句
で
、
発
祥
の
由
来
は
い
ま
だ
に
は
っ
き
り
解
明
さ
れ
て
い
な
い
、
と
の
こ
と
。
で
も
、
こ
の
物
語

を
お
読
み
に
な
っ
た
皆
さ
ん
に
は
、
も
う
語
源
は
明
明
白
白
で
す
よ
ね
。
さ
よ
う
、
こ
う
い
う
わ
け
な
ん
で
す
。

　

四
一　

粉
挽
き
と
女ニ

ク

セ

の
水
の
精

　

結
び
に
一
言
。

　

Ｄ
Ｍ
Ｂ
（
一
八
五
七
）
は
全
部
で
八
〇
編
の
昔メ
エ
ル
ヒ
ェ
ン話
か
ら
成
っ
て
い
る
の
で
、
今
回
の
「
試
訳
（
そ
の
三
）」
で
や
っ
と
こ
さ
っ
と
こ

半
ば
ま
で
漕
ぎ
付
け
た
わ
け
。
も
っ
と
も
、
Ｋ
Ｈ
Ｍ
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
な
の
で
、
訳
出
を
控
え
た
も
の
も
こ
れ
ま
で
既
に
少
な
か
ら
ず
あ

る
。
ほ
ぼ
同
じ
内
容
と
は
申
せ
、
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
場
合
表
現
が
Ｋ
Ｈ
Ｍ
と
は
随
分
異
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
も
折
を
見
て
ご
紹
介
申
し

上
げ
た
い
の
は
や
ま
や
ま
。
が
、
と
に
か
く
Ｄ
Ｍ
Ｂ
の
全
貌
を
一
応
把
握
す
る
の
が
当
面
の
急
務
だ
、
と
思
っ
て
い
る
。
今
後
と
も
武
蔵

大
学
人
文
学
会
の
ご
厚
意
に
甘
え
、
こ
の
仕
事
を
「
人
文
学
会
雑
誌
」
に
発
表
さ
せ
て
戴
く
所
存
。
あ
と
二
年
あ
れ
ば
、
訳
出
を
控
え
た

も
の
を
含
め
全
て
の
試
訳
を
、
そ
れ
か
ら
こ
れ
ま
で
形
ば
か
り
だ
っ
た
解
題
の
充
足
を
成
就
で
き
よ
う
か
、
と
、
ど
こ
か
で
鬼
が
二
匹
く

ら
い
捧
腹
絶
倒
し
そ
う
な
も
く
ろ
み
で
い
る
。
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今
回
も
よ
く
分
か
ら
な
い
こ
と
が
幾
つ
か
。
し
か
し
訳
者
の
才
覚
で
は
な
ん
と
し
て
も
不
明
の
箇
所
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
分
野
に
通
暁

し
て
い
る
方
に
お
伺
い
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
て
、
つ
く
づ
く
あ
り
が
た
か
っ
た
。
二
六
「
涙
の
小
壺
」
の
訳
注
「
御ご

変へ
ん

容よ
う

の
キ
リ
ス
ト

の
よ
う
に
麗
し
か
っ
た
」
で
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
坂さ
か
い
で出
教
会
（
香
川
県
）
司
祭
土
屋
和
彦
尊
師
と
人
文
学
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
比
較
文
化
学
科
の

同
僚
香
川
檀
教
授
の
ご
高
教
に
与
っ
た
。
土
屋
尊
師
に
は
三
三
「
風
呂
屋
の
国
王
」
の
訳
注
「
甘
美
な
る
方
、
力
あ
る
方
、
キ
リ
ス
ト
に

讃
え
あ
れ
」
の
訳
語
で
も
ま
こ
と
に
肯
綮
に
当
た
る
ご
示
唆
を
戴
き
、
い
ち
い
ち
頓
悟
し
た
。
た
だ
し
、
そ
の
他
頻
出
す
る
キ
リ
ス
ト
教

関
係
の
訳
注
で
は
、
聖
務
ご
多
忙
の
御
身
に
ご
相
談
す
る
の
が
い
く
ら
な
ん
で
も
憚
ら
れ
た
の
で
、
こ
れ
ら
は
全
て
訳
者
の
専
断
で
解
釈
、

訳
語
を
選
ん
だ
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
ま
た
、
同
じ
く
三
三
「
風
呂
屋
の
国
王
」
の
訳
注
「
デ
ポ
ス
イ
ト
・
ポ
テ
ン
テ
ス
・
デ
・
セ

デ
・
エ
ト
・
エ
ク
サ
ル
タ
ウ
ィ
ト
・
フ
ミ
レ
ス
」
で
は
、
青
山
学
院
大
学
文
学
部
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
の
西
村
哲
一
教
授
か
ら
、
ラ
テ
ン
語

テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
極
め
て
詳
細
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
に
も
関
わ
ら
ず
訳
注
に
記
載
さ
せ
て
戴
い
た
の
は
そ
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
こ
と

を
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。
尤
も
、
こ
の
場
合
に
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
貴
重
な
ご
示
唆
・
ご
教
示
を
戴
い
て
も
、
そ
っ
く
り
そ

の
ま
ま
訳
注
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
。
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
訳
責
は
こ
れ
ま
で
も
今
後
も

全
て
鈴
木
一
個
に
帰
せ
ら
れ
る
。

　

土
屋
さ
ん
、
香
川
さ
ん
、
西
村
さ
ん
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

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
）、
試
訳
（
そ
の
二
）」（「
人
文
学
会
雑
誌
」
第
四
一
巻
第
一
号
、

二
〇
〇
九
・
七
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
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寄
与
す
る
研
究
で
あ
る
。
試
訳
は
、
本
稿
で
あ
る
（
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
）
に

次
い
で
、（
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
。
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
。

　

こ
の
拙
い
訳
稿
を
平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年
師
走
に
逝
去
さ
れ
た
敬
愛
す
る
宮
本
袈
裟
雄
教
授
に
謹
ん
で
捧
げ
る
。
平
成
十
七

（
二
〇
〇
五
）
年
三
月
発
展
的
解
消
を
遂
げ
る
ま
で
人
文
学
部
比
較
文
化
学
科
に
お
い
て
宮
本
さ
ん
と
と
も
に
過
ご
し
た
春
秋
に
つ
い
て

は
、
言
う
に
言
わ
れ
ぬ
思
い
が
今
に
あ
る
。
宮
本
さ
ん
は
、
平
成
十
（
一
九
九
八
）
年
四
月
学
科
創
設
の
折
、
当
時
の
日
本
文
化
学
科
か

ら
移
籍
な
さ
っ
た
が
、
訳
者
も
当
時
の
欧
米
文
化
学
科
ド
イ
ツ
文
化
専
攻
課
程
か
ら
移
籍
し
た
。
宮
本
さ
ん
は
比
較
文
化
学
科
初
代
教
務

委
員
で
、
訳
者
は
初
代
研
究
委
員
だ
っ
た
。

　

宮
本
さ
ん
、
ど
う
か
、
ど
う
か
、
安
ら
か
に
お
休
み
く
だ
さ
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
学
内
行
政
と
無
縁
の
特
任
教
授
に
、
ぼ
く
み
た
い

に
早
く
か
ら
な
っ
て
い
れ
ば
ど
ん
な
に
か
よ
か
っ
た
ろ
う
ね
。

４校　鈴木.indd   495 10.1.15   4:50:00 PM


