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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
五
）

鈴
木　

滿 

訳
・
注
・
解
題

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
ェ
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
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Ludw

ig Bechstein : M
ärchenbuch. N

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

erschlossen. H
erausgegeben von H

ans-Jörg U
ther. Eugen D

iederichs V
erlag. M

ünchen （997.
を
も
用
い
て
い
る
。

　

こ
れ
はLudw

ig Bechstein M
ärchen

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

巻
は
N
D
M
B
。「
世
界
の
民
話
」D

ie M
ärchen der W

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
。
ま

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

い
、
全
て
の
昔メ

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

る
。

　

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

ろ
う
。

　

ち
な
み
に
訳
文
中
の
［　
　
　

］
内
、
そ
の
他
の
部
分
の
〔　
　
　

〕
内
は
訳
者
の
補
足
で
あ
る
。

訳
注
・
解
題
略
記
号
凡
例

A

T　

ア
ン
テ
ィ
・
ア
ー
ル
ネ/

ス
テ
ィ
ス
・
ト
ン
プ
ソ
ン
編
著
『
民
話
の
話
型
』　A

ntti A
arne / Stith T

hom
pson : T

he T
ypes of the 

Folktale. Suom
alainen T

iedeakatem
ia. A

cadem
ia scientiarum

 Fennica. H
elsinki （964.

A
T
U　

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

ans-Jörg U
ther : T

he T
ypes of Internatinal Folktales. A

 
Classification and Bibliography. 3 V

ols. A
cadem

ia scientiarum
 Fennica. H

elsinki 2004.　

A
T
の
増
補
改
訂
版
。

B

P　

ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ボ
ル
テ/

ゲ
オ
ル
ク
・
ポ
リ
ー
フ
カ
編
著
『
K
H
M
注
釈
』　H

erausgegeben von Johannes Bolte / Georg Polívka : 
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A
nm

erkungen zu den K
inder- und H

ausm
ärchen der B

rüder G
rim

m
. 5 B

de. G
eorg 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 （（845

）.
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 （（857

）.

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 R
olf W

ilhelm
 B

rednich zusam
m

en m
it H

erm
ann B

ausinger : 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 

（（856

）.

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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六
五　

黄き

ん金
の
小
さ
な
星
を
つ
け
た
男
の
子
た
ち

　

昔
む
か
し
う
ら
若
き
伯
爵
が
い
た
。
と
っ
て
も
美
男
だ
っ
た
け
ど
、
こ
れ
ま
で
恋
な
る
も
の
を
味
わ
っ
た
こ
と
が
な
く
、
母
夫
人
や

友
人
た
ち
の
、
結
婚
し
な
け
れ
ば
、
と
い
う
小こ

言ご
と

に
つ
い
ぞ
耳
を
貸
さ
な
か
っ
た
。
し
か
し
城
下
の
村
を
お
忍
び
で
歩
き
回
り
、
若
い

衆
や
娘
た
ち
が
糸
紡
ぎ
部
屋（

3
（

で
し
た
り
、
歌
っ
た
り
、
し
ゃ
べ
っ
た
り
す
る
こ
と
を
そ
っ
と
見
聞
き
す
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
あ
る
時
、
伯
爵
自
身
を
話
題
と
す
る
会
話
が
聞
こ
え
た
。
娘
ら
の
一
人
が
言
う
に
は
「
あ
あ
、
も
し
う
ち
の
伯
爵
様
が
結
婚

す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
も
し
そ
の
お
相
手
が
あ
た
し
だ
っ
た
ら
、
飛
び
切
り
美
味
し
い
お
料
理
を
あ
の
方
に
拵こ

し
ら
え
て
あ
げ
る
ん
だ
け
ど

な
」。
二
人
目
が
言
う
に
は
「
も
し
あ
た
し
だ
っ
た
ら
、
あ
の
方
の
子
ど
も
た
ち
を
ほ
ん
と
に
き
ち
ん
と
お
世
話
し
て
育
て
上
げ
る
ん

だ
け
ど
な
」。「
あ
た
し
は
ね
」
と
三
番
目
が
言
っ
た
。「
も
し
奥
様
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
あ
の
方
に
可
愛
い
坊
や
を
二
人
産
ん
で

あ
げ
る
つ
も
り
。
そ
の
子
た
ち
は
胸
に
黄
金
の
小
さ
な
星
を
つ
け
て
る
こ
と
で
し
ょ
う
よ
」。
他
の
娘
ら
は
ど
っ
と
笑
っ
た
が
、
伯
爵

の
方
は
い
ろ
い
ろ
思
案
に
耽
り
な
が
ら
、
城
へ
引
き
揚
げ
た
。

　

翌
日
伯
爵
は
三
人
の
娘
ら
を
呼
び
に
や
ら
せ
た
。
で
、
彼
女
た
ち
は
昨
日
お
互
い
に
伯
爵
が
妻
を
も
ら
う
と
し
た
ら
ど
う
す
る
か
に

つ
い
て
し
ゃ
べ
っ
た
こ
と
を
も
う
一
度
全
部
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
三
番
目
は
長
い
こ
と
拒
み
続
け
た
。
な
に
せ
恥
ず
か
し

か
っ
た
の
で
ね
。
で
も
と
う
と
う
自
分
の
思
い
切
っ
た
望
み
を
打
ち
明
け
る
と
、
伯
爵
は
優
し
く
乙
女
の
手
を
取
っ
て
、
こ
う
言
っ

た
。「
そ
な
た
の
言
葉
通
り
の
男
の
子
を
二
人
産
ん
で
く
れ
る
な
ら
、
そ
な
た
を
わ
た
し
の
妻
に
し
よ
う
。
で
も
そ
う
な
ら
な
か
っ
た

ら
、
わ
た
し
は
鼻
で
嗤わ

ら

っ
て
そ
な
た
を
こ
の
城
か
ら
追
い
出
し
て
し
ま
う
よ
」。
娘
は
承
諾
し
た
。
だ
っ
て
彼
女
は
明
る
い
性
分
だ
っ

た
上
、
か
ね
て
か
ら
伯
爵
を
心
中
ひ
そ
か
に
慕
っ
て
い
た
も
の
だ
か
ら
。
そ
れ
か
ら
婚
礼
が
行
わ
れ
た
が
、
伯
爵
の
母
親
は
こ
れ
が
な

ん
と
も
気
に
喰
わ
な
か
っ
た
。
さ
て
、
数
箇
月
経
つ
と
若
い
伯
爵
夫
人
に
懐
妊
の
兆き

ざ

し
が
あ
っ
た
が
、
伯
爵
は
遠お

ん
ご
く国
に
出
か
け
ね
ば
な



87

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（その五）　訳・注・解題　鈴木　滿

ら
な
く
な
り（

4
（

、
奥
方
が
出
産
し
た
ら
す
ぐ
に
そ
の
旨
手
紙
で
知
ら
せ
て
く
れ
る
よ
う
、
母
親
に
頼
ん
だ
。
こ
ち
ら
は
猫
を
か
ぶ
っ
て
嫁よ

め

女じ
ょ

を
ち
や
ほ
や
し
て
い
た
。

　

分
娩
の
時
が
迫
り
、
若
妻
は
二
人
の
可
愛
い
男
の
子
を
産
ん
だ
。
こ
の
子
た
ち
は
胸
に
黄
金
の
小
さ
な
星
を
つ
け
て
い
た
。
産
婦
は

精
も
根
も
尽
き
果
て
た
の
で
、
長
い
こ
と
気
を
失
っ
て
い
た
。
意
識
を
取
り
戻
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、
と
質た

だ

す
と
、
こ
ん
な
こ
と
を

告
げ
ら
れ
た
の
だ
。
産
ま
れ
た
の
は
不
細
工
な
猫
ど
も
だ
っ
た
の
で
、
水
に
漬
け
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
、
と
。
こ
れ
を
聞
い
て
身
も
世

も
な
く
嘆
き
悲
し
ん
だ
が
、
そ
れ
に
続
い
た
不
幸
は
も
っ
と
ひ
ど
か
っ
た
。
彼
女
は
物
乞
い
の
女
か
な
ん
ぞ
の
よ
う
に
、
嘲
り
の
声
を

浴
び
せ
ら
れ
て
城
を
追
い
出
さ
れ
た
の
だ
。
哀
れ
ん
で
く
れ
た
の
は
下
僕
が
た
っ
た
一
人
。
こ
の
男
は
こ
っ
そ
り
こ
う
打
ち
明
け
て
く

れ
た
。
あ
な
た
様
が
お
産
み
あ
そ
ば
し
た
の
は
、
胸
に
黄
金
の
小
さ
な
星
を
つ
け
た
二
人
の
綺
麗
な
男
の
お
子
た
ち
。
籠
に
入
れ
ら
れ

て
、
こ
れ
は
猫
だ
か
ら
水
に
投
げ
込
む
よ
う
に
、
と

の
命
令
で
自
分
に
引
き
渡
さ
れ
た
の
で
す
が
、
籠
を

開
け
た
と
こ
ろ
、
罪
も
な
い
赤
子
が
可
哀
そ
う
で
た

ま
ら
な
く
な
り
、
育
て
て
く
れ
、
と
あ
る
お
ば
さ
ん

に
預
け
ま
し
た
、
と
。
放
逐
さ
れ
た
奥
方
は
悲
嘆
の

う
ち
に
も
こ
れ
を
聞
い
て
大
喜
び
、
同
情
し
て
く
れ

た
召
使
に
何
度
も
何
度
も
礼
を
言
う
と
、
急
い
で
子

ど
も
た
ち
の
許も

と

に
向
か
い
、
人
目
に
つ
か
な
い
寂
し

い
と
こ
ろ
で
何
年
も
一
緒
に
暮
ら
し
た
。

　

男
の
子
た
ち
は
す
く
す
く
育
ち
、
ま
す
ま
す
可
愛
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ら
し
く
な
っ
た
。
哀
れ
な
妻
は
夫
を
偲
び
、
あ
の
ひ
と
が
こ
の
子
た
ち
を
目
に
し
た
ら
、
邪

よ
こ
し
まな
そ
の
母
親
の
仕
打
ち
を
す
っ
か
り
償
っ

て
く
れ
る
で
し
ょ
う
に
ね
え
、
と
考
え
た
。
す
る
と
こ
ん
な
夢
を
見
た
。
十
字
路
の
脇
に
立
っ
て
い
る
大
き
な
しリ

ン
デ
ン
バ
ウ
ム

な
の
木
の（

5
（

と
こ
ろ
に

行
け
。
木
の
下
に
亜あ

ま

に
麻
仁
が（

6
（

一
山
あ
る
。
こ
れ
で
隠ポ

ケ
ッ
トし
を
一
杯
に
す
る
が
よ
い
。
け
れ
ど
そ
れ
以
上
取
っ
て
は
い
け
な
い
。
そ
う
し
て

そ
れ
か
ら
ポ
ル
ト
ガ
ル（

7
（

へ
行
く
の
だ
。
そ
な
た
の
夫
は
そ
の
地
で
あ
る
女
魔
法
使
い（

8
（

、
と
い
う
か
妖フ

ェ精
と（

9
（

い
う
か
、
そ
う
し
た
者
の
愛

の
網
に
絡か

ら

め
取
ら
れ
て
い
る
、
と
。
妻
は
そ
の
木
の
許
に
行
き
、
亜
麻
仁
を
見
つ
け
、
そ
れ
で
隠ポ

ケ
ッ
トし
を
一
杯
に
し
た
。
森
の
中
で
強
盗

に
襲
わ
れ
、
身
ぐ
る
み
剥
が
れ
た
の
で
、
一
文
無
し
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
か
ら
先
は
物
乞
い
し
て
生
き
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
り
、
足
は
傷
つ
き
、
血
が
流
れ
た
。
こ
ん
な
惨
め
な
境
遇
な
が
ら
再
三
夢
に
慰
め
ら
れ
た
。
夢
は
、
最
後
に
は
成
功
す
る
、
と
約

束
し
て
く
れ
た
。
あ
る
時
の
こ
と
美
し
い
館
の
門か

ど
ぐ
ち口
で
、
ど
う
ぞ
お
恵
み
を
、
と
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、
館
の
奥
方
は
妻
が
連
れ
て
い
る
子

ど
も
た
ち
を
見
、
い
か
に
も
可
愛
ら
し
い
の
に
ひ
ど
く
心
を
打
た
れ
、
哀
れ
な
妻
に
向
か
っ
て
、
ど
ち
ら
か
一
人
譲
っ
て
た
も
れ
、
そ

の
代
わ
り
い
か
よ
う
な
望
み
で
も
叶
え
ま
し
ょ
う
、
と
申
し
出
た
。
子
ど
も
の
一
人
を
失
う
の
は
哀
れ
な
妻
に
は
と
て
も
辛
か
っ
た

が
、
そ
れ
で
も
結
局
は
承
知
し
て
、
引
き
替
え
に
丁
度
奥
方
が
そ
の
前
に
佇た

た
ず
ん
で
い
た
小
さ
な
黄き

ん金
の
足
踏
み
糸
繰
り
車（

（0
（

が
欲
し
い
、

と
言
っ
た
。
奥
方
は
そ
ん
な
要
求
を
訝い

ぶ
か
し
く
思
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
糸
繰
り
車
を
差
し
出
し
、
二
人
の
男
の
子
の
片
方
は
奥
方
の
許
に

残
さ
れ
た
。
哀
れ
な
妻
は
先
へ
先
へ
と
旅
を
続
け
、
と
う
と
う
ま
た
し
て
も
二
人
目
の
男
の
子
と
別
れ
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
。
そ
の
子
の
代
わ
り
に
貰
っ
た
の
は
小
さ
な
黄
金
の
手
回
し
糸
繰
り
車（

（（
（

。
こ
の
二
つ
の
貴
重
な
道
具
を
大
事
だ
い
じ
に
し
ま
い

込
み
、
妻
は
苦
し
い
旅
路
を
続
け
た
。

　

の
べ
つ
ま
く
な
し
の
艱か

ん

難な
ん

辛し
ん

苦く

の
あ
げ
く
、
や
っ
と
の
こ
と
で
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
到
着
、
夫
が
住
ん
で
い
る
館
に
や
っ
て
来
た
。
館
の

召
使
た
ち
の
話
で
は
、
ご
主
人
様
は
結
婚
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る（

（2
（

が
、
奥
様
の
お
顔
を
見
た
者
は
だ
れ
も
い
な
い
、
な
に
し
ろ
館
に
い
る

の
は
夜
の
間
だ
け
、
昼
間
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
だ
れ
も
知
ら
な
い
、
と
の
こ
と
。
太
陽
が
沈
む
と
、
妻
は
館
の
庭
園
に
忍
び
込
み
、
伯
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爵
夫
人
の
部
屋
の
窓
の
下
に
腰
を
下
ろ
す
と
、
足
踏
み
糸
繰
り
車
を
回
し
た
の
で
、
車
は
夜
の
闇
の
中
で
星
の
よ
う
に
輝
い
た
。
さ

て
、
伯
爵
の
奥
方
で
あ
る
女
魔
法
使
い
は
妻
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
来
る
と
、
こ
の
風
変
り
な
玩
具
の
こ
と
を
問
い
質
し
た
。
妻
は
、
お

願
い
を
一
つ
聴
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
な
ら
、
こ
れ
は
贈
り
物
に
差
し
上
げ
ま
す
、
と
答
え
た
。
そ
の
願
い
と
は
つ
ま
り
、
相
手
の
夫
の

傍
で
一
夜
過
ご
さ
せ
て
欲
し
い
、
と
い
う
も
の
。
女
は
こ
れ
を
な
ん
と
も
妙
だ
と
は
思
っ
た
が
、
と
に
か
く
承
知
し
た
。
け
れ
ど
も
、

こ
っ
そ
り
伯
爵
に
眠
り
薬
を
飲
ま
せ
た
。
そ
こ
で
伯
爵
は
一
晩
中
目
を
覚
ま
さ
ず
、
傍
ら
に
い
た
妻
は
が
っ
か
り
し
て
夜
が
明
け
る
の

を
見
た
。
夜
が
明
け
る
と
女
魔
法
使
い
は
妻
を
迎
え
に
来
た
。
で
も
次
の
宵
、
妻
は
ま
た
ま
た
館
の
外
に
坐
り
、
黄
金
の
手
回
し
糸
繰

り
車
を
回
し
た
。
女
魔
法
使
い
は
ま
た
や
っ
て
来
た
が
、
同
じ
願
い
を
聴
き
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
今
度
は
し
く
じ
っ
て
十

分
強
い
眠
り
薬
を
伯
爵
に
盛
ら
な
か
っ
た
の
で
、
夜
が
明
け
な
い
う
ち
に
伯
爵
が
目
を
覚
ま
し
、
痩
せ
衰
え
、
窶や

つ

れ
き
っ
た
妻
が
傍
ら

に
い
る
の
を
見
て
び
っ
く
り
し
た
。
妻
は
夫
に
胸
の
思
い
を
あ
り
っ
た
け
ぶ
ち
ま
け
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
伯
爵
は
子
ど
も
た
ち
が
な
ん

と
も
い
と
お
し
く
て
堪
ら
な
く
な
り
、
妻
に
、
改
め
て
自
分
の
奥
方
と
し
て
認
め
る
、
と
約
束
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
妖フ

ェ精
が
や
っ
て
来

て
、
妻
を
そ
こ
か
ら
連
れ
出
す
時
、
眠
っ
て
い
る
ふ
り
を
し
た
。
さ
て
、
伯
爵
は
妖フ

ェ精
に
向
か
っ
て
こ
ん
な
話
を
し
た
。
こ
ん
な
奇
妙

な
夢
を
見
た
の
だ
よ
。
あ
る
男
だ
が
ね
、
こ
れ
が
判
断
を
間
違
っ
て
妻
を
追
い
出
し
て
し
ま
い
、
他
の
女
性
と
結
婚
し
た
。
け
れ
ど
も

元
の
妻
は
命
と
美
貌
を
犠
牲
に
し
て
そ
の
男
を
探
し
求
め
た
。
そ
の
妻
が
夫
を
見
つ
け
出
し
た
と
し
た
ら
、
夫
は
ど
う
す
べ
き
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
夢
な
の
だ
よ
、
と
。「
で
し
た
ら
そ
の
方
は
二
度
目
の
奥
さ
ん
と
別
れ
て
、
信ま

こ
と実
の
あ
る
そ
の
ひ
と
の
と
こ
ろ
へ
戻
ら
な

く
て
は
」
と
妖フ

ェ精
。「
そ
な
た
は
自
分
で
自
分
に
審
判
を
下
し
た
の
だ
」
と
伯
爵
が
応
じ
て
、
何
が
起
こ
っ
た
の
か
一
部
始
終
を
物

語
っ
た
。
そ
こ
で
妖フ

ェ精
は
悲
し
く
切
な
い
な
が
ら
身
を
引
き
、
伯
爵
は
、
子
ど
も
た
ち
を
請
け
戻
し
て
か
ら
、
信ま

こ
と実
の
あ
る
奥
方
と
も

ど
も
故
郷
に
引
き
揚
げ
た
。
伯
爵
の
邪
な
母
親
は
二
度
と
再
び
息
子
の
面
前
に
姿
を
現
さ
な
か
っ
た
。
伯
爵
は
奥
方
を
こ
よ
な
く
大
切

に
し
、
あ
の
同
情
心
篤
い
召
使
に
は
た
っ
ぷ
り
礼
を
し
た
。
黄
金
の
星
を
つ
け
た
男
の
子
た
ち
は
成
長
し
て
両
親
の
喜
び
と
な
り
、
大
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胆
不
敵
な
勇
士
と
し
て
幾
多
の
合
戦
に
参
陣
、
勝
利
の
勳い

さ
お
を
嬴

か
ち
え

た
の
だ
っ
た
。

解
題

　

フ
ラ
ン
ケ
ン
地
方
の
口
承
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
初
に
こ
の
類
話
が
見
ら
れ
る
の
は
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ス
ト
ラ
パ
ロ
ー
ラ
『
楽
し
き
夜
夜
』Giovanni Francesco 

Strapalora : Le piacevoli notti 

（
一
五
五
〇
─
五
四
）
第
四
夜
第
三
話
。
後
に
ド
ー
ノ
ア
夫
人
の
「
王
女
麗ベ

ル
・
エ
ト
ア
ー
ル

し
の
星
」M

m
e d

’Aulnoy : La 
princesse Belle-Etoile

に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
K
H
M
九
六
「
三
羽
の
小
鳥
」D

e drei V
ügelkens

と
の
似
寄
り
も
指
摘
し
て
お

く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
後
者
は
お
そ
ら
く
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
セ
ル
ゲ
ー
ヴ
ィ
チ
・
プ
ー
シ
キ
ン
の
民
話
詩
「
サ
ル
タ
ン
王
と
そ
の
息
子
、
誉
れ
高
く
逞

し
き
グ
ヴ
ィ
ド
ン
・
サ
ル
タ
ー
ノ
ヴ
ィ
チ
公
と
世
に
も
麗
し
き
白
鳥
王
女
の
物
語
」
の
素
材
。
ガ
ラ
ン
訳
の
『
千
一
夜
物
語
』
に
あ
る
（Parizade-

Erzählung

）、
と
の
こ
と
だ
が
、
未
詳
。

　

A
T
七
〇
七
「
三
人
の
金
髪
の
息
子
」T

he T
hree Golden Sons.

　

原
題　

D
ie K

naben m
it den goldnen Sternlein.
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六
六　

杜ね

ず松
の
木

解
題

　

A
T
七
二
〇
「
母
さ
ん
が
ぼ
く
を
殺
し
た
、
父
さ
ん
が
ぼ
く
を
食
べ
た
。
杜
松
の
木
」M

y M
other Slew

 M
e ; M

y Father A
te M

e. T
he Juniper 

T
ree.

　

原
題　

D
er W

achholderbaum

　

K
H
M
四
七
「
杜
松
の
木
の
話
」V

on dem
 M

achandelboom

に
相
当
す
る
た
め
訳
出
せ
ず
。
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六
七　

白
い
狼

　

あ
る
王
が
狩
を
し
よ
う
と
馬
で
大
き
な
森
に
分
け
入
っ
た
が
、
そ
こ

で
迷
っ
て
し
ま
っ
て
ね
、
幾
日
も
幾
夜
も
あ
て
ど
も
な
く
う
ろ
つ
く
羽

目
に
な
り
、
ど
う
し
て
も
ち
ゃ
ん
と
し
た
道
が
見
つ
か
ら
ず
、
餓
え
と

渇
き
に
苦
し
ん
だ
。
や
っ
と
の
こ
と
で
出
逢
っ
た
の
は
黒
装し

ょ
う
ぞ
く
束
の
小
人

だ
が
、
王
は
こ
れ
に
道
を
訊
ね
た
も
の
。「
ご
案
内
し
て
送
り
届
け
て

差
し
上
げ
ま
し
ょ
う
が
な
、
あ
な
た
様
の
方
も
そ
の
お
礼
に
わ
し
に
な

ん
ぞ
く
だ
さ
ら
ね
ば
。
お
宅
に
戻
ら
れ
て
最
初
に
出
く
わ
す
も
の
を
こ

ち
ら
に
お
よ
こ
し
に
な
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
」
と
小
人
。
王
は
嬉

し
が
っ
て
道
道
こ
う
言
っ
た
。「
小
人
よ
、
そ
な
た
は
全
く
感
心
だ
の
。

ま
っ
こ
と
、
わ
し
の
一
番
の
愛
犬
が
わ
し
を
迎
え
に
走
り
寄
っ
て
ま

い
っ
て
も
、
喜
ん
で
褒
美
に
そ
な
た
に
遣
わ
そ
う（

（3
（

」。
し
か
し
小
人
は

こ
う
答
え
た
。「
そ
ち
ら
の
一
番
の
愛
犬
な
ん
ぞ
わ
し
は
欲
し
く
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。
わ
し
が
好
き
な
は
別
の
も
の
」。
さ
て
二
人
が
城
に
近

づ
く
と
、
王
の
一
番
末
の
姫
君
が
窓
か
ら
お
父
様
が
馬
で
戻
っ
て
来
た

の
を
見
つ
け
、
は
し
ゃ
い
で
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
駈
け
て
来
た
。
こ
う
し
て

娘
に
抱
き
締
め
ら
れ
た
王
は
「
や
あ
、
こ
れ
は
し
た
り
、
一
番
の
愛
犬
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が
迎
え
に
ま
い
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
」
と
言
っ
た
。
こ
れ
を
聴
い
て
王
女
は
と
っ
て
も
驚
き
、
泣
き
だ
し
ち
ゃ
っ
て
こ
う
叫
ん
だ
。

「
な
ん
で
す
っ
て
、
お
父
様
。
私
よ
り
犬
の
方
が
お
可
愛
い
の
で
す
か
。
犬
が
お
迎
え
に
ま
い
っ
た
方
が
嬉
し
か
っ
た
、
と
お
っ
し
ゃ

る
の
」。
王
は
息
女
を
慰
め
、「
あ
あ
、
い
と
し
い
娘
や
、
そ
ん
な
つ
も
り
で
申
し
た
の
で
は
な
い
の
だ
」
と
言
い
、
こ
と
の
し
だ
い
を

一
切
物
語
っ
た
。
で
も
姫
君
は
び
く
と
も
せ
ず
に
い
わ
く
「
い
と
し
い
お
父
様
が
深
い
森
の
中
で
ひ
ど
い
死
に
方
を
な
さ
る
よ
り
こ
の

方
が
ず
う
っ
と
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
」。
す
る
と
小
人
は
こ
う
言
っ
た
。「
一
週
間
し
た
ら
連
れ
に
来
る
」。

　

一
週
間
経
つ
と
ほ
ん
と
う
に
一
頭
の
白
い
狼
が
王
城
に
来
た
。
そ
し
て
王
女
は
い
や
お
う
な
し
に
そ
の
背
中
に
乗
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、
ほ
っ
ほ
う
、
そ
れ
進
め
、
藪
だ
ろ
う
が
原
っ
ぱ
だ
ろ
う
が
、
上
り
坂
だ
ろ
う
が
下
り
坂
だ
ろ
う
が
お
か
ま
い

な
く
、
ど
ん
ど
こ
ど
ん
ど
こ
ど
こ
ま
で
も
ま
っ
し
ぐ
ら
。
王
女
は
狼
に
ま
た
が
っ
て
い
る
の
が
も
う
も
う
や
り
き
れ
な
く
な
っ
て
「
ね

え
、
ま
だ
遠
い
の
」
と
訊
い
た
の
さ
。

─
「
黙
れ
。
硝ガ

ラ
ス子
の
山
ま
で
は
ま
だ
ま
だ
な
ん
と
も
遠
い
の
だ
。

─
黙
っ
て
い
な
い
と
放ほ

う

り
出
す
」。
そ
れ
か
ら
ま
た
も
ず
ん
ず
ん
進
む
。
と
う
と
う
王
女
は
可
哀
そ
う
に
び
く
び
く
お
ず
お
ず
、
ま
た
し
て
も
、
ま
だ
遠
い
の

か
、
と
訊
い
た
の
さ
。
す
る
と
同
じ
脅
し
文
句
を
狼
は
言
い
、
ど
ん
ど
ん
ず
ん
ず
ん
駈
け
て
行
く
。
と
う
と
う
王
女
が
思
い
切
っ
て
三

度
目
に
ま
た
訊
い
た
途
端
、
狼
は
王
女
を
す
ぐ
さ
ま
背
中
か
ら
投
げ
落
と
し
、
さ
っ
さ
と
走
っ
て
行
っ
ち
ゃ
っ
た
。

　

さ
て
さ
て
哀
れ
な
姫
君
は
昼
な
お
暗
い
森
の
中
に
独
り
ぼ
っ
ち
に
な
り
、
歩
き
に
歩
い
て
考
え
た
。
な
ん
と
か
人
間
の
い
る
と
こ
ろ

に
辿た

ど

り
着
け
な
い
か
っ
て
。
す
る
と
や
っ
と
の
こ
と
で
一
軒
の
小
屋
に
出
く
わ
し
た
。
そ
こ
に
は
小
さ
い
火
が
燃
え
て
い
て
、
歳
を

取
っ
た
小
さ
な
森
お
っ
か
あ（

（4
（

が
坐
り
、
火
の
わ
き
に
小
さ
な
深
鍋
を
据
え
て
い
た（

（5
（

。「
お
ば
さ
ん
、
あ
な
た
、
白
い
狼
を
見
ま
せ
ん
で

し
た
」
と
王
女
が
訊
い
た
。

─
「
う
ん
に
ゃ
、
見
な
ん
だ
。
そ
れ
は
風
に
訊
か
な
き
ゃ
な
る
ま
い
。
風
は
そ
こ
い
ら
じ
ゅ
う
で
訊
き

回
っ
て
る
か
ら
の
う
。
と
こ
ろ
で
ま
ず
ま
あ
ち
ょ
い
と
お
坐
り
。
そ
う
し
て
あ
た
し
と
一
緒
に
お
食
べ
な
ね
。
ち
ょ
っ
ぴ
り
鶏と

り

汁じ
る

を（
（6
（

煮

て
い
る
と
こ
だ
で
」。
お
姫
様
が
そ
の
通
り
に
し
て
、
鶏
汁
を
食
べ
終
わ
る
と
、
婆
様
は
「
お
ま
え
さ
ん
、
鶏と

り

の
小
骨
を
持
っ
て
お
行
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き
。
こ
れ
に
ゃ
う
ま
い
使
い
道
が
あ
る
だ
ろ
う
よ
」
と
言
い
、
そ
れ
か
ら
風
の
と
こ
ろ
に
行
く
道
筋
を
教
え
て
く
れ
た
。

　

風
の
許も

と

に
王
女
が
着
く
と
、
風
も
や
っ
ぱ
り
火
の
傍
に
坐
り
、
鶏
汁
を
煮
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
白
い
狼
の
行
方
を
訊

か
れ
た
風
は
王
女
に
こ
う
返
辞
し
た
。「
好
い
子
ち
ゃ
ん
、
わ
し
は
そ
ん
な
の
見
て
は
お
ら
ん
。
な
に
せ
今
日
は
一
度
も
外
出
せ
ん

じ
ゃ
っ
た
で
な
。
の
ん
び
り
休
養
し
よ
う
と
思
っ
た
の
じ
ゃ
よ
。
太
陽
に
訊
い
て
ご
覧
。
あ
れ
は
毎
日
昇
っ
た
り
沈
ん
だ
り
し
と
る
。

が
、
ま
ず
わ
し
の
よ
う
に
く
つ
ろ
い
で
、
疲
れ
を
休
め
る
が
え
え
。
そ
う
し
て
わ
し
と
一
緒
に
食
事
を
し
な
さ
い
。
そ
し
た
ら
お
ま
え

さ
ん
、
食
べ
た
後
鶏
の
小
骨
を
皆
持
っ
て
け
る
。
こ
れ
に
ゃ
う
ま
い
使
い
道
が
あ
る
だ
ろ
う
よ
」。

　

こ
れ
が
済
む
と
、
女
の
子
は
太
陽
の
と
こ
ろ
に
出
掛
け
た
。
そ
こ
で
も
ま
た
風
の
と
こ
ろ
で
と
全
く
同
じ
だ
っ
た
。
太
陽
は
や
っ
ぱ

り
傍
ら
で
鶏
汁
を
煮
て
い
る
最
中
、
そ
こ
で
話
は
手
っ
取
り
早
か
っ
た
が
、
こ
ち
ら
も
や
っ
ぱ
り
白
い
狼
を
見
ち
ゃ
い
な
か
っ
た
。

で
、
姫
君
を
一
緒
の
食
事
に
誘
っ
た
。「
あ
な
た
ね
、
月
に
訊
い
て
み
な
く
っ
ち
ゃ
。
だ
っ
て
ど
う
や
ら
そ
の
白
い
狼
は
夜
に
し
か
走

ら
な
い
よ
う
で
す
も
の
。
夜
の
こ
と
な
ら
月
は
な
に
も
か
も
目
に
し
て
る
わ
」。
王
女
は
太
陽
と
一
緒
に
食
事
を
し
、
小
骨
を
す
っ
か

り
集
め
る
と
、
旅
を
続
け
て
、
月
に
訊
い
て
み
た
。
月
も
鶏
汁
を
煮
て
い
て
、
こ
う
言
っ
た
。「
そ
い
つ
は
や
っ
か
い
だ
な
あ
。
わ
た

し
は
晦み

そ
か日
に
は
照
ら
さ
な
か
っ
た
し
な
、
昇
る
の
が
遅
過
ぎ
た
こ
と
も
あ
る
。
白
い
狼
に
つ
い
ち
ゃ
あ
何
一
つ
知
ら
ん
」。
少
女
は
し

く
し
く
泣
き
始
め
「
あ
あ
、
あ
あ
、
そ
れ
じ
ゃ
だ
れ
に
訊
け
ば
い
い
ん
で
し
ょ
」
と
叫
ん
だ
。

─
「
ま
あ
辛
抱
、
辛
抱
、
お
嬢
ち
ゃ

ん
」
と
月
。「『
飯
食
う
前
に
は
踊
り
に
ゃ
な
ら
ぬ（

（7
（

』［
腹
が
減
っ
て
は
戦
は
で
き
ぬ
］。
坐
っ
て
、
ま
ず
わ
た
し
と
一
緒
に
鶏
汁
を
食
べ

な
さ
い
。
そ
う
し
て
小
骨
も
持
っ
て
お
行
き
。
う
ま
い
使
い
道
が
あ
る
だ
ろ
う
よ
。
そ
れ
に
わ
た
し
は
こ
ん
な
話
も
知
っ
て
い
る
の

だ
。
そ
の
黒
装
束
の
小
人
は
硝
子
の
山
に
い
て
ね
、
今
日
婚
礼
を
挙
げ
る
の
さ
。
月
の
中
の
男（

（8
（

も
こ
れ
に
招
待
さ
れ
て
い
る
」。「
あ

ら
、
硝
子
の
お
山
、
硝
子
の
お
山
。
私
、
ほ
ん
と
は
そ
こ
へ
行
き
た
か
っ
た
ん
で
す
。
だ
っ
て
白
い
狼
は
そ
こ
へ
私
を
乗
せ
て
く
は
ず

だ
っ
た
ん
で
す
も
の
」
と
王
女
は
大
声
を
出
し
た
。「
そ
れ
じ
ゃ
あ
ね
、
そ
こ
に
辿
り
着
く
ま
で
わ
た
し
が
き
っ
と
照
ら
し
て
あ
げ
よ



95

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（その五）　訳・注・解題　鈴木　滿

う
。
道
案
内
も
し
て
あ
げ
る
」
と
月
が
言
っ
た
。「
さ
も
な
い
と
お
ま
え
さ
ん
、
あ
っ
さ
り
迷
っ
て
し
ま
い
そ
う
だ
。
な
に
し
ろ
た
と

え
ば
わ
た
し
な
ん
ぞ
は
体
全
部
が
そ
っ
く
り
混
じ
り
け
な
し
の
硝
子
の
山
山
で
で
き
て
る
ん
の
だ
か
ら（

（9
（

。
さ
あ
さ
あ
、
お
ま
え
さ
ん
の

小
骨
を
全
部
ち
ゃ
あ
ん
と
持
っ
て
行
く
ん
だ
よ
」。
姫
君
は
そ
う
し
た
。
だ
け
ど
慌
て
た
も
の
だ
か
ら
、一
本
だ
け
小
骨
を
忘
れ
ち
ゃ
っ

た
ん
だ
。

　

ま
も
な
く
王
女
は
硝
子
の
山
の
麓
に
や
っ
て
来
た
。
で
も
、
こ
の
山
、

ど
こ
も
か
し
こ
も
つ
る
つ
る
す
べ
す
べ
で
登
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

け
れ
ど
も
王
女
は
年
取
っ
た
森
お
っ
か
あ
と
風
と
太
陽
と
月
に
貰
っ
た

鶏
の
小
骨
を
そ
っ
く
り
取
り
出
し
て
、
そ
れ
で
梯は

し

子ご

を
拵こ

し
ら
え
た
。
こ
れ

は
と
っ
て
も
長
く
な
っ
た
が
、
う
わ
あ
、
や
れ
や
れ
大
変
だ
、
お
し
ま

い
の
た
っ
た
一
段
が
足
り
な
か
っ
た
の
さ
。
そ
こ
で
姫
君
は
小
指
の

先
っ
ち
ょ
を
切
り
落
と
し
、
そ
れ
を
う
ま
く
使
っ
た
の
で
、
さ
っ
さ
と

硝
子
の
山
の
て
っ
ぺ
ん
に
登
る
こ
と
が
で
き
た
。
上
に
は
大
き
な
穴
が

開
い
て
い
て
、
立
派
な
階
段
が
下
に
通
じ
て
い
た
。
な
に
も
か
も
絢け

ん
ら
ん爛

豪
華
で
、
大
広
間
は
婚
礼
の
お
客
た
ち
で
一
杯
、
楽
士
が
た
く
さ
ん
お

り
、
ご
馳
走
が
た
っ
ぷ
り
並
ん
だ
食
卓
が
数
数
あ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
そ

こ
に
は
例
の
黒
装
束
の
小
人
が
坐
っ
て
お
り
、
そ
の
隣
に
は
女
の
人
が

い
た
。
こ
れ
が
小
人
の
花
嫁
だ
っ
た
。
で
も
、
黒
装
束
の
小
人
は
悲
し

そ
う
な
様
子
。
そ
こ
で
王
女
も
と
っ
て
も
辛
く
な
っ
た
。
自
分
の
到
着
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が
遅
過
ぎ
た
の
と
、
小
人
が
と
っ
て
も
悲
し
そ
う
な
の
が
、
辛
く
て
辛
く
て
堪
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
胸
の
裡う

ち

で
こ
う
考
え
た
。

私
、
白
い
狼
の
唄
を
歌
お
う
。
そ
う
し
た
ら
も
し
か
し
て
私
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
く
れ
る
か
も
、
と
。

─
だ
っ
て
、
小
人
は
ま
だ

ち
ら
り
と
も
王
女
の
方
を
見
な
か
っ
た
の
で
、
王
女
が
だ
れ
だ
か
も
分
か
ら
な
い
で
い
た
か
ら
。
さ
て
壁
際
に
竪ハ

ル
フ
ェ琴
が（

20
（

一
台
立
っ
て
お

り
、
姫
君
は
こ
れ
を
上
手
に
弾ひ

け
た
の
で
、
そ
れ
を
手
に
し
て
こ
う
歌
っ
た
。

「
そ
ち
ら
の
一
番
の
愛
犬
な
ん
ぞ
わ
し
は
欲
し
く
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
、

わ
し
が
好
き
な
は
別
の
も
の
、

一
番
末
の
王
女
様
。

白
い
狼
駆
け
て
っ
ち
ゃ
っ
て
、

ど
こ
に
行
っ
た
か
分
か
ん
な
い
、

一
番
末
の
王
女
様
」

　

小
人
は
は
っ
と
聴
き
耳
を
立
て
た
が
、
姫
君
は
な
お
も
演
奏
と
唄
を
続
け
た
。

「
狼
の
跡
を
追
い
掛
け
て
、

指
の
先
っ
ち
ょ
切
り
落
と
し
た
の
、

一
番
末
の
王
女
様
。

や
っ
て
来
た
け
ど
、
あ
な
た
に
は
分
か
ん
な
い
の
ね
、
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こ
の
唄
を
せ
つ
な
く
あ
な
た
に
歌
う
の
は

一
番
末
の
王
女
様
」

　

す
る
と
小
人
は
座
席
か
ら
ぱ
っ
と
立
ち
上
が
り
、
突
然
こ
よ
な
く
綺
麗
な
若
君
の
姿
に
な
り
、
つ
か
つ
か
と
王
女
に
歩
み
寄
る
と
、

両
腕
に
ぐ
っ
と
抱
き
締
め
た
。

　

な
に
も
か
も
魔
法
だ
っ
た
の
さ
。
こ
の
若
君
は
魔
法
で
も
っ
て
年
取
っ
た
小
人
に
、
あ
の
白
い
狼
に
、
変
身
さ
せ
ら
れ
ち
ゃ
っ
て
、

硝
子
の
山
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
な
の
。
ど
こ
か
の
姫
君
が
そ
の
許
に
や
っ
て
来
る
た
め
に
小
指
の
先
っ
ち
ょ
を
犠
牲
に
す
る

ま
で
ず
う
っ
と
ね
。
で
も
、
も
し
あ
る
期
間
、
そ
う
し
た
こ
と
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
ら
、
若
君
は
別
の
女
の
人
と
結
婚
し
て
、
生
涯
黒

装
束
の
小
人
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
ん
だ
。
さ
あ
て
、
こ
う
し
て
魔
法
が
解
け
る
と
、
も
う
一
人
の
花
嫁
は
姿
を
消

し
、
呪
い
か
ら
救
済
さ
れ
た
若
君
は
王
女
と
結
婚
、
そ
れ
か
ら
連
れ
立
っ
て
王
女
の
父
親
の
許
に
向
か
っ
た
。
父
王
は
息
女
に
再
会
で

き
た
こ
と
を
心
か
ら
喜
び
、
死
ぬ
ま
で
皆
一
緒
に
幸
せ
に
暮
ら
し
た
。
で
も
万
一
死
ん
で
い
な
か
っ
た
ら
、
い
ま
だ
に
生
き
て
る
っ
て

こ
と
も
ま
ず
ま
あ
あ
る
か
も
知
れ
な
い
ね
。

解
題

　

ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
話
を
（
D
M
B
一
七
、三
六
、三
七
も
し
か
り
だ
が
）、
カ
ー
ル
・
ミ
ュ
レ
ン
ホ
ッ
フ
（
一
八
一
八
─
八
四
）
編
『
シ
ュ
レ
ス

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

arl M
üllenhoff : Sagen, M

ärchen und Lieder der 
H

erzogtüm
er Schlesw

ig, H
olstein und Lauenburg. K

iel （845, IV
. 7.　

か
ら
採
録
し
た
。

　

A
T
四
二
五
「
消
え
た
夫
を
探
す
」T

he Search for the Lost H
usband.

、
A
T
四
二
五
A
「
怪
物
（
動
物
）
婿
」T

he M
onster 

（A
nim

al

） as 
Bridegroom

.

　

原
題　

D
er w

eiße W
olf.
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六
八　

倹し
ま
り
や

約
家
あ
に
い
と
浪つ
か
い
や

費
家
あ
に
い

　

昔
む
か
し
あ
る
お
百
姓
が
息
子
を
二
人
持
っ
て
い
た
。
で
、
お
百
姓
は
二
人
に
手
仕
事
を
習
わ
せ
た
。「
な
に
し
ろ
な
」
と
お
百
姓
。

「
手
仕
事
ち
ゅ
う
も
ん
に
は
黄き

ん金
の
土
台
が
あ
る
だ
で
」。
息
子
の
一
人
は
靴
職
人
に
な
っ
た
。
も
う
一
人
は
仕
立
て
屋
さ
ん
。
で
、
徒

弟
奉
公
の
年
期
が
明
け
る
と
旅
修
行（

2（
（

に
出
た
。
こ
の
連
中
、
二
人
な
が
ら
好
一
対
の
暢の

ん

気き

ぼ
う
ず
だ
っ
た
が
、
靴
職
人
の
方
は
有
り
金

残
ら
ず
煙パ

イ
プ管
煙た

ば
こ草
や
嗅か

ぎ
煙
草（

22
（

、
そ
れ
か
ら
火

シ
ュ
ナ
ッ
プ
ス酒
に

（
23
（

遣
い
果
た
し
て
し
ま
う
の
だ
っ
た
。
だ
が
仕
立
て
職
は
と
い
う
と
、
煙パ

イ
プ管
は
や
ら

な
い
、
嗅
ぎ
煙
草
も
嗅
が
な
い
、
火

シ
ュ
ナ
ッ
プ
ス
酒
な
ん
ぞ
飲
み
ゃ
あ
し
な
い
。
と
き
ど
き
、
と
に
か
く
倹
約
し
な
よ
、
と
兄
弟
に
忠
告
し
た
が
、

靴
屋
は
そ
れ
を
笑
い
飛
ば
し
て
い
わ
く
「
い
っ
た
い
な
ん
の
た
め
に
お
い
ら
に
倹
約
し
ろ
っ
て
言
う
ん
だ
。
あ
ん
た
は
倹
約
す
り
ゃ
あ

い
い
。
倹し

ま
り
や

約
家
に
ゃ
浪つ

か
い
や

費
家
が
つ
き
も
の（

24
（

さ
ね
。
諺
に
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
」。

　

こ
の
愉
快
な
職
人
衆
は
こ
ん
な
具
合
に
丸
一
年
連
れ
立
っ
て
旅
歩
き
を
し
た
。
仕
立
て
屋
は
一
つ
特
別
な
財
布
を
用
意
し
て
、
兄
弟

が
無
駄
金
を
遣
う
た
ん
び
に
、
万
一
の
時
の
蓄
え
用
の
、
た
っ
ぷ
り
あ
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
、
二
人
共
同
の
会
計
か
ら
丁
度
同
じ

だ
け
こ
れ
に
入
れ
た
。
こ
れ
を
丸
一
年
や
り
続
け
、
そ
の
ち
い
ち
ゃ
な
財
布
の
ぽ
ん
ぽ
ん
が
だ
ん
だ
ん
ふ
っ
く
ら
し
て
い
く
の
を
嬉
し

が
っ
て
い
た
。

　

さ
て
両
人
、
あ
る
時
ま
た
し
て
も
倹
約
と
浪
費
に
つ
い
て
口
争
い
を
お
っ
ぱ
じ
め
た
。
仕
立
て
屋
が
貯
め
込
ん
だ
お
宝
を
自
慢
す
る

と
、
靴
屋
は
「
あ
ん
た
が
貯
め
た
も
の
な
ん
ざ
、
ろ
く
な
こ
と
に
な
ら
ん
さ
な
」
と
言
い
返
し
た
も
の
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
、
と
あ

る
橋
に
差
し
掛
か
っ
た
が
、
欄
干
の
上
に
は
立
派
な
、
幅
が
広
く
て
滑
ら
か
な
石
が
敷
か
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
仕
立
て
屋
は
、
倹
約
は

良
い
も
の
だ
っ
て
こ
と
を
兄
弟
に
呑
み
込
ん
で
も
ら
お
う
、
と
し
た
。
だ
っ
て
、
ほ
ら
、
諺
に
も
あ
る
よ
ね
、
備
え
あ
れ
ば
憂
い
無

し（
25
（

、
っ
て
。
そ
れ
か
ら
さ
、
蓄
財
に
励
め
、
若
者
、
年
老
い
て
窮
迫
す
る
は
哀
し
き
も
の
ぞ（

26
（

。
二
人
は
背
嚢
を
下
ろ
し
、
仕
立
て
屋
は
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自
分
の
ち
い
ち
ゃ
な
財
布
を
取
り
出
す
と
、
長
い
こ
と
持
ち
歩
い
た
の
で
す
っ
か
り
赤
味
が
か
っ
て
し
ま
っ
た
す
て
き
な
グ
ロ
ッ
シ
ェ

ン
銀
貨（

27
（

と
ゼ
ク
サ
ー
銀
貨（

28
（

を
何
枚
も
数
え
、
橋
石
の
一
つ
の
上
に
並
べ
た
。
こ
れ
は
か
な
り
の
金
額
だ
っ
た
の
で
、
仕
立
て
屋
は
ほ
く

ほ
く
喜
ん
だ
。
靴
職
人
の
方
は
そ
の
様
子
を
我
関
せ
ず
で
眺
め
や
る
と
、
煙パ

イ
プ管
に
煙
草
を
詰
め
、
火
打
ち
道
具
で
火
を
打
ち
出
し
た（

29
（

。

丁
度
そ
の
時
猛
烈
な
一
陣
の
突
風
が
吹
い
て
来
て
、
橋
に
欄
干
が
無
か
ろ
う
も
の
な
ら
、
ち
っ
ぽ
け
な
仕
立
て
屋
さ
ん
の
こ
と
、
そ
の

ま
ま
川
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
か
も
。
で
も
、
お
金
の
方
は
風
が
な

に
も
か
も
水
の
中
に
攫さ

ら

い
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
仕
立
て
屋
は
び
っ
く
り
仰
天
し

て
立
ち
す
く
ん
だ
ま
ま
だ
っ
た
が
、
靴
屋
は
火ほ

く
ち口
の（

30
（

火
を
煙パ

イ
プ管
に
押
し
つ
け
、
世

に
も
の
ど
か
な
顔
で
こ
う
訊
い
た
も
の
。「
な
あ
、
お
い
、
倹し

ま
り
や

約
家
あ
に
い
よ
、

で
、
あ
ん
た
、
い
く
ら
貯
ま
っ
た
ん
か
ね
」。
仕
立
て
屋
は
し
ゃ
く
り
あ
げ
て
泣

き
わ
め
い
た
。「
同お

ん
な
し
こ
っ
た
い
、
あ
ん
た
と

─
と
ほ
ほ
ほ
ほ
。
同お

ん
な
し
こ
っ
た

い
、
あ
ん
た
と

─
と
ほ
ほ
ほ
ほ（

3（
（

」。

解
題

　

口
承
。

　

短
い
話
に
幾
つ
も
の
諺
。
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
好
み
で
あ
る
。
こ
う
い
う
軽
妙
な
主
題
だ
と
、

と
り
わ
け
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
一
流
の
活
き
活
き
し
た
語
り
口
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。

結
び
は
子
ど
も
た
ち
に
受
け
る
こ
と
を
狙
っ
た
の
だ
ろ
う
。
普
通
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
物
語
で

も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
倫
理
を
笑
い
も
の
に
し
て
の
お
ふ
ざ
け
だ
が
。

　

A
T
該
当
無
し
。

　

原
題　

Bruder Sparer und Bruder V
ertuer.
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六
九　

菊
き
く
い
た
だ
き
戴

　

昔
む
か
し
一
人
の
爺
様
が
森
の
中
の
ち
っ
ぽ
け
な
家
に
住
ん
で
い
た
。
何
人
も
子
ど
も
が
い
た
が
、
他
に
一
羽
の
菊
戴（

32
（

を
持
っ
て
い

た
。
菊
戴
と
い
う
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
一
番
小
さ
い
鳥
で
、
鷦

み
そ
さ
ざ
い鷯
の

（
33
（

仲
間
な
ん
だ
。
だ
れ
に
も
好
か
れ
る
こ
の
小
鳥
を
爺
様
は
と
っ
て

も
愛い

と

し
が
っ
て
い
た
し
、
子
ど
も
た
ち
も
負
け
ず
劣
ら
ず
可
愛
が
っ
た
。
さ
て
、
爺
様
、
今
わ
の
際
に
な
る
と
、
子
ど
も
た
ち
に
こ
う

言
っ
た
も
ん
さ
。「
い
い
か
の
、
こ
の
菊
戴
は
売
っ
て
は
な
ら
ん
ぞ
。
こ
り
ゃ
幸
運
の
小
鳥
だ
か
ら
の
」。
け
れ
ど
も
爺
様
が
死
ん
で
し

ま
う
と
、
こ
の
子
ど
も
た
ち
の
ち
っ
ぽ
け
な
家
は
困
苦
欠
乏
て
の
に
見
舞
わ
れ
た
。
さ
あ
て
、
こ
の
菊
戴
、
毎
週
豌え

ん

豆ど
う

く（
34
（

ら
い
の
大
き

さ
の
卵
を
産
ん
だ
。
色
も
豌
豆
み
た
い
な
黄
色
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
卵
を
爺
様
は
ど
こ
か
へ
持
っ
て
行
っ
て
は
、
金
や
ら
食
べ
物
な
ど

を
手
に
し
て
戻
っ
て
来
る
の
が
常
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
食
べ
物
が
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
の
で
、
長
男
は
、
こ
れ
ま
で
産
ん
だ
卵
を
集

め
、
そ
れ
を
売
り
に
行
こ
う
、
と
心
を
決
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
男
の
子
が
幾
つ
も
の
菊
戴
の
卵
を
、
売
り
物
で
す
、
と
並
べ
る
と
、
大

笑
い
さ
れ
、
や
っ
と
こ
さ
、
こ
の
可
哀
そ
う
な
腹
ぺ
こ
の
ぼ
う
ず
を
気
の
毒
に
思
っ
た
一
人
の
男
が
同
情
し
て
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
銅
貨（

35
（

二
、

三
枚
で
買
い
取
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
銭
を
遣
い
切
っ
ち
ま
う
と
、
以
前
に
も
増
し
て
ひ
も
じ
く
っ
て
堪
ら
な
く
な
り
、
今
度
は
卵
を

た
っ
た
一
個
持
っ
た
だ
け
で
ま
た
出
掛
け
て
行
っ
た
ん
だ
が
ね
。
こ
の
時
は
巡
り
合
わ
せ
が
良
か
っ
た
。
若
者
が
見
つ
け
た
男
は
、
父

親
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
卵
を
売
っ
て
い
た
相
手
で
、
こ
の
男
、
卵
の
値
打
ち
を
ち
ゃ
あ
ん
と
わ
き
ま
え
て
お
っ
た
の
だ
。
つ
ま
り
、
卵
は

皆
純
金
で
で
き
て
い
た
の
さ
。
さ
は
さ
り
な
が
ら
こ
や
つ
、
男
の
子
が
真
相
を
何
に
も
知
ら
な
い
の
に
気
づ
く
と
、
こ
う
ぬ
か
し
た
も

の
。「
わ
し
に
そ
の
卵
を
ど
う
し
ろ
っ
て
言
う
ん
だ
ね
。
鳥
の
方
を
売
り
な
。
と
っ
て
も
好
い
値
を
払
う
つ
も
り
だ
よ
」。
そ
う
し
て
す

ぐ
さ
ま
連
れ
だ
っ
て
森
の
小
屋
に
向
か
っ
た
。
他
の
子
ど
も
た
ち
は
一
番
上
の
兄
が
菊
戴
を
男
に
売
っ
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
と
、
泣

い
た
り
な
じ
っ
た
り
し
た
。
男
は
ぴ
か
ぴ
か
の
タ
ー
ラ
ー
銀
貨（

36
（

を
何
枚
か
代
金
と
し
て
卓

テ
ー
ブ
ルの
上
に
並
べ
た
。
小
鳥
は
籠
の
中
で
ば
さ
ば
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さ
羽
ば
た
い
て
い
ら
い
ら
動
き
回
り
、
そ
の
様
子
は
子
ど
も
た
ち
に
は
「
ぼ
く
を
売
ら
な
い
で
、
ぼ
く
を
売
ら
な
い
で
」
で
叫
ん
で
い

る
よ
う
に
思
え
た
。
で
も
や
っ
ぱ
り
売
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
。

　

こ
う
し
た
折
、
こ
の
国
の
王
が
亡
く
な
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
た
。
寡か

ふ婦
と
な
っ
た
若
く
て
綺
麗
な
王
妃
は
服
喪
期
間
が
過
ぎ
る

と
、
こ
ん
な
布お

ふ
れ告
を
出
し
た
。
い
わ
く
、
吊
り
下
げ
ら
れ
た
王
冠
を
目
隠
し
を
し
た
ま
ま
槍
で
突
き
当
て
、
こ
れ
を
落
と
す
方
を
わ
ら

わ
は
夫
と
し
、
そ
の
方
と
玉
座
を
分
か
ち
合
い
ま
し
ょ
う（

37
（

、
と
ね
。
そ
の
頃
例
の
菊
戴
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
こ
う
啼
く
よ
う
に
な
っ
た
。

「
ぼ
く
を
食
べ
る
者
は
王
様
に
な
る
、
ぼ
く
を
食
べ
る
者
は
王
様
に
な
る
」。
菊
戴
を
買
っ
た
男
は
こ
れ
を
聴
い
て
ほ
く
ほ
く
喜
び
、
そ

り
ゃ
あ
食
べ
て
し
ま
え
ば
黄
金
の
卵
を
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
小
鳥
を
殺
し
て
し
ま
い
、
羽
を
毟む

し

ら

せ
、
炙あ

ぶ

り
焼
き
に
し
て
も
ち
ゃ
ん
と
分
か
る
よ
う
に
、
派
手
な
絹
糸
を
結
ん
で
目
印
に
し
た
。
そ
れ
か
ら
料
理
女
に
、
よ
く
よ
く
そ
れ

に
気
を
つ
け
る
ん
だ
ぞ
、
と
き
つ
く
言
い
つ
け
た
。
た
く
さ
ん
の
友
だ
ち
を
宴
会
に
招
い
て
お
い
た
が
、
こ
れ
は
自
分
が
鳥
を
食
べ
て

突
然
王
様
に
な
っ
た
ら
、
す
ぐ
さ
ま
臣
従
の
誓
い
を
さ
せ
よ
う
、
と
の
魂
胆
か
ら
だ
っ
た
。

　

さ
て
、
こ
の
宴
会
の
た
め
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
準
備
が
調
え
ら
れ
て
い
る
時
、
菊
戴
を
売
っ
て
し
ま
っ
た
男
の
子
が
哀
れ
な
そ
の
日

暮
ら
し
の
物
乞
い
に
な
っ
て
こ
の
家
に
や
っ
て
来
て
、
料
理
女
に
何
か
施
し
物
を
お
恵
み
く
だ
さ
い
、
で
な
け
れ
ば
麪パ

ン麭
を
一
切
れ
、

と
頼
ん
だ
。
す
る
と
料
理
女
は
「
何
か
し
ら
や
る
け
ど
ね
、
お
ま
え
の
方
も
何
か
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
」
と
言
っ
た
。
こ
ち
ら
も

喜
ん
で
そ
れ
を
引
き
受
け
た
。
若
者
は
水
を
運
び
、
竈か

ま
ど
の
火
の
た
め
に
薪
を
割
り
、
平
鍋
の
中
で
炙
ら
れ
て
い
る
鳥
た
ち
に
気
を
つ
け

た
。
こ
の
鳥
の
中
に
は
あ
の
菊
戴
も
い
た
。
少
年
が
う
っ
か
り
一
本
の
薪
を
平
鍋
に
突
き
当
て
る
と
、
菊
戴
が
そ
こ
か
ら
転
げ
出
し

て
、
真
っ
赤
に
焼
け
た
炭
の
中
に
落
ち
た
。

　

男
の
子
は
び
っ
く
り
仰
天
し
た
も
の
の
、
わ
あ
、
こ
の
小
鳥
も
っ
た
い
な
い
、
と
思
い
、
ひ
ど
く
焦
げ
は
し
た
け
れ
ど
、
ぱ
っ
と
口

に
入
れ
て
食
べ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
以
前
自
分
の
持
ち
物
だ
っ
た
菊
戴
と
は
露
知
ら
ず
。
料
理
女
は
台
所
に
入
る
と
鳥
の
数
を
数
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え
、
一
つ
足
り
な
い
の
に
気
づ
い
て
、
当
て
に
な
ら
な
い
新
米
の
下
働
き
の
こ
ぞ
う
を
悪
口
雑
言
を
浴
び
せ
て
そ
こ
か
ら
叩
き
出
し
、

別
の
小
鳥
に
急
い
で
目
印
を
付
け
、
そ
の
料
理
を
ご
主
人
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
行
っ
た
。
主
人
は
目
印
の
付
い
た
小
鳥
を
平
ら
げ
た
。

そ
う
し
て
今
日
た
だ
い
ま
で
も
相
変
わ
ら
ず
坐
り
こ
ん
で
、
王
様
に
な
る
の
を
待
っ
て
お
る
よ
。
友
だ
ち
連
に
さ
ん
ざ
ん
ご
馳
走
し
ち

ま
っ
た
の
に
腹
を
立
て
な
が
ら
な
。

　

追
っ
払
わ
れ
た
少
年
は
し
ょ
ん
ぼ
り
と
街
道
筋
を
彷さ

ま
よ徨
い
歩
き
、
と
あ
る
粉
挽
き
の
家
の
戸
口
で
物
乞
い
を
し
た
。
粉
挽
き
は
丁
度

驢
馬
追
い
が
入
り
用
だ
っ
た（

38
（

の
で
、
こ
の
地
位
を
哀
れ
な
若
者
に
く
れ
て
や
り
、
驢
馬（

39
（

ど
も
と
一
緒
に
厩う

ま
や
で
眠
っ
て
も
い
い
、
と
許
し

た
。
す
る
と
ね
、
な
ん
と
、
粉
挽
き
が
翌
朝
敷
き
藁わ

ら

の
古
い
の
を
片
付
け
て
新
し
い
の
に
取
り
替
え
た
時
、
今
度
雇
っ
た
驢
馬
追
い
が

眠
っ
た
藁
の
中
に
黄
金
の
卵
を
幾
つ
も
見
つ
け
た
ん
だ
。

こ
れ
を
ほ
く
ほ
く
喜
ん
だ
粉
挽
き
は
こ
う
考
え
た
。
こ
の

若
造
は
ぜ
ひ
と
も
ず
う
っ
と
引
き
留
め
て
お
か
な
く
ち
ゃ

な
。
前
の
や
つ
は
糞
野
郎
だ
っ
た
が
、
こ
い
つ
は
宝
物
だ

て
、
と
。

　

さ
て
、
槍
で
王
冠
を
突
き
当
て
る
日
が
到
来
す
る
と
、

驢
馬
追
い
は
考
え
た
。
だ
れ
で
も
王
冠
を
突
く
こ
と
が
許

さ
れ
る
ん
だ
っ
た
ら
、
自
分
だ
っ
て
や
っ
て
み
た
い
、
と
。

で
、
粉
挽
き
に
槍
を
一
本
、
馬
を
一
頭
貸
し
て
欲
し
い
、

と
頼
ん
だ
。
粉
挽
き
は
思
い
っ
き
り
げ
ら
げ
ら
笑
っ
た
が
、

こ
い
つ
ぁ
と
て
つ
も
な
い
冗
談
事
だ
、
と
思
い
、
が
り
が
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り
に
痩
せ
て
い
る
び
っ
こ
の
老
い
ぼ
れ
馬
と
古
ぼ
け
た
槍
を
や
り
、
王
冠
突
き
当
て
に
若
者
を
送
り
出
し
た
。

　

弱
弱
し
い
恰か

っ
こ
う好
の
へ
ん
て
こ
り
ん
な
騎
士
が
ど
た
ど
た
馬
を
急
が
せ
て
参
着
す
る
と
、
だ
れ
も
が
噴
き
出
し
た
し
、
こ
ん
な
に
も
み

す
ぼ
ら
し
い
若
者
が
、
す
こ
ぶ
る
た
く
さ
ん
身
分
の
高
い
騎
士
や
貴
顕
が
名
乗
り
を
挙
げ
た
王
冠
突
き
に
割
り
込
ん
で
来
た
こ
と
に
王

妃
は
ご
機
嫌
斜
め
だ
っ
た
が
、
王
冠
突
き
へ
の
参
加
を
だ
れ
に
も
認
め
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
今
更
そ
れ
を
制
限
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
か
っ
た
。

　

競
技
が
開
始
さ
れ
、
ま
ず
一
人
の
伯
爵
と
一
人
の
騎
士
が
次
次
に
目
隠
し
を
し
て
王
冠
を
突
き
に
掛
か
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
成
功
し

な
か
っ
た
。
そ
し
て
驢
馬
追
い
が
見
事
王
冠
を
突
き
当
て
て
下
に
落
と
し
、
競
技
は
終
了
。
王
妃
は
全
く
も
っ
て
お
も
し
ろ
く
な
か
っ

た
が
、
驢
馬
追
い
の
奥
方
に
な
る
ほ
か
仕
方
な
い
。
な
に
し
ろ
そ
う
誓
っ
ち
ま
っ
た
ん
だ
か
ら
ね
。
そ
れ
か
ら
驢
馬
追
い
の
主
人
の
粉

挽
き
だ
け
ど
、
そ
の
後
は
も
う
厩
の
寝
藁
の
中
に
黄
金
の
卵
を
見
つ
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
見
つ
か
っ
た
の
は
た
だ
驢
馬
た
ち
が
生

む
あ
あ
い
う
の
だ
け
。

　

王
妃
は
氏
素
性
が
賤
し
い
の
で
背
の
君
が
一
向
愛
し
く
な
か
っ
た
か
ら
、
な
ん
と
か
始
末
し
て
し
ま
お
う
、
と
昼
も
夜
も
思
案
し

た
。
そ
こ
で
手
っ
取
り
早
く
術
に
長た

け
た
年
寄
り
の
女
魔
法
使
い
に
頼
っ
た
。
す
る
と
こ
の
婆
様
、
あ
る
薬
草
を
よ
こ
し
た
が
、
こ
れ

に
は
人
間
を
動
物
の
姿
に
変
え
る
力
が
あ
っ
た
。
邪

よ
こ
し
まな
王
妃
が
こ
の
薬
草
を
夫
の
食
べ
物
に
混
ぜ
る
と
、
な
ん
と
ね
、
王
様
は
そ
の
料

理
を
召
し
上
が
っ
た
と
た
ん
、
変
身
し
始
め
、
そ
れ
ま
で
綺
麗
な
青
年
だ
っ
た
の
が
驢
馬
そ
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
い
う

し
だ
い
で
若
者
は
さ
ん
ざ
ん
罵
ら
れ
、
莫ば

か迦
に
さ
れ
て
宮
廷
か
ら
追
い
出
さ
れ
、
他
の
者
が
王
に
選
ば
れ
た
。
賢
明
に
も
今
度
の
選
び

方
は
運
任
せ
、
盲
目
の
偶
然
任
せ
で
は
な
か
っ
た
。
な
に
し
ろ
驢
馬
風
情
が
至
高
の
位
に
登
る
の
を
ま
た
し
て
も
見
る
羽
目
に
な
る
の

が
怖
か
っ
た
か
ら
。

　

哀
れ
な
元
驢
馬
追
い
で
今
や
驢
馬
そ
の
も
の
は
、
新
し
い
境
遇
が
い
か
に
も
辛
い
の
を
身
に
染
み
て
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
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た
。
以
前
何
の
不
満
も
な
く
驢
馬
を
追
い
、
寝
藁
の
上
で
眠
っ
た
粉
挽
き
小
屋
へ

の
道
を
辿
っ
た
が
、
若
者
が
や
っ
て
来
た
の
を
見
た
粉
挽
き
は
、
他
の
驢
馬
た
ち

と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
目
に
は
い
く
ら
か
人
間

ら
し
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
け
れ
ど
。
こ
う
し
て
若
者
は
他
の
驢
馬
た
ち
の
仲
間
と

し
て
粉
挽
き
小
屋
の
厩
に
置
か
れ
、
穀
物
や
粉
の
入
っ
た
袋
を
年
が
ら
年
中
運
ば

に
ゃ
あ
な
ら
な
か
っ
た
。
他
の
驢
馬
た
ち
に
較
べ
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
良
く
も
悪
く

も
な
い
暮
ら
し
さ
ね
。

　

さ
て
、
昔
ま
だ
人
間
だ
っ
た
時
こ
の
哀
れ
な
驢
馬
に
は
妹
が
一
人
い
た（

40
（

。
こ
の

妹
は
そ
の
頃
兄
さ
ん
と
別
れ
て
物
乞
い
を
し
て
歩
い
て
い
た
が
、
と
あ
る
修
道
院（

4（
（

で
も
、
麪パ

ン麭
を
お
恵
み
を
、
と
施
し
を
ね
だ
っ
た
も
の
。
す
る
と
、
若
く
て
達
者
な
女
の
子
な
も
の
だ
か
ら
、
下
働
き
の
仕
事
に
雇
っ

て
も
ら
え
た
。
こ
の
子
は
蔭
日
向
な
く
せ
っ
せ
と
励
ん
だ
の
で
、
と
う
と
う
修
道
尼
に
さ
え
な
り
、
見
込
ま
れ
て
門
番
の
役（

42
（

を
与
え
ら

れ
た
。
さ
て
、
丁
度
そ
の
頃
こ
の
修
道
院
は
ご
存
じ
の
驢
馬
が
い
る
粉
挽
き
小
屋
に
製
粉
さ
せ
た
の
だ
が
、
初
め
て
袋
を
背
に
載
せ
て

修
道
院
の
門
に
や
っ
て
来
た
例
の
驢
馬
は
、
門
番
の
尼
僧
が
自
分
の
妹
だ
と
た
ち
ど
こ
ろ
に
分
か
っ
た
。
な
に
し
ろ
ま
だ
人
間
ら
し
い

物
の
考
え
方
と
記
憶
を
持
っ
て
い
た
か
ら
な
。
そ
こ
で
イ
ヤ
ア
ア
ア
、
イ
ヤ
ア
ア
ア
と
高
ら
か
に 

嘶い
な
なき
、
嬉
し
さ
を
告
げ
た
。
す
る

と
門
番
女
の
胸
の
裡う

ち

に
も
こ
の
驢
馬
に
対
し
て
何
か
こ
う
愛
し
い
と
い
う
気
持
ち
が
こ
み
上
げ
て
来
た
。
こ
れ
こ
そ
自
然
の
声
と
申
す

も
の
。
と
こ
ろ
で
こ
の
門
番
女
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
薬
草
に
通
じ
て
い
た
し
、
自
身
修
道
院
の
菜
園
で
最
も
上
質
で
最
も
効
能
の
あ
る

も
の
を
栽
培
し
て
い
た（

43
（

。
そ
こ
で
出
掛
け
て
行
く
と
、
も
し
魔
術
で
変
身
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
な
ら
、
動
物
の
姿
を
再
び
人
間
に
戻
す

力
の
あ
る
魔
法
の
草
を
摘
み
、
そ
れ
を
驢
馬
に
食
べ
さ
せ
た
。
す
る
と
驢
馬
は
以
前
同
様
人
間
に
還
り
、
夥
し
く
接く

ち
づ
け吻
を
し
、
夥
し
く
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涙
を
流
し
て
、
優
し
い
妹
に
感
謝
し
た
。
け
れ
ど
も
若
者
は
七
年
間
と
い
う
も
の
袋
も
笞む

ち

も
た
っ
ぷ
り
頂
戴
し
た
の
で
、
二
度
と
人
間

の
仲
間
入
り
を
し
た
く
な
か
っ
た
。
優
し
く
信
心
深
い
妹
と
巡
り
会
っ
た
修
道
院
の
近
く
に
木
の
枝
で
小
屋
を
建
て
、
敬
虔
な
隠
者
に

し
て
森
住
ま
い
の
修
道
士
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
草
の
根
や
野
草
を
糧か

て

と
し
て
暮
ら
し
、
森
の
鳥
た
ち
の
快
い
唄
を
聴
い
て
楽
し
み
、
餌

を
や
っ
た
り
世
話
を
し
た
り
し
た
。
た
だ
し
例
外
は
菊
戴
で
、
こ
れ
に
は
我
慢
が
な
ら
ず
、
呪
う
の
だ
っ
た
。
な
ん
し
ろ
そ
の
一
羽
の

せ
い
で
災
難
に
見
舞
わ
れ
た
の
だ
か
ら
。
そ
こ
で
捕
ま
え
に
掛
か
り
、
獲
物
が
手
に
入
り
さ
え
す
れ
ば
殺
し
た
。

解
題

　

テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
口
承
。

　

た
だ
し
、
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
都
市
イ
エ
ナ
に
住
ん
で
い
た
市
井
の
学
者
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
デ
ー
リ
ン
グH

einrich D
öring 

（
一
七
八
九
─
一
八
六
二
）

が
編
ん
だ
『
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
年
代
記
』D

ie T
hüringer Chronik

か
ら
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
が
採
録
、
多
く
の
細
部
を
変
更
、
語
り
口
も
よ
り
活
き
活
き

さ
せ
た
、
と
の
こ
と
。

　

こ
の
話
で
は
魔
法
の
鳥
の
役
割
が
さ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
特
に
貧
し
い
若
者
が
王
女
と
結
婚
し
て
か
ら
の
第
二
部
で
は
大
層
混
乱
し
て
い
る
。

鳥
の
心
臓
を
食
べ
た
者
が
毎
朝
金
貨
を
授
か
る
と
か
、
人
間
を
驢
馬
に
変
え
る
キ
ャ
ベ
ツ
と
そ
う
し
た
驢
馬
を
ま
た
人
間
に
戻
す
キ
ャ
ベ
ツ
の
モ
テ
ィ
ー
フ

を
う
ま
く
扱
っ
て
い
る
点
で
は
K
H
M
一
二
二
「
キ
ャ
ベ
ツ
驢
馬
」D

er K
rautesel

の
方
が
ず
っ
と
優
れ
て
い
る
。
主
人
公
が
妻
で
あ
る
王
女
に
裏
切
ら

れ
て
驢
馬
に
変
え
ら
れ
、
王
宮
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
苦
難
を
味
わ
っ
た
結
果
、
人
間
の
容
姿
を
取
り
戻
し
て
も
王
女
へ
の
復
讐
を
考
え
ず
、
人
の
世
に
幻
滅

し
て
隠
者
と
な
る
と
か
、
魔
法
の
鳥
と
同
じ
種
類
の
小
鳥
を
目
の
敵
に
し
て
、
捕
ま
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
殺
し
て
し
ま
う
と
か
い
う
設
定
は
民
話
の
「
常

識
」
か
ら
背
馳
す
る
こ
と
甚
だ
し
い
。
D
M
B
で
は
珍
し
く
推
奨
し
難
い
物
語
で
あ
る
。

　

A
T
五
六
七
「
魔
法
の
鳥
の
心
臓
」T

he M
agic Bird-heart.

　

原
題　

Goldhähnchen.
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七
〇　

騎
士
青あ
お

髯ひ
げ

の
物
メ
ル
ヒ
ェ
ン語

解
題

　

A
T
三
一
二
「
巨
人
殺
し
と
巨
人
の
犬
」T

he Giant-killer and his D
og （Bluebeard

）.

　

原
題　

D
as M

ärchen vom
 Ritter Blaubart.
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七
一　

三
人
の
と
ん
ま
な
悪
魔

　

昔
む
か
し
地
獄
で
と
っ
て
も
妙
ち
き
り
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
げ
な
。
地
獄
に
来
る
の
は
男
ば
っ
か
り
で
、
女
は
一
人
も
来
な
か
っ

た
っ
ち
ゅ
う
わ
け
。
男
ど
も
は
、
こ
こ
ん
中
に
女
が
い
り
ゃ
あ
な
あ
、
と
心し

ん

か
ら
思
っ
た
も
ん
よ
。
す
る
と
一
人
の
ご
く
若
造
の
悪
魔

が
し
ゃ
し
ゃ
り
出
て
、「
賭
け
て
も
い
い
が
ね
、
お
い
ら
、
一
人
連
れ
て
く
ら
あ
」
と
こ
う
ぬ
か
し
た
。
他
の
悪
魔
ど
も
は
な
る
ほ
ど

嬉
し
が
り
は
し
た
が
、
こ
や
つ
の
科せ

り
ふ白
を
ま
と
も
に
信
じ
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
悪
魔
、
す
ぐ
さ
ま
出
立
し
、
他
の
連
中
は
大
成
功
を

祈
っ
て
や
る
。
こ
う
し
て
地
面
に
出
て
来
る
と
、
出
く
わ
し
た
の
は
一
人
の
う
ら
若
い
あ
ま
っ
こ
。「
い
よ
う
、
姐ね

え

さ
ん
、
結
婚
す
る

気
は
あ
る
か
な
あ
」
と
こ
や
つ
、
言
葉
を
掛
け
た
も
の
。「
も
ち
ろ
ん
で
す
と
も
」
と
相
手
は
返
辞
し
た
。「
あ
た
く
し
で
し
た
ら
明
日

ご
婚
礼
で
も
い
い
で
す
わ
」。「
お
い
ら
も
そ
れ
で
け
っ
こ
う
さ
」
と
悪
魔
。
で
、
明
日
と
い
う
日
に
な
る
と
、
悪
魔
は
牧
師
の
と
こ
へ

出
掛
け
て
っ
て
、
こ
の
あ
ま
っ
こ
を
女
房
に
し
て
も
ら
う
。
さ
は
さ
り
な
が
ら
い
ち
ゃ
い
ち
ゃ
月づ

き

が（
44
（

過
ぎ
去
る
と
、
若
奥
さ
ん
は
お
金

や
ら
着
る
物
、
そ
れ
も
す
て
き
な
の
を
ね
だ
る
し
、
悪
魔
の
方
は
ろ
く
す
っ
ぽ
暮
ら
し
を
立
て
る
こ
と
も
で
き
ず
で
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う

自
分
の
食
い
扶ぶ

ち持
を
削
っ
ち
ゃ
あ
、
そ
の
分
を
女
房
に
回
す
始
末
。
そ
の
せ
い
で
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ
ろ
の
痩や

せ
っ
ぽ
ち
に
な
っ
て
し
ま
い
、

以
前
の
よ
う
に
ご
機
嫌
な
こ
と
は
も
う
ず
う
っ
と
あ
り
ゃ
し
な
い
。
女
房
は
も
っ
と
も
っ
と
こ
の
色
男
か
ら
約
束
し
て
も
ら
っ
て
た
ん

だ

─
金
を
ど
っ
さ
り
、
す
て
き
な
着
物
を
何
着
も
っ
て
ね
。
だ
も
ん
で
、
手
始
め
は
ま
ず
亭
主
の
悪
魔
に
冷
た
く
な
る
。
亭
主
は
宥な

だ

め
す
か
す
。
ぶ
つ
く
さ
唸う

な

る
。
で
も
女
の
方
は
ひ
ど
く
き
ゃ
ん
き
ゃ
ん
責
め
立
て
、
ぶ
つ
わ
よ
、
と
脅
か
す
。
こ
れ
に
ゃ
あ
悪
魔
は
せ

せ
ら
笑
っ
て
、
お
い
ら
あ
お
ま
え
を
な
ん
と
か
我
慢
で
き
ら
あ
、
と
考
え
る
。
け
れ
ど
も
亭
主
が
一ひ

と
こ
と言
や
っ
つ
け
れ
ば
、
女
房
は 

十と

言こ
と

言
い
返
す
。
こ
ん
な
こ
と
が
年
が
ら
年
中
続
く
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
ど
う
し
た
か
っ
て
。
結
局
悪
魔
は
猛
烈
に
ひ
っ
ぱ
た
か
れ
た
の

さ
。
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そ
こ
で
悪
魔
は
思
案
し
た
。
や
れ
や
れ
、
な
ん
だ
っ
て
お
い
ら
、
こ
ん

な
女
房
で
苦
労
せ
に
ゃ
な
ら
ん
の
だ
。
あ
っ
さ
り
国
に
帰
る
こ
っ
た
。
て

な
わ
け
で

─
悪
魔
は
引
き
揚
げ
た
。
女
を
連
れ
ず
に
地
獄
に
戻
る
と
、

他
の
悪
魔
ど
も
は
こ
や
つ
を
し
た
た
か
に
笑
い
の
め
し
、
そ
こ
い
ら
じ
ゅ

う
で
「
と
ん
ま
な
悪
魔（

45
（

、
と
ん
ま
な
悪
魔
」
っ
て
叫
ん
だ
。
で
も
ね
、
こ

ち
ら
は
「
地
獄
全
部
を
く
れ
る
と
言
わ
れ
た
っ
て
、
お
い
ら
二
度
と
女
な

ん
ざ
要
ら
ね
え
。
お
ま
え
ら
、
お
い
ら
が
女
を
連
れ
て
来
な
か
っ
た
の
を

喜
び
な
。
女
が
こ
こ
に
来
よ
う
も
ん
な
ら
、
お
い
ら
た
ち
だ
れ
に
と
っ
て

も
地
獄
を
ま
す
ま
す
熱
く
し
ち
ま
っ
た
と
こ
だ
」
と
答
え
た
も
ん
さ
。
す

る
と
別
の
い
く
ら
か
年
上
の
悪
魔
が
い
う
よ
う
「
今
度
は
こ
の
お
れ
が
行

く
。
き
っ
と
一
人
手
に
入
れ
て
来
る
」。
こ
れ
も
出
立
し
、
と
あ
る
豌え

ん
ど
う豆
畑

に
出
る
と
、
娘
だ
け
れ
ど
も
う
年と

し

増ま

な
の
に
出
く
わ
し
た
。
で
、
悪
魔
は

考
え
た
。「
待
て
よ
、
こ
い
つ
は
そ
う
あ
ど
け
な
い
お
ち
ゃ
っ
ぴ
い
っ
て
わ

け
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
を
連
れ
て
行
こ
う
」。
そ
こ
で
こ
う
声
を
掛
け

た
。「
な
あ
、
お
い
、
姐
さ
ん
、
結
婚
す
る
気
は
あ
る
か
な
あ
」。

─
「
あ

る
わ
よ
う
、
あ
た
し
に
く
れ
る
お
金
と
食
べ
物
を
持
っ
て
る
な
ら
ね
」。

「
持
っ
て
る
と
も
」
と
悪
魔
。
で
、
二
人
は
婚
礼
を
挙
げ
た
。
そ
し
た
ら
女

房
は
悪
魔
が
嘘
を
つ
い
た
の
に
気
づ
い
た
の
よ
。
だ
っ
て
な
、
こ
い
つ
は
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貧
乏
も
貧
乏
、
赤
貧
洗
う
が
ご
と
し
っ
て
く
ら
い
の
貧
乏
な
悪
魔
野
郎
で
な
、
何
一
つ
持
っ
ち
ゃ
あ
お
ら
ず
、
何
一
つ
で
き
な
か
っ

た
。
や
っ
こ
さ
ん
、
う
ち
で
こ
う
い
う
具
合
に
な
っ
ち
ま
っ
た（

46
（

。
な
に
し
ろ
こ
や
つ
、
と
ん
だ
け
ち
ん
ぼ
う
の
山
の
神
に
関
わ
り
合
っ

ち
ま
っ
た
の
よ
。
こ
の
ご
う
つ
く
ば
り
、
茹ゆ

で
じ
ゃ
が
い
も
に
は
塩
を
惜
し
み
、
日
曜
日
、［
教
会
で
回
さ
れ
る
］
鈴
付
き
の
献
金
袋

に
は
ヘ
ラ
ー
銅
貨
の
代
わ
り
に
釦ボ

タ
ン
を
放
り
込
ん
だ
も
ん
さ（

47
（

。
か
み
さ
ん
は
亭
主
の
悪
魔
に
仕
事
は
た
っ
ぷ
り
あ
て
が
い
、
口
に
入
れ
る

も
の
は
僅
か
し
か
や
ら
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
口
小
言
の
方
は
欲
し
い
だ
け
頂
戴
で
き
た
し
、
ひ
っ
ぱ
た
か
れ
る
の
も
珍
し
く
は
な

か
っ
た
。
ひ
も
じ
く
て
腹
が
痛
く
て
堪
ら
な
く
な
っ
て
も
、
舌
が
か
ら
か
ら
に
乾
い
ち
ま
っ
て
も
、
か
か
あ
ど
ん
は
だ
ん
つ
く
を
憐
れ

ん
だ
り
す
れ
ば
こ
そ
。
何
か
喰
い
た
け
れ
ば
、
悪
魔
は
出
掛
け
て
っ
て
、
じ
ゃ
が
い
も
を
拾
い
集
め
て
来
に
ゃ
あ
な
ら
な
ん
だ（

48
（

。
で
、

夕
方
で
っ
か
い
袋
一
杯
持
っ
て
帰
ら
な
か
ろ
う
も
ん
な
ら
、
ま
た
ま
た
幾
つ
か
ぶ
ん
な
ぐ
ら
れ
た
。
年
が
ら
年
中
こ
ん
な
具
合
。
と
ど

の
つ
ま
り
、
悪
魔
は
こ
ん
な
暮
ら
し
に
う
ん
ざ
り
し
て
、
独
り
言
。「
や
れ
や
れ
、
な
ん
だ
っ
て
お
い
ら
、
こ
ん
な
女
房
で
苦
労
せ

に
ゃ
な
ら
ん
の
だ
。
お
さ
ら
ば
し
ち
ま
お
う
。
な
に
し
ろ
こ
れ
じ
ゃ
最
下
等
の
け
だ
も
の
だ
よ
」。
家
を
出
て
地
獄
に
戻
る
。
地
獄
に

着
く
と
、
か
み
さ
ん
は
ど
こ
だ
い
、
と
す
ぐ
に
訊
か
れ
る
。「
は
あ
、
か
み
さ
ん
ね
え
。
も
ら
っ
た
よ
。
も
う
た
く
さ
ん
だ
。
上
で
一

緒
に
な
っ
た
女
の
こ
た
あ
、
お
れ
は
生
涯
忘
れ
ね
え
。
あ
ん
な
の
を
こ
の
地
獄
に
連
れ
て
来
る
だ
と
。
あ
い
つ
を
厄
介
払
い
で
き
て
、

お
れ
は
嬉
し
い
」。
そ
こ
で
そ
こ
い
ら
じ
ゅ
う
「
と
ん
ま
な
悪
魔
、
と
ん
ま
な
悪
魔
」
っ
て
こ
と
に
な
っ
た
。

　

さ
て
、
だ
け
ど
も
全
く
年
を
取
っ
た
悪
魔
が
い
わ
く
「
今
度
は
わ
し
が
行
こ
う
。
わ
し
は
女
ど
も
に
た
っ
ぷ
り
仕
返
し
を
し
て
や
る

わ
な
」。

─
爺
さ
ん
悪
魔
は
出
立
し
、
地
面
の
上
に
出
る
。
白し

ら
か
ば樺
の
若
木
の
森
を
抜
け
て
行
く
と
、
遠
く
に
見
え
た
は
一
人
の
女め

郎ろ
う

よ
。
こ
れ
は
後ご

け家
さ
ん
で
な
、
ど
う
し
て
ま
だ
ま
だ
色
香
た
っ
ぷ
り
な
様
子
だ
っ
た
。
男
は
女
を
と
っ
く
り
眺
め
る
、
女
は
男
を
と
っ

く
り
眺
め
る
、
そ
れ
か
ら
慇い

ん
ぎ
ん懃
な
申
し
入
れ
と
愛
想
の
良
い
返
辞
が
交
わ
さ
れ
、
ご
両
人
は
取
り
引
き
成
立
の
間
柄
と
あ
い
な
り
、
牧

師
が
連
中
を
釘
と
鋲び

ょ
う
で
留
め
ち
ま
っ
た
。
思
う
存
分
し
っ
か
り
頑
丈
に
。
け
れ
ど
も
婚
礼
が
終
わ
る
と
、
悪
魔
が
よ
く
よ
く
得
心
し
た
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の
は
、
袋
に
入
っ
た
猫
を
買
っ
ち
ゃ
あ
い
け
な
い（

49
（

、
街
道
筋
で
後
家
さ
ん

に
求
婚
す
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
、
っ
て
こ
と
。
女
は
手
札
を
よ
っ
く
心
得
て

い
た（

50
（

。
な
に
せ
、
聖
な
る
結
婚
生
活
は
初
め
て
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
ら
の
。

粗
食
と
井
戸
水
な
ん
て
の
は
ま
だ
序
の
口
、
殿
方
な
ら
ど
な
た
で
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
せ（

5（
（

、
っ
て
始
末
な
ん
だ
け
ど
、
亭
主
は
そ
れ
を
黙
っ
て
見
て
な

き
ゃ
な
ら
ん
。
こ
い
つ
は
あ
ん
ま
り
ひ
ど
す
ぎ
た
。
こ
ん
な
具
合
に
拱こ

う
し
ゅ手

傍
観
な
ん
て
の
は
悪
魔
だ
っ
て
我
慢
で
き
な
い
が
、
女
房
は
亭
主
を
壁
に

ぶ
ら
下
げ
と
い
て
［
ほ
っ
た
ら
か
し
に
し
て
］、
恋
人
た
ち
と
麦ビ

ー
ル酒
を
飲
み

に
行
っ
ち
ま
う
。
で
、
戻
っ
て
来
る
と
壁
か
ら
下
ろ
す
ん
だ
［
い
ろ
い
ろ

用
を
言
い
つ
け
る
ん
だ
］。
そ
れ
か
ら
や
っ
こ
さ
ん
、
猫
を
飼
わ
ず
に
済
む

よ
う
に
鼠
を
捕
る
こ
と
を
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
こ
い
つ
は
悪
魔

に
だ
っ
て
ひ
ど
過
ぎ
た
の
で
、
逃
げ
出
し
て
例
の
森
に
入
り
込
み

─
て

の
も
、
お
め
お
め
地
獄
に
引
き
下
が
る
の
は
恥
ず
か
し
か
っ
た
か
ら
な

─
草く

さ

木き

の
実（

52
（

を
探
し
た
が
、
こ
の
方
が
鼠
よ
り
ず
う
っ
と
上
等
。

　

こ
う
や
っ
て
草
木
の
実
の
中
に
い
る
と
、
出
く
わ
し
た
の
は
一
人
の
炭

焼
き（

53
（

で
、
悪
魔
は
こ
の
男
に
窮
状
を
訴
え
、
何
か
食
べ
物
を
恵
ん
で
く
だ

さ
れ
、
と
頼
ん
だ
。
す
る
と
炭
焼
き
は
こ
う
言
っ
た
。「
な
あ
、
爺
様
や
、

お
ら
が
と
こ
に
も
子
ど
も
が
七
人
い
て
の
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
食
う
物
に
事
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欠
く
だ
よ
」。

─
「
炭
焼
き
ど
ん
、
真
っ
黒
な
御ご

仁じ
ん

、
一
つ
教
え
て
お
く
ん
な
さ
い
。
わ
し
は
ど
う
し
た
ら
根こ

ん
じ
ょ
う
わ
る

情
悪
の
女
房
に
言
う

こ
と
を
聞
か
せ
た
も
の
か
の
。
何
と
引
き
替
え
に
し
て
も
い
い
、
お
願
い
じ
ゃ
、
助
け
て
く
だ
さ
れ
」。

　

こ
れ
に
答
え
て
炭
焼
き
い
わ
く
。

「
根
性
悪
の
女
房
は
手て

酷ひ
ど

い
罰
だ
て
、

あ
ら
哀か

な

し
、
そ
ん
な
の
背
負
い
込
む
や
つ
は（

54
（

」

　

悪
魔
が
思
う
よ
う
「
土
台
そ
ん
な
も
ん
な
ら
、
わ
し
ゃ
あ
国
に
帰
っ
た
方
が
い
い
わ
い
。
最
初
っ
か
ら
う
ち
に
い
た
ん
だ
っ
た
ら
な

あ
」。

─
で
、
女
ど
も
に
復
讐
し
て
や
ろ
う
、
と
思
案
し
、
こ
う
言
っ
た
。「
の
う
、
兄
弟
、
お
ぬ
し
も
貧
乏
人
。
わ
し
は
お
ぬ
し
を

金
持
ち
に
し
て
進
ぜ
よ
う
。
し
た
が
、
わ
し
の
言
う
通
り
に
し
て
も
ら
わ
に
ゃ
な
ら
ん
」。
炭
焼
き
「
え
え
と
も
さ
、
な
ん
と
か
金
持

ち
に
な
り
て
え
も
ん
だ
。
だ
か
ら
お
ら
、
あ
ん
た
が
や
れ
っ
ち
ゅ
う
こ
と
を
や
る
だ
よ
」。
そ
こ
で
悪
魔
は
こ
う
言
っ
た
。「
ま
、
聴
き

な
よ
、
炭
焼
き
の
兄
弟
、
わ
し
は
あ
る
王
を
知
っ
と
る
。
こ
の
王
に
ゃ
姫
君
が
三
人
あ
る
。
わ
し
は
こ
の
う
ち
の
一
人
の
体
に
潜
り
込

む
つ
も
り
じ
ゃ（

55
（

。
そ
し
て
な
、
お
ぬ
し
は
医
者
ど
ん
に
な
ら
に
ゃ
い
か
ん
。
わ
し
が
姫
君
の
体
に
潜
り
込
む
と
、
王
は
、
物
狂
い
を

す
っ
ぱ
り
治
し
て
く
れ
る
医
者
を
探
す
布お

ふ
れ告
を
出
す
だ
ろ
う
て
。
そ
う
し
た
ら
、
こ
の
王
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
こ
う
言ご

ん
じ
ょ
う上
す
る
の

じ
ゃ
。『
王
様
、
や
つ
が
れ
は
姫
君
様
を
お
助
け
で
き
ま
す
る
。
し
た
が
そ
の
た
め
に
は
姫ひ

い

様さ
ま

と
一
つ
部
屋
で
二
人
っ
き
り
に
な
ら
ね

ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
万
端
ご
無
礼
な
き
よ
う
に
務
め
ま
す
る
の
は
も
と
よ
り
で
ご
ざ
り
ま
す
る
が
』
と
な
。
で
、
お
ぬ
し
が
姫
君
の
許も

と

に

通
さ
れ
た
ら
、
わ
し
に
向
か
っ
て
『
え
え
こ
の
悪
魔
め
、
出
て
行
け
え
』
と
唱
え

─
窓
を
開
け
る
が
よ
い
。
わ
し
は
そ
こ
か
ら
お
さ

ら
ば
す
る
で
な
あ
。
だ
が
、
こ
う
い
う
こ
と
は
二
度
し
か
や
っ
て
は
い
か
ん
。
三
度
や
ろ
う
も
ん
な
ら
、
わ
し
は
お
ぬ
し
の
頸
根
っ
こ
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を
へ
し
折
ら
ず
に
ゃ
お
か
ん
」。

─
「
お
ら
が
綺
麗
で
気
立
て
の
え
え
女
を
見
せ
て
あ
げ
て
も
か
の
」
と
炭
焼
き
が
訊
い
た
。
悪
魔

は
「
見
せ
て
も
ら
お
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
応
じ
た
も
の
。
で
も
こ
う
考
え
て
の
こ
と
。
喜
ん
で
そ
う
約
束
し
て
や
れ
る
わ
い
。
そ
う
し

た
っ
て
何
の
懸け

念ね
ん

も
あ
る
も
の
か
。
わ
し
ら
悪
魔
は
女
っ
て
も
の
を
よ
お
く
知
っ
と
る
、
と
。

─
さ
て
あ
る
日
の
夕
方
、
炭
焼
き
は

森
を
あ
と
に
し
た
。
お
か
み
さ
ん
が
こ
う
言
っ
た
の
で
な
。「
な
あ
、
と
っ
つ
ぁ
ま
、
金
持
ち
の
王
様
が
お
触
れ
書
き
を
出
し
た
が
な
。

姫
様
が
今
に
も
お
っ
死ち

ぬ
ち
ゅ
う
病や

ま
い
だ
、
う
ん
だ
、
重
病
だ
、
と
。
助
け
て
く
れ
る
者
に
は
王
国
の
半
分
か
、
そ
の
医
者
ど
ん
と
王
様

二
人
の
目
方
と
同
じ
重
さ
の
黄き

ん金
を
遣
わ
す
、
だ
っ
て
よ
。
も
し
、
な
あ
、
あ
ん
た
が
、
と
っ
つ
ぁ
ま
や
、
よ
く
効
く
家か

伝で
ん

の
薬
た
ら

い
う
も
ん
を
心
得
と
っ
て
、
そ
の
姫
様
を
お
助
け
で
き
る
だ
ら
、
わ
た
い
ら
、
こ
の
貧
乏
か
ら
抜
け
出
せ
る
か
も
知
れ
ね
え
だ
」。

─
す
る
と
炭
焼
き
は
女
房
に
「
お
ら
一
遍
試
し
て
み
る
べ
え
、
も
し
か
し
た
ら
う
ま
く
行
く
か
も
な
あ
」
と
返
辞
し
て

─
そ
う
し

て
出
立
し
た
。
王
の
許
に
参
上
す
る
と
、
王
は
こ
う
訊
い
た
。「
老
人
、
そ
ち
は
余
の
息
女
を
健
や
か
な
身
に
で
き
る
と
申
す
の
か
」。

─
「
さ
よ
う
で
ご
ざ
り
ま
す
と
も
、
王
様
」
と
炭
焼
き
。「
や
つ
が
れ
は
ま
ず
薬
種
商
の
と
こ
ろ
か
ら
幾
つ
か
薬
剤
を
手
に
入
れ
ね

ば
な
り
ま
せ
ぬ
が
、
こ
れ
は
自
分
自
身
取
り
に
参
ら
ね
ば
。
そ
れ
か
ら
姫
君
様
の
お
傍
で
た
っ
た
独
り
に
な
る
必
要
が
ご
ざ
り
ま
す

る
」。
こ
れ
を
聞
い
て
王
い
わ
く
「
老
人
、
そ
ち
の
し
た
い
よ
う
に
す
る
が
よ
い
。
そ
ち
が
わ
し
の
息
女
を
健
や
か
な
身
に
い
た
し
た

ら
、
王
国
の
半
ば
か
、
余
と
そ
ち
の
目
方
と
同
じ
重
さ
の
黄
金
を
遣
わ
す
」

─
炭
焼
き
は
悪
魔
に
教
え
ら
れ
た
通
り
に
し
た
。
す
る

と
姫
君
は
即
座
に
元
気
に
な
っ
た
。
王
が
炭
焼
き
に
、
黄
金
か
王
国
か
、
ど
ち
ら
で
も
好
き
に
選
べ
、
と
言
う
と
、
炭
焼
き
は
黄
金
を

取
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
別
の
姫
君
が
悪
魔
に
取
り
憑
か
れ
た
。
王
は
炭
焼
き
を
ま
た
呼
び
出
し
て
、
こ
う
言
っ
た
。「
老
人
、
そ
ち
は

初
め
病
気
に
な
っ
た
息
女
を
健
や
か
に
し
て
く
れ
た
。
こ
れ
も
同
様
に
救
う
て
く
れ
い
」。

─
炭
焼
き
は
「
や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
、

王
様
」
と
答
え
た
。
す
る
と
、
ね
え
、
ほ
ら
、
二
番
目
の
姫
君
も
助
け
て
や
っ
た
の
で
、
王
は
炭
焼
き
に
ま
た
し
て
も
同
じ
重
さ
の
黄
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金
を
与
え
た
。

　

こ
う
し
て
炭
焼
き
は
と
っ
て
も
金
持
ち
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
深
く
悩
ん
ど
っ
た
の
だ
。
な
に
し
ろ
、
こ
れ
で
、
女
ど
も
を
こ
っ

ぴ
ど
く
苛
め
て
や
ろ
う
、
と
決
心
し
、
き
っ
と
そ
れ
か
ら
離
れ
っ
こ
な
い
悪
魔
を
、
も
う
二
度
と
再
び
追
っ
払
え
な
く
な
っ
ち
ま
っ
た

の
だ
か
ら
な
。
最
初
の
二
回
が
済
む
と
、
三
度
目
に
は
炭
焼
き
は
悪
魔
を
姫
君
の
体
の
中
に
置
い
た
ま
ま
に
し
と
か
な
き
ゃ
な
ら
な
ん

だ
。
さ
も
な
い
と
頸
根
っ
こ
を
悪
魔
が
お
っ
ぺ
し
ょ
る
ち
ゅ
う
ん
だ
か
ら
。
そ
し
て
、
三
度
目
に
悪
魔
を
追
っ
払
え
な
け
れ
ば
、
王
が

自
分
を
死
刑
に
す
る
の
を
お
め
お
め
認
め
る
羽
目
に
な
る
わ
け
。
で
、
炭
焼
き
は
、
な
ん
と
か
三
度
目
に
う
ま
く
悪
魔
を
騙だ

ま

く
ら
か
す

こ
と
が
で
き
ま
い
か
、
と
と
つ
お
い
つ
思
案
に
耽
っ
た
。

　

さ
て
、
三
人
目
の
姫
君
も
病
気
に
な
っ
た
。
悪
魔
が
体
の
中
に
潜
り
込
ん
だ
も
ん
で
な
。
ま
た
ま
た
王
は
炭
焼
き
の
爺
さ
ん
を
呼
び

出
し
て
、
こ
う
言
っ
た
。「
の
う
、
老
人
、
そ
ち
が
余
の
息
女
を
救
え
な
け
れ
ば
、
そ
ち
を
縛
り
首
に
い
た
す
ぞ
」。
こ
れ
に
炭
焼
き
が

答
え
て
い
わ
く
「
い
と
も
優ゆ

う

渥あ
く

な
る
国
王
陛
下
、
一
つ
試
し
て
ご
覧
に
入
れ
ま
す
る
が
、
そ
れ
に
は
か
よ
う
に
計
ら
っ
て
戴
か
ね
ば
な

り
ま
せ
ぬ
。
明
朝
早
く
に
、
こ
の
都
中
の
気
立
て
も
見み

め目
も
よ
ろ
し
い
乙
女
た
ち
が
一
人
残
ら
ず
白
い
衣
装
を
纏
い
、
紅

く
れ
な
いの
飾
り
帯
を

肩
か
ら
斜は

す
か交
い
に
掛
け
、
髪
を
巻
き
毛
に
し
て
、
陛
下
に
お
仕
え
す
る
お
坊
様
が
た
ご
一
同
と
も
ど
も
集
ま
っ
て
、
お
城
の
前
に
立
ち

ま
し
て
な
、
そ
れ
か
ら
乙
女
た
ち
と
お
坊
様
が
た
が
声
を
合
わ
せ
て
唱
い
な
が
ら
、
姫
君
様
と
並
ん
だ
や
つ
が
れ
に
山
の
上
ま
で
随つ

い

て
参
る
の
で
ご
ざ
り
ま
す
る
。
さ
り
な
が
ら
そ
の
中
に
断
じ
て
一
人
も
お
っ
て
は
な
ら
ぬ
の
は
、
そ
ん
じ
ょ
そ
こ
ら
に
ざ
ら
に
転
が
っ

て
い
る
あ
ま
っ
こ
ど
も
と
か
、
い
ま
だ
に
や
き
も
き
結
婚
し
た
が
っ
て
い
る
年
増
娘
た
ち
と
か
、
結
婚
場
所
を
移
ら
せ
た
が
っ
て
い
る（

56
（

［
再
婚
し
た
が
っ
て
い
る
］
後
家
さ
ん
連
。
こ
の
こ
と
は
陛
下
の
お
坊
様
が
た
に
よ
く
よ
く
厳
し
く
ご
命
令
く
だ
さ
い
ま
し
。
こ
う

や
っ
て
山
の
て
っ
ぺ
ん
に
到
着
い
た
し
ま
し
た
ら
、
一
つ
試
し
て
ご
覧
に
い
れ
ま
す
る
」。
こ
れ
ら
の
条
件
が
叶
う
よ
う
、
王
は
大
至

急
準
備
万
端
調
え
さ
せ
た
。
次
の
日
の
朝
、
城
の
前
に
大
群
衆
が
集
ま
っ
た
。
行
列
は
山
の
麓
へ
と
向
か
い
、
や
が
て
山
頂
に
着
く
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と
、
炭
焼
き
は
唱
え
た
。

「
え
え
こ
の
悪
魔
め
、
出
て
行
け
え
」

　

な
る
ほ
ど
悪
魔
は
姫
君
の
体
の
中
か
ら
出
て
来
は
し
た
が
、
炭
焼
き
に
こ
う
怒
鳴
り
つ
け
た
。「
こ
の
い
か
さ
ま
野
郎
。
約
束
を
守

ら
ん
の
か
。
見
て
ろ
、
こ
れ
か
ら
き
さ
ま
の
頸
根
っ
こ
を
お
っ
ぺ
し
ょ
っ
て
や
る
わ
い
」。
し
か
し
炭
焼
き
は
言
葉
を
返
し
て
こ
う

言
っ
た
。「
待
ち
な
。
お
ら
た
ち
の
取
り
決
め
に
ゃ
あ
差
し
控
え
の
項
目
が
あ
る
べ
え
。
あ
ん
た
は
お
ら
に
指
一
本
触
れ
ら
れ
ね
え
だ
。

お
ら
が
あ
ん
た
に
綺
麗
で
気
立
て
の
え
え
女
を
見
せ
て
あ
げ
れ
ば
の
。
ま
あ
さ
、
振
り
返
っ
て
、
と
っ
く
り
眺
め
な
」。
そ
こ
で
悪
魔

が
振
り
返
り
、
一
人
ま
た
一
人
と
女
た
ち
を
と
っ
く
り
眺
め
、
こ
の
女
た
ち
に
自
分
は
何
も
で
き
な
い
こ
と
を
よ
く
よ
く
思
い
知
っ

た
。
こ
う
な
る
と
地
面
の
上
に
い
る
の
が
恥
ず
か
し
く
て
堪
ら
ず
、
山
の
神
が
お
っ
か
な
く
も
な
っ
た
の
で
、
ぶ
わ
っ
と
一
発
臭
い
お

な
ら
を
ぶ
っ
ぱ
な
し
、
元
来
た
よ
う
に
引
き
揚
げ
た
。

　

こ
う
し
て
こ
の
悪
魔
は
地
獄
に
帰
っ
た
わ
け
だ
が
、
着
く
な
り
、
仲
間

た
ち
が
だ
れ
も
か
れ
も
、
女
を
連
れ
て
来
た
か
、
と
訊
い
た
も
の
。
で
、

一
人
も
連
れ
て
来
な
か
っ
た
、
と
答
え
る
と
、
ま
た
し
て
も
「
と
ん
ま
な

悪
魔
、
と
ん
ま
な
悪
魔
」
っ
て
こ
と
に
な
り
、
悪
魔
の
よ
う
な
お
ふ
ざ
け
、

大
騒
ぎ
、
悪
魔
の
よ
う
な
げ
ら
げ
ら
笑
い
で
、
ど
ん
が
ら
が
っ
ち
ゃ
ん
ど

し
ん
ば
た
ん
、
地
獄
全
体
が
古
び
た
壁
み
た
い
に
ぐ
ら
ぐ
ら
揺
れ
て
め
り

め
り
い
っ
た
。
て
な
わ
け
あ
い
で
地
獄
に
は
い
ま
だ
に
女
は
お
ら
ん
。
悪
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魔
の
年
取
っ
た
祖ば

あ母
様（

57
（

を
除
け
ば
あ
く
ま

0

0

0

で
お
ら
ん（

58
（

。

─
そ
れ
と
い
う
の
も
女
ち
ゅ
う
も
の
は
ご
く
ご
く
気
立
て
が
い
い
か
ら
だ

て
。解

題

　

ヴ
ェ
ラ
谷
の
口
承
。

　

二
つ
の
異
な
っ
た
部
分
か
ら
成
る
笑シ
ュ
ヴ
ァ
ン
ク

い
話
で
あ
る
。
悪
魔
と
い
え
ど
も
女
性
に
対
し
て
は
三さ

ん
し
ゃ舎
を
避
け
る
と
い
う
前
半
は
と
り
わ
け
お
も
し
ろ
い
が
、
男

性
だ
け
の
集
ま
り
で
語
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、「
悪ト
イ
フ
ェ
ル魔」

と
い
う
語
の
入
っ
た
ド
イ
ツ
語
の
慣
用
句
が
幾
つ
も
使
わ
れ
、
滑
稽
さ
を
更
に
盛
り
上
げ

て
い
る
が
、
日
本
語
に
移
す
と
な
る
と
、
ド
イ
ツ
語
の
そ
れ
に
相
当
す
る
適
切
な
日
本
語
の
掛か
け
こ
と
ば詞が
思
い
つ
か
ず
、
最
後
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
諦
め
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。

　

A
T
一
一
六
四
「
穴
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
邪
な
女
」T

he Evil W
om

an T
hrow

n into the Pit

＋
A
T
一
一
六
四
D
「
魔
物
と
人
間
が
力
を
合
わ

せ
る
」T

he D
em

on and the M
an Join Forces.

　

原
題　

D
ie drei dum

m
en T

eufel.
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七
二　

恩
を
忘
れ
な
い
動
物
た
ち

　

昔
む
か
し
一
人
の
巡
礼（

59
（

が
田
舎
を
旅
し
て
い
た
。
森
を
抜
け
る
道
を
辿
っ
て
い
る
と
、
狼
罠わ

な

の
穴（

60
（

に
行
き
会
っ
た
。
そ
し
て
中
に
生

き
物
が
い
る
の
に
気
づ
い
た
。
覗の

ぞ

き
込
ん
で
み
る
と
、
人
間

─
黄き

ん金
細
工
師（

6（
（

だ
っ
た

─
の
姿
が
見
え
た
。
そ
の
傍
に
は
猿
と
蝮

ま
む
し

と
（
62
（

山や
ま

楝か
が
し蛇
が（

63
（

い
た
。
こ
の
三
匹
と
も
う
っ
か
り
こ
の
穴
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
巡
礼
は
胸
の
裡う

ち

で
「
こ
の
可
哀
想
な
連
中
に
憐

れ
み
を
垂
れ
ね
ば
の
。
ま
ず
人
間
を
そ
の
仇あ

だ
か
た
き敵
か
ら
救
っ
て
や
ろ
う
」
と
考
え
、
綱
を
一
本
穴
の
中
に
投
げ
込
み
、
端
を
し
っ
か
り
片

手
に
握
り
、
黄
金
細
工
師
を
引
き
上
げ
よ
う
と
し
た
。
が
、
猿
は
素
早
く
綱
に
飛
び
つ
い
て
、
さ
さ
っ
と
攀よ

じ
登
り
、
穴
か
ら
ぴ
ょ
ん

と
飛
び
出
し
た
。
巡
礼
が
二
度
目
に
綱
を
投
げ
落
す
と
、
山
楝
蛇
が
そ
れ
に
巻
き
つ
い
て
上
が
っ
て
来
た
。
そ
れ
か
ら
三
度
目
に
は
蝮

が
綱
に
縋す

が

り
、
こ
れ
ま
た
日
の
目
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
三
匹
の
動
物
た
ち
は
巡
礼
の
情
け
に
感
謝
し
、
そ
れ
か
ら
こ
う
述
べ

た
。「
あ
な
た
が
わ
た
し
た
ち
に
し
て
く
だ
さ
っ
た
ご
親
切
に
、
な
ん
と
か
お
返
し
を
い
た
す
つ
も
り
で
す
。
こ
の
先
わ
た
し
ど
も
の

棲す
み
か処
の
近
く
に
お
立
ち
寄
り
に
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
力
の

限
り
お
役
に
立
ち
ま
す
の
で
、
ど
う
か
当
て
に
な
さ
っ
て
く

だ
さ
い
。
で
も
、
ご
用
心
を
、
と
真
心
籠
め
て
ご
注
意
い
た

し
た
い
の
は
穴
の
底
に
い
る
人
間
の
こ
と
。
な
に
し
ろ
、
生

き
と
し
生
け
る
も
の
の
な
か
で
、
あ
れ
ほ
ど
恩
知
ら
ず
な
の

は
お
り
ま
せ
ん
か
ら
。
こ
の
こ
と
を
わ
た
し
ど
も
、
身
に
染

み
て
教
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
ど
う
な
さ
っ
た
ら

い
い
か
、
よ
く
よ
く
お
考
え
に
な
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
申
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し
上
げ
て
お
き
ま
す
」。

　

こ
う
言
っ
て
三
匹
の
動
物
た
ち
は
巡
礼
に
別
れ
を
告
げ
た
。
さ
て
巡
礼
は
、
人
間
は
当
然
人
間
を
助
け
な
け
れ
ば
、
と
考
え
、
ま
た

し
て
も
綱
を
穴
の
中
に
投
げ
込
み
、
黄
金
細
工
師
を
外
へ
引
き
出
し
た
。
黄
金
細
工
師
は
巡
礼
か
ら
受
け
た
温
情
に
い
ろ
い
ろ
言
葉
を

尽
く
し
て
礼
を
言
い
、
自
分
が
住
ん
で
い
る
王
都
に
着
い
た
ら
、
是
非
訪
ね
て
く
れ
る
よ
う
頼
み
、
立
ち
去
っ
た
。

　

更
に
旅
を
続
け
て
い
る
う
ち
巡
礼
は
王
都
の
近
く
へ
と
や
っ
て
来
た
し
、
猿
と
山
楝
蛇
と
蝮
の
棲
処
に
も
通
り
掛
か
っ
た
。
動
物
た

ち
は
喜
ん
だ
。
そ
し
て
猿
は
く
た
び
れ
き
っ
て
い
る
巡
礼
に
果
実
類
と
甘
い
無い

ち
じ
く

花
果
を
運
び
、
山
楝
蛇
は
巡
礼
が
の
ん
び
り
休
息
で
き

る
よ
う
に
ひ
ん
や
り
と
気
持
ち
の
良
い
洞
窟
に
案
内
し
、
巡
礼
が
眠
っ
て
い
る
間
見
張
り
を
し
た
の
で
、
こ
の
大
き
な
山
楝
蛇
が
寝
そ

べ
っ
て
い
る
あ
た
り
へ
近
づ
こ
う
と
す
る
者
は
だ
れ
一
人
い
な
か
っ
た
。
さ
て
蝮
は
と
い
う
と
、
こ
っ
そ
り
王
城
に
忍
び
込
み
、
そ
こ

で
幾
つ
か
の
黄
金
製
の
装
身
具
を
盗
み
、
敬
意
の
徴し

る
し
と
し
て
巡
礼
に
捧
げ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
を
ど
こ
か
ら
手
に
入
れ
た
の
か
は
言

わ
な
か
っ
た
。
巡
礼
は
動
物
た
ち
の
許
を
出
立
す
る
と
、
王
都
へ
赴
き
、
黄
金
細
工
師
を
訪
問
し
、
蝮
に
も
ら
っ
た
装
身
具
を
見
せ
、

買
っ
て
欲
し
い
、
と
申
し
出
た
。
黄
金
細
工
師
は
こ
れ
ら
が
王
の
持
ち
物
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
黙
っ
た
ま

ま
王
の
御
前
に
参
上
、
お
宝
を
盗
ん
だ
者
を
私
め
の
家
に
捕
ら
え
て
あ
り
ま
す
る
、
と
注
進
し
、
そ
の
褒
美
と
し
て
た
っ
ぷ
り
金き

ん

子す

を

頂
戴
し
た
。
王
が
遣
わ
し
た
捕
吏
た
ち
は
巡
礼
を
引
っ
捕
ら
え
、
ぶ
ち
の
め
し
、
通
り
を
引
き
回
し
て
、
町
の
外
の
絞
首
台
へ
と
連
れ

て
行
き
、
縛
り
首
に
し
よ
う
と
し
た
。
途
中
老
人
は
動
物
た
ち
の
戒
め
を
思
い
出
し
、
大
き
く
溜
め
息
を
つ
い
て
こ
う
言
っ
た
。「
あ

あ
、
お
ま
え
た
ち
の
忠
告
に
従
っ
て
い
た
ら
な
あ
、
信ま

こ
と実
あ
る
動
物
た
ち
、
そ
う
す
れ
ば
こ
ん
な
災
難
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
ろ
う
に
」。

　

さ
て
丁
度
処
刑
場
に
通
じ
る
道
端
に
棲
処
を
持
っ
て
い
た
蝮
は
無
実
な
男
の
嘆
き
を
耳
に
し
た
。
そ
の
不
幸
の
責
任
は
自
分
に
あ
っ

た
の
で
、
悲
嘆
に
昏く

れ
、
ど
う
し
た
ら
老
人
を
助
け
て
や
れ
る
か
あ
、
と
思
案
し
た
。
す
る
と
王
子
が
、
こ
れ
は
う
ら
若
い
少
年
だ
っ
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た
が
、
盗
人
が
死
刑
に
な
る
の
を
見
物
し
よ
う
、
と
や
っ
て
来
た
の
で
、
そ
こ
へ
這
い
寄
っ
て
、
そ
の
片
足
を
咬
ん
だ
か
ら
、
足
は
た

ち
ど
こ
ろ
に
腫は

れ
上
が
っ
た
。
そ
こ
で
居
合
わ
せ
た
人
び
と
は
皆
び
っ
く
り
仰
天
、
な
ん
と
か
命
を
助
け
よ
う
と
、
医
師
た
ち
と
占
星

術
師
た
ち
が
大
至
急
呼
び
に
や
ら
れ
た
。
医
師
た
ち
は
蛇
の
咬か

み
傷
に
効
く
と
か
ね
て
か
ら
推
奨
さ
れ
て
い
る
薬
剤
の
テ
リ
ア
カ（

64
（

を
持

参
し
た
が
、
こ
れ
は
一
向
役
に
立
た
な
か
っ
た
。
だ
が
占
星
術
師
た
ち
は
星
占
い
を
し
、
死
刑
に
処
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
巡
礼
が
無

実
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
し
、
少
年
王
子
自
身
、
は
っ
き
り
し
た
声
で
こ
う
叫
ん
だ
の
だ
。「
あ
の
巡
礼
を
わ
た
し
の
許
に
連
れ
て
参

れ
。
あ
れ
が
手
を
わ
た
し
の
傷
と
腫
れ
に
置
け
る
よ
う
に
。
そ
う
す
れ
ば
わ
た
し
は
癒い

や

さ
れ
る
の
だ
」
と
。

　

そ
こ
で
巡
礼
が
王
の
御
前
に
連
れ
て
来
ら
れ
る
と
、
王
は
、
そ
ち
は
い
か
な
る
運
命
の
持
ち
主
か
、
と
訊
ね
た
。
巡
礼
が
王
に
対

し
、
自
分
が
死
か
ら
救
っ
た
善
良
で
恩
を
忘
れ
な
い
動
物
た
ち
と
黄
金
細
工
師
の
こ
と
、
黄
金
細
工
師
の
あ
さ
ま
し
い
忘
恩
沙
汰
を
な

に
も
か
も
あ
り
の
ま
ま
申
し
立
て
た
。
そ
し
て
両
手
と
両
眼
を
天
に
向
か
っ
て
上
げ
、
こ
う
懇
願
し
た
。「
お
お
、
全
能
の
神
よ
、
こ

の
わ
し
が
か
の
盗
み
を
し
た
の
が
真
に
濡
れ
衣
で
あ
り
ま
す
な
ら
、
こ
の
わ
し
の
手
は
真
に
こ
の
か
た
を
癒
す
で
し
ょ
う
」
と
。

─

そ
し
て
そ
の
途
端
に
王
子
は
健
や
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
王
は
心
も
晴
れ
、
喜
び
で
一
杯
に
な
り
、
巡
礼
を
讃
え

て
数
数
の
高
価
な
贈
り
物
を
下
賜
し
、
巡
礼
が
死
の
恐
怖
を
味
わ
う
原
因
と
な
っ
た
装
身
具
も
全
て
授
け
、
そ
れ
か
ら
な
ん
と
も
ひ
ど

い
、
憎
む
べ
き
恩
知
ら
ず
の
罰
と
し
て
黄
金
細
工
師
を
そ
の
場
で
縛
り
首
の
刑
に
処
し
た
。

解
題

　

D
M
B
五
六
「
鼠
ザ
ン
バ
ー
ル
の
身
の
上
話
」
と
同
じ
く
、
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
が
専
ら
依
拠
し
た
の
は
『
古
い
に
し
えの
賢
者
た
ち
の
喩さ

と

し
、
金
言
、
そ
の
他
』

D
er alten W

eisen E
xem

pel, Sprüche, etc. 

（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
、
一
五
九
二
）
な
る
書
籍
、
つ
ま
り
古
代
イ
ン
ド
の
教
訓
寓
話
集

『
パ
ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ
』
の
翻
訳
で
あ
る
。
詳
し
く
は
D
M
B
五
六
の
解
題
参
照
。

　

A
T
一
六
〇
「
恩
を
忘
れ
な
い
動
物
た
ち
、
恩
知
ら
ず
の
人
間
」Gratefel A

nim
als; U

ngrateful M
an.

　

原
題　

D
ie dankbaren T

iere.
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七
三　

四
人
の
利
口
な
旅
の
仲
間

　

昔
む
か
し
四
人
の
旅
の
仲
間
が
い
た
。
全
く
の
偶
然
で
道
中

で
出
会
い
、
一
緒
に
旅
歩
き
を
し
た
も
の
だ
。
四
人
の
う
ち
一

人
は
王
子
、
二
人
目
は
貴
族
、
三
人
目
は
商
人
、
四
人
目
は
手

職
人
。
四
人
と
も
金
と
来
た
ら
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
な
い
。
金
持

ち
で
も
貧
乏
人
で
も
旅
を
し
て
い
る
と
よ
く
あ
る
こ
と
だ
が
。

体
に
纏ま

と

っ
て
い
る
衣
服
以
外
は
何
一
つ
持
た
ず
、
財
布
の
中
は

空
っ
ぽ
だ
っ
た
。
さ
て
あ
る
大
き
な
王
の
都
に
近
づ
き
、
ひ
ど

い
空
腹
を
感
じ
る
と
、
ど
う
や
っ
て
金
と
食
べ
物
を
手
に
入
れ

た
も
の
か
ね
え
、
と
い
う
問
題
が
持
ち
上
が
っ
た
。
す
る
と
こ

う
言
っ
た
の
は
王
子
。「
出
し
た
い
だ
け
意
見
を
出
し
て
み
よ
う

で
は
な
い
か
。
そ
う
す
れ
ば
神
様
が
お
定
め
に
な
っ
た
道
が
お

の
ず
と
開
け
よ
う
。
そ
れ
に
信ま

こ
と実
の
希
望
を
籠
め
て
神
様
に
お

縋す
が

り
す
る
者
は
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
い（

65
（

」。
商
人
い
わ
く

「
用
心
深
さ
と
分
別
が
組
め
ば
全
て
を
乗
り
越
え
る（

66
（

」。
貴
族
が

言
う
よ
う
「
力
強
く
姿
形
の
美
し
い
若
さ
は
更
に
価
値
が
あ

る（
67
（

」。
こ
れ
を
聞
い
た
旅
歩
き
の
仲
間
、
こ
れ
は
手
職
人
だ
っ
た
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が
、
こ
う
述
べ
た
。「
あ
っ
し
の
お
粗
末
な
頭
で
考
え
た
と
こ
じ
ゃ
、
こ
う
だ
な
あ
。
実
行
の
と
も
な
う
心
配
り
が
最
善
ぞ（

68
（

、
と
ね
」。

　

こ
ん
な
こ
と
を
語
ら
い
な
が
ら
四
人
の
旅
の
道
連
れ
は
夕
方
都
の
近
く
に
辿
り
着
い
た
が
。
市
門
の
外
で
一
休
み
し
た
。
こ
の
時
他

の
三
人
が
四
人
目
の
道
連
れ
に
、
旅
修
行
の
職
人（

69
（

に
向
か
っ
て
こ
う
言
っ
た
。「
あ
ん
た
は
何
よ
り
も
心
配
り
を
讃
え
た
な
あ
。
一
つ

出
掛
け
て
行
っ
て
、
わ
た
し
ら
四
人
が
今
夜
食
べ
物
の
代
金
を
払
え
る
よ
う
に
、
心
配
り
を
し
て
く
れ
な
い
か
」。「
や
っ
て
み
よ
う
と

も
」
と
職
人
は
答
え
た
。「
あ
ん
た
が
た
が
そ
れ
ぞ
れ
、
あ
っ
し
ら
皆
の
役
に
立
つ
よ
う
に
、
自
分
の
標
語
通
り
や
っ
て
み
る
な
ら
ね
」。

道
連
れ
た
ち
が
そ
れ
を
約
束
す
る
と
、
職
人
は
都
に
入
り
、
四
人
の
男
が
一
日
お
腹
一
杯
に
な
れ
る
ほ
ど
の
金
を
稼
ぐ
に
は
、
一
人
の

男
は
何
を
し
た
ら
い
い
も
の
か
、
と
つ
ら
つ
ら
考
え
た
。
と
、
教
え
ら
れ
た
の
は
、
薪

た
き
ぎ

運
び
ほ
ど
儲も

う

か
る
も
の
は
な
い
、
っ
て
こ
と
。

な
に
し
ろ
、
薪
は
高
く
、
森
は
遠
く
、
都
の
人
た
ち
は
お
っ
く
う
が
り
だ
、
と
い
う
わ
け
。
そ
こ
で
男
は
急
い
で
森
に
出
掛
け
、
薪
を

集
め
て
で
っ
か
く
て
重
い
束
を
一
つ
拵こ

し
ら
え
、
こ
れ
を
担
い
で
都
に
運
び
、
代
金
と
し
て
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
銀
貨（

70
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を
二
枚
稼
ぎ
、
そ
れ
で
自
分

と
仲
間
た
ち
の
た
め
の
食
べ
物
と
飲
み
物
を
買
い
込
み
、
一
同
が
泊
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
旅は

た
ご籠
の
扉
に
有う

ち
ょ
う
て
ん

頂
天
に
な
っ
て
白
墨
で
こ
う

記
し
た
。
正
直
者
の
心
配
り
は
力
を
使
っ
て
一
日
に
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
銀
貨
を
二
枚
稼
い
だ
、
と
。

　

次
の
朝
、
三
人
の
仲
間
た
ち
は
四
人
目
に
、
貴
族
に
向
か
っ
て
こ
う
言
っ
た
。「
さ
あ
、
今
度
は
あ
ん
た
が
今
日
わ
た
し
ら
に
食
べ

物
の
世
話
が
で
き
る
か
や
っ
て
み
せ
て
お
く
れ
。
そ
れ
に
は
、
あ
ん
た
の
美
し
さ
と
若
さ
の
力
と
、
そ
れ
か
ら
他
に
あ
ん
た
の
わ
き
ま

え
て
い
る
こ
と
を
役
立
た
せ
て
ね
」。
貴
族
は
都
に
出
掛
け
た
が
、
心
中
こ
う
考
え
た
。「
わ
た
し
は
働
く
こ
と
な
ど
で
き
な
い
し
、
し

た
く
も
な
い
。
他
に
も
何
を
や
っ
た
ら
い
い
か
思
い
つ
か
な
い
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
空
手
で
道
連
れ
た
ち
の
と
こ
ろ
に
戻
る
な
ん
て

の
は
恥
だ
し
な
あ
」。
こ
う
悲
し
い
物
思
い
に
耽
り
な
が
ら
、
あ
る
家
の
円
柱
の
傍
に
佇た

た
ず
ん
だ
。
旅
の
仲
間
た
ち
と
寂
し
く
別
れ
る
こ

と
に
し
よ
う
、
と
い
う
気
に
な
っ
て
。
す
る
と
一
人
の
若
く
て
美
し
い
、
金
持
ち
の
寡か

ふ婦
が
通
り
掛
か
り
、
貴
族
の
若
若
し
く
端
麗
な

容
姿
を
目
に
し
、
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
知
り
た
く
な
り
、
女
中
を
や
っ
て
、
客
に
招
き
、
そ
の
身
の
上
を
聴
き
取
っ
て
か
ら
、
一
緒
に
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楽
し
み
、
袂た

も
と
を
分
か
つ
時
に
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
金
貨（

7（
（

を
百
枚
は
な
む
け
に
贈
っ
た
。
こ
う
し
て
貴
族
は
ど
っ
さ
り
食
料
を
手
に
入
れ
て
市
門

の
外
の
み
す
ぼ
ら
し
い
旅
籠
に
い
る
仲
間
た
ち
の
許も

と

に
引
き
返
し
、
戸
口
に
こ
う
書
い
た
。
花
も
盛
り
の
若
さ
を
用
い
た
あ
る
男
は
一

日
に
百
枚
の
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
金
貨
を
手
に
入
れ
た
、
と
。

　

三
日
目
に
な
る
と
、
三
人
は
商
人
に
向
か
っ
て
こ
う
言
っ
た
。「
今
日
は
あ
ん
た
が
出
掛
け
て
行
っ
て
、
分
別
と
組
ん
だ
あ
ん
た
の

用
心
深
さ
で
わ
た
し
ら
に
け
っ
こ
う
な
一
日
と
願
っ
た
り
叶
っ
た
り
の
食
料
を
手
に
入
れ
て
お
く
れ
」。
そ
こ
で
商
人
は
出
発
、
海
辺

に
あ
る
こ
の
都
を
通
り
抜
け
て
港
へ
と
下
り
て
行
っ
た
。
折
し
も
港
に
は
一
隻
の
商
船
が
錨い

か
り
を
下
ろ
し
て
お
り
、
商
人
た
ち
が
そ
の
船

の
船ふ

な
ぬ
し主
に
挨
拶
を
し
て
、
積
み
荷
を
訊
ね
、
取
り
引
き
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
船
主
が
あ
ん
ま
り
高
値
を
付
け
た
の
で
、

商
人
た
ち
は
折
り
合
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
一
同
は
お
互
い
に
「
わ
し
ら
は
今
の
と
こ
ろ
こ
れ
以
上
一い

ち
も
ん文
も
高
く
払
え
な
い
。
ち
ょ
っ

と
経
て
ば
あ
ち
ら
は
吹
っ
掛
け
た
の
を
悔
や
む
だ
ろ
う
て
。
品
物
は
そ
れ
だ
け
の
値
打
ち
が
あ
る
が
な
。
そ
う
な
っ
て
も
、
わ
し
ら
以

外
の
だ
れ
も
船
荷
を
買
お
う
な
ん
て
奴
は
お
り
ゃ
あ
せ
ん
」
と
言
い
合
い
、
船
主
の
許
を
離
れ
て
行
っ
た
。
さ
て
一
方
貧
乏
な
商
人
だ

が
、
こ
れ
は
さ
る
裕
福
な
商
人
の
息
子
だ
っ
た
。
船
主
に
近
づ
く
と
、
素
性
を
明
か
し
て
父
親
の
名
を
名
乗
り
、
積
み
荷
全
部
を
グ
ル

デ
ン
金
貨（
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五
万
枚
で
買
い
取
っ
た
。
間
も
な
く
商
人
た
ち
が
も
う
一
度
引
き
返
し
て
来
た
が
、
一
同
ど
う
し
て
も
品
物
が
必
要
だ
っ
た

の
で
、
買
い
手
に
グ
ル
デ
ン
金
貨
五
千
枚
の
儲
け
を
付
け
て
、
積
み
荷
の
購
入
額
を
支
払
っ
た
。
か
く
し
て
若
い
商
人
は
心
浮
き
浮
き

と
し
て
仲
間
た
ち
の
許
に
戻
り
、
道
連
れ
た
ち
の
書
き
込
み
が
既
に
記
さ
れ
て
い
る
扉
に
こ
う
書
い
た
。
用
心
深
さ
と
分
別
の
お
蔭
で

あ
る
人
間
は
一
日
に
グ
ル
デ
ン
金
貨
五
千
枚
を
手
に
入
れ
た
、
と
。
そ
し
て
仲
間
た
ち
と
一
緒
に
豪
勢
な
祝
宴
を
開
い
た
。

　

次
の
日
の
朝
、
三
人
は
王
子

─
そ
の
生
ま
れ
に
つ
い
て
は
皆
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
が

─
に
向
か
っ
て
こ
う
言
っ
た
。「
な
あ
、

お
仲
間
さ
ん
、
今
度
は
あ
ん
た
が
出
掛
け
て
行
っ
て
、
食
べ
物
と
飲
み
物
を
稼
い
で
来
る
番
だ
。
神
様
が
あ
ん
た
と
あ
ん
た
の
信ま

こ
と実
の

希
望
に
何
を
お
恵
み
く
だ
さ
る
か
、
や
っ
て
み
る
が
い
い
。
そ
し
て
素
晴
ら
し
い
結
果
に
な
り
ま
す
よ
う
に
」。
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そ
こ
で
王
子
は
都
へ
と
出
発
し
た
が
、
思
う
よ
う
「
わ
た
し
は
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
職
を
習
っ
た
こ
と
は
な
い
。

若
さ
・
美
し
さ
も
持
た
な
い
。
父
親
に
裕
福
な
商
人
が
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
利
口
で
も
な
け
れ
ば
用
心
深
く
も
な
い
。
た
だ

神
を
信
じ
ま
い
ら
せ
る
だ
け
だ
。
そ
し
て
神
は
わ
た
し
を
お
助
け
く
だ
さ
る
だ
ろ
う
」。
王
子
は
都み

や
こ
お
お
じ

大
路
の
道
端
の
石
に
腰
を
下
ろ
し
、

悲
哀
に
満
ち
た
物
思
い
に
沈
ん
だ
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
王
都
で
は
王
が
ま
た
し
て
も
亡
く
な
っ
て
、
こ
の
日
遺
骸
が
都
か
ら
郊
外
の
あ
る
修
道
院
に
運
び
出
さ
れ
る
と
こ
ろ

だ
っ
た
。
人
民
は
全
て
そ
の
行
列
に
随
行
し
た
も
の
。
だ
が
王
子
は
か
つ
て
味
わ
っ
た
逆
運
を
と
つ
お
い
つ
深
く
考
え
て
い
た
か
ら
、

身
の
回
り
に
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
と
ん
と
気
づ
か
ず
、
王
の
柩ひ

つ
ぎ
を
運
ぶ
行
列
が
差
し
掛
か
っ
た
折
、
つ
い
起
立
し
そ
こ
な
っ
た
。

　

す
る
と
こ
の
無
礼
を
憤
慨
し
た
一
人
の
乱
暴
者
が
詰
め
寄
っ
て
来
て
、
王
子
の
頬
に
一
発
平
手
打
ち
を
喰
ら
わ
せ
、
坐
っ
て
い
た
石

か
ら
突
き
落
と
し
て
、
こ
う
言
っ
た
。「
こ
ん
ち
く
し
ょ
う
め
。
き
さ
ま
、
だ
れ
も
が
涙
を
流
し
て
い
る
っ
て
え
の
に
、
王
様
の
お
亡

く
な
り
に
な
っ
た
の
を
悲
し
い
と
思
わ
ね
え
の
か
。
と
っ
と
と
失
せ
ろ
」。

　

王
子
は
黙
り
こ
く
っ
て
行
列
が
去
る
の
を
見
送
っ
た
が
、
こ
れ
が
ま
た
戻
っ
て
来
た
時
、
や
は
り
石
の
上
に
坐
り
込
ん
で
、
悄し

ょ
う
ぜ
ん然
と

瞑
想
に
耽
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
例
の
乱
暴
者
は
ま
た
ま
た
か
ん
か
ん
に
腹
を
立
て
て
近
寄
り
、
が
み
が
み
怒
鳴
り
つ
け
た
。「
さ
っ
き

も
言
っ
て
聞
か
せ
た
ろ
う
が
、
き
さ
ま
、
こ
こ
に
い
ち
ゃ
あ
い
け
ね
え
ん
だ
」。
そ
し
て
捕
吏
た
ち
に
合
図
し
て
、
王
子
を
地
下
牢
に

投
げ
込
ま
せ
た
。
け
れ
ど
も
獄
舎
の
中
で
王
子
は
、
神
が
お
救
い
く
だ
さ
る
に
違
い
な
い
、
と
ひ
た
す
ら
希
望
で
一
杯
だ
っ
た
。
さ
て

そ
の
後
人
民
が
、
先
の
王
は
跡
継
ぎ
を
残
さ
ず
に
崩
御
し
た
の
で
、
新
王
を
推
戴
し
よ
う
、
と
集
ま
っ
た
折
の
こ
と
。
例
の
乱
暴
者

が
、
自
分
は
男
を
一
人
地
下
牢
に
入
れ
て
あ
る
、
こ
や
つ
は
ど
う
も
謀
反
人
ら
し
い
、
公
開
訊
問
を
し
て
、
判
決
を
申
し
渡
そ
う
で
は

な
い
か
、
と
告
げ
た
。
そ
こ
で
囚
人
は
全
人
民
の
前
に
立
た
さ
れ
、
い
か
に
し
て
、
ま
た
な
に
ゆ
え
こ
の
国
に
や
っ
て
来
た
の
か
、
と

訊
ね
ら
れ
た
。
囚
人
い
わ
く
「
実
を
申
せ
ば
わ
た
し
は
あ
る
王
の
子
息
な
の
だ
」

─
こ
う
言
い
な
が
ら
父
の
名
を
挙
げ
て

─
「
父
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が
死
去
し
た
の
で
、
王
国
は
わ
た
し
に
帰
し
た
。
し
か
し
、
わ
た
し
の
弟
に
付
き
従
う
徒
党
の
方
が
多
か
っ
た
の
で
、
弟
は
わ
た
し
を

王
位
か
ら
追
放
し
た
。
そ
し
て
わ
た
し
は
、
弟
が
わ
た
し
を
弑し

い
ぎ
ゃ
く逆
す
る
の
で
は
、
と
憂
慮
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
父
か
ら
受
け
継
い

だ
遺
領
を
捨
て
、
こ
の
国
に
ま
い
っ
た
の
だ
」。

　

こ
れ
を
聞
い
た
人
民
の
中
に
は
こ
の
王
子
の
父
君
の
名
を
知
っ
て
お
り
、
そ
の
王
国
を
旅
し
た
こ
と
の
あ
る
男
た
ち
が
大
勢
い
た
。

彼
ら
は
、
そ
の
王
は
公
明
正
大
で
敬け

い
け
ん虔
な
ひ
と
と
な
り
で
、
そ
の
長
男
も
ま
た
敬
虔
で
立
派
な
人
物
だ
、
と
言
明
、
何
人
か
が

「
万

ヴ
ィ
ヴ
ァ
ー
ト
歳
、
国
王
万
歳
」
と
叫
ぶ
と
、
他
の
者
た
ち
も
「
万

ヴ
ィ
ヴ
ァ
ー
ト
歳
、
国
王
万
歳
」
と
叫
ん
で
、
王
子
を
自
分
た
ち
の
主
君
に
推
戴
し
た
。
そ

こ
で
王
子
は
高
高
と
担
ぎ
上
げ
ら
れ
、
こ
の
国
の
風
俗
習
慣
に
従
っ
て
喝
采
を
浴
び
な
が
ら
都
中
を
、
そ
れ
か
ら
都
の
ぐ
る
り
を
連
れ

回
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
群
衆
と
と
も
に
、
自
分
が
旅
の
仲
間
た
ち
と
泊
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
扉
に
道
連
れ
た
ち
の
三
つ
の
標
語
が
掲
げ

ら
れ
て
い
る
あ
の
近
在
の
旅
籠
の
傍
に
来
た
王
子
は
、
そ
の
標
語
を
つ
ら
つ
ら
眺
め
、
そ
の
脇
に
こ
う
記
す
よ
う
命
じ
た
。
勤
勉
な
る

心
配
り
、
力
強
き
若
さ
、
用
心
深
き
分
別
、
そ
し
て
善
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
人
間
の
出
逢
う
も
の
、
人
間
の
授
か
る
こ
れ
ら
全
て

は
神
の
御み

も
と許
よ
り
出い

ず

る
な
り
、
と
。

　

一
同
は
新
王
の
資
質
に
感
嘆
し
、
推
戴
し
た
こ
と
を
喜
び
、
か
か
る
主
君
を
自
分
ら
に
送
り
た
も
う
た
の
は
神
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

た
。
さ
て
、
玉
座
の
間
に
案
内
さ
れ
、
王
座
に
坐
る
と
、
王
は
旅
の
仲
間
た
ち
を
迎
え
に
ひ
と
を
や
り
、
王
国
の
全
て
の
貴
族
、
全
て

の
賢
者
、
そ
し
て
大
広
間
に
入
れ
る
限
り
の
全
て
の
人
民
を
周
り
に
集
め
、
こ
う
述
べ
た
。「
王
の
王
た
る
か
た
、
神
は
頌ほ

む
べ
き
か

な
。
し
て
そ
の
聖
な
る
御み

な名
に
感
謝
し
ま
い
ら
せ
ん
。
余
の
愛
す
る
道
連
れ
た
ち
は
、
我
ら
の
一
歩
一
歩
を
お
導
き
に
な
る
の
は
神
で

あ
る
こ
と
を
信
じ
な
か
っ
た
。
さ
れ
ど
今
と
な
っ
て
は
余
を
証あ

か
し
と
し
て
そ
れ
を
認
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
と
申
す
の
も
、
余
が
王
位
に
就

く
の
に
役
立
っ
た
の
は
、
勤
勉
な
入
念
さ
と
結
び
つ
い
た
肉
体
の
力
で
も
、
若
さ
の
力
と
容
姿
の
端
麗
さ
で
も
、
は
た
ま
た
商
才
と
知

恵
で
も
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
余
は
お
の
が
弟
に
よ
っ
て
国
を
追
わ
れ
た
あ
の
日
か
ら
さ
よ
う
な
栄
誉
高
位
に
関
わ
る
こ
と
を
決
し
て
望
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ま
な
か
っ
た
。
余
は
こ
の
地
へ
貧
し
い
身
で
、
巡
礼
の
衣
を
纏ま

と

っ
て
ま
い
っ
た
。
さ
れ
ど
余
を
導
き
た
も
う
た
の
は
神
の
御
手
に
し

て
、
余
を
高
き
に
据
え
た
も
う
た
か
た
は
、
我
が
心
が
信ま

こ
と実
の
希
望
を
籠
め
て
お
縋す

が

り
し
た
神
だ
っ
た
の
だ
」。

　

こ
の
言
葉
が
終
わ
る
と
人
民
の
中
か
ら
一
人
の
男
が
立
ち
上
が
っ
て
、
こ
う
言
っ
た
。「
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
を
伺
い
、
我
ら
よ
う
や

く
あ
い
分
か
り
ま
し
た
。
お
お
、
王
よ
、
陛
下
が
い
か
に
こ
の
王
国
に
相ふ

さ
わ応
し
い
お
か
た
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
が
。
神
が
陛
下
に
そ
れ

だ
け
の
叡
智
と
分
別
を
お
与
え
に
な
ら
れ
た
の
で
す
か
ら
。
我
ら
は
賢
明
な
王
で
あ
ら
れ
る
陛
下
と
と
も
に
良
き
助
言
を
受
け
る
こ
と

に
な
り
ま
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
か
か
る
賢
明
な
王
の
信ま

こ
と実
が
お
仲
間
た
ち
の
許
に
導
い
た
の
は
ゆ
え
な
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。

そ
の
御
身
に
誉
れ
と
賞
讃
の
あ
ら
ん
こ
と
を
」。
諸も

ろ
び
と人
が
歓
喜
し
て
そ
う
唱
和
す
る
と
、
王
は
言
葉
を
継
い
で
こ
う
述
べ
た
。「
国
を
追

わ
れ
た
折
、
余
は
身
分
を
知
ら
れ
ぬ
ま
ま
さ
る
貴
族
に
し
ば
し
仕
え

た
。
し
か
し
、
仕
事
を
辞
め
よ
う
と
い
う
気
に
な
り
、
給
金
を
受
け

取
る
段
に
な
っ
た
時
、
身
に
つ
け
た
衣
服
の
代
価
と
し
て
支
払
わ
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
分
を
差
し
引
か
れ
て
、
僅
か
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
銀
貨
二

枚
し
か
残
ら
な
ん
だ
。
そ
こ
で
余
は
心
中
こ
う
考
え
た
。『
プ
フ
ェ

ニ
ヒ
銀
貨
一
枚
は
神
に
捧
げ
よ
う
。
そ
し
て
も
う
一
枚
は
ど
う
し
て

も
入
り
用
な
も
の
に
使
お
う
』
と
な
。
す
る
と
一
人
の
鳥
屋
に
出

逢
っ
た
。
こ
の
男
、
雉き

じ
ば
と鳩
の（

73
（

番つ
が

い
を
市い

ち

に
売
り
に
行
く
と
こ
ろ
だ
っ

た
。
そ
こ
で
余
は
、
生
き
物
を
死
か
ら
救
い
出
す
に
勝
る
神
へ
の
奉

仕
は
な
い
、
と
思
い
、
二
羽
の
鳩
に
値
を
付
け
た
と
こ
ろ
、
鳥
屋
は

二
羽
を
一
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
で
売
ろ
う
と
は
し
た
が
ら
な
ん
だ
。
そ
こ
で
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余
は
胸
の
裡う

ち

で
考
え
た
。
一
羽
を
捕
ら
え
ら
れ
た
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
、
二
羽
は
別
れ
別
れ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
鳩
た
ち
に

と
っ
て
こ
れ
以
上
は
な
い
ひ
ど
い
仕
打
ち
だ
、
と
。
そ
こ
で
二
羽
の
鳩
の
代
金
と
し
て
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
銀
貨
を
二
枚
と
も
渡
し
、
鳥
た
ち

を
広
い
畑
へ
連
れ
て
行
っ
て
放
し
て
や
っ
た
。
す
る
と
二
羽
は
一
本
の
野
生
の
梨
の
樹
の
大
枝
に
止
ま
っ
た
。
余
は
そ
の
下
に
佇
み
、

再
び
立
ち
去
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
一
羽
の
鳩
が
伴
侶
に
向
か
っ
て
こ
う
言
っ
た
。『
こ
の
人
間
は
わ
た
し
た
ち
を
死
か
ら
救
っ
て
く

れ
た
。
そ
し
て
あ
ら
ん
限
り
の
身し

ん
し
ょ
う上
を
は
た
い
て
わ
た
し
た
ち
の
命
を
買
い
取
っ
て
く
れ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
人
間
に
感
謝
し
て

お
返
し
を
す
る
義
務
が
あ
る
』
と
な
。
そ
れ
か
ら
鳩
た
ち
が
余
に
呼
び
掛
け
て
告
げ
る
に
は
『
あ
な
た
は
わ
た
し
た
ち
に
大
層
な
お
情

け
を
掛
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
お
返
し
を
差
し
上
げ
る
の
は
わ
た
し
ど
も
の
務
め
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
樹
の
根
元
に
莫
大
な

財
宝
が
あ
り
ま
す
。
掘
っ
て
ご
覧
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
見
つ
か
り
ま
す
』
と
。
余
は
掘
り
、
宝
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
し
ま
い
こ
み
、

神
に
お
礼
を
申
し
上
げ
、
気
立
て
の
良
い
鳩
た
ち
を
お
守
り
に
な
り
、
そ
の
身
を
全
て
の
悪
し
き
こ
と
ど
も
か
ら
お
救
い
く
だ
さ
る
よ

う
お
願
い
し
た
。
そ
れ
か
ら
鳥
た
ち
に
こ
う
言
っ
た
。『
け
れ
ど
も
ね
、
お
ま
え
た
ち
の
知
恵
分
別
が
こ
う
も
大
き
い
な
ら
、
そ
の
上

お
ま
え
た
ち
は
飛
べ
も
で
き
る
の
だ
か
ら
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
わ
た
し
が
お
ま
え
た
ち
を
買
い
取
る
こ
と
に
な
っ
た
あ
の
男
の
手
に

落
ち
た
の
だ
』。
こ
れ
に
応
え
て
二
羽
の
雉
鳩
た
ち
が
言
う
よ
う
『
そ
う
お
訊
き
に
な
る
な
ん
て
な
ん
と
賢
い
こ
と
。
ご
存
じ
な
い
の

か
。
鳥
の
飛
翔
、
のレ

ー
ろ
鹿
の（

74
（

速
さ
、
牡
牛
の
強
さ
は
宿
命
あ
る
い
は
神
の
定
め
に
対
し
て
は
何
一
つ
能あ

た

わ
ぬ
と
い
う
こ
と
を
。
ど
ん
な

被
造
物
で
も
そ
れ
か
ら
身
を
守
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
わ
た
し
た
ち
の
よ
う
な
種
類
の
生
き
物
で
あ
れ
、
人
間
で
あ
れ
こ
の
地
上
で

は
神
の
摂
理
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
叶
い
ま
せ
ん
』
と
な
」。

　

王
が
貴
族
た
ち
と
人
民
た
ち
に
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
し
て
安
ら
ぎ
に
満
ち
た
神
へ
の
信
頼
に
到
達
し
た
か
を
説
明
し
終
わ
る
と
、

改
め
て
褒
め
讃
え
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
王
は
旅
の
仲
間
た
ち
に
対
し
、
近
く
に
来
る
よ
う
招
い
た
。
そ
し
て
貴
族
を
宮
廷
の
頭

か
し
ら

立
っ
た

職
の
一
つ
に
任
命
、
商
人
に
は
王
国
の
歳
入
を
司
ら
せ
、
手
職
人
を
産
業
部
門
の
長お

さ

と
し
、
こ
う
し
て
彼
ら
全
て
の
聡
明
さ
、
分
別
、

利
口
さ
、
そ
し
て
神
へ
の
信
頼
に
よ
っ
て
幸
せ
が
打
ち
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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解
題

　

ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
が
素
材
を
得
た
の
は
、
D
M
B
五
六
「
鼠
ザ
ン
バ
ー
ル
の
身
の
上
話
」、
D
M
B
七
二
「
恩
を
忘
れ
な
い
動
物
た
ち
」
の
そ
れ
と
同
一
。

　

A
T
該
当
無
し
。

　

原
題　

D
ie vier klugen Gesellen.
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七
四　

熊
の
皮
を
着
た
男
ル
ー
パ
ー
ト

　

昔
む
か
し
が
っ
ち
り
し
た
体
格
の
若
者
が
い
た
。
こ
の
男
、
世

間
様
を
な
に
く
そ
と
ば
か
り
睨に

ら

み
つ
け
、
だ
れ
か
れ
な
し
に
喧
嘩

を
吹
っ
掛
け
た
も
の
。
そ
う
い
う
し
だ
い
で
兵
隊
稼
業
に
入
り（

75
（

、

勇
猛
果
敢
に
敵
と
や
り
あ
っ
た
が
、
と
う
と
う
講
和
が
結
ば
れ

て
、
兵
隊
連
に
お
暇い

と
ま
が
出
さ
れ
、
一
同
、
そ
こ
か
ら
来
た
と
こ
ろ

へ
、
で
な
け
り
ゃ
そ
の
ほ
か
行
き
た
い
と
こ
ろ
へ
行
く
が
よ
い
と

い
う
こ
と
に
あ
い
な
っ
た
。
そ
こ
で
ル
ー
パ
ー
ト
は
、
お
り
ゃ
あ

兄
弟
た
ち
の
と
こ
ろ
へ
行
こ
う

─
て
の
も
両
親
は
も
う
い
な

か
っ
た
ん
で

─
と
考
え
た
。
そ
し
て
ま
た
戦
争
に
な
る
ま
で
、

彼
ら
の
許も

と

で
厄
介
に
な
る
つ
も
り
だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
兄
弟
た
ち

は
こ
う
言
っ
た
。「
戦
争
を
待
っ
て
る
や
つ
な
ん
ぞ
に
こ
こ
に
居

坐
ら
れ
て
た
ま
る
か
。
へ
え
へ
え
、
お
ま
え
は
待
つ
が
い
い
わ

さ
。
わ
し
ら
は
戦
争
や
ら
軍
人
や
ら
に
は
て
ん
か
ら
関
わ
り
た
く

な
い
。
わ
し
ら
が
ほ
し
い
の
は
無
事
安
穏
だ
よ
。
お
ま
え
が
な
ん

と
か
戦
争
を
切
り
抜
け
た
っ
て
え
な
ら
、
平
和
な
ご
時
勢
も
な
ん

と
か
切
り
抜
け
な
。
ま
あ
聞
き
な
、
お
ま
え
の
領
分
は
扉
の
外
な
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ん
だ
よ
」。
で
、
兵
士
の
ル
ー
パ
ー
ト
は
兄
弟
た
ち
に
ご
き
げ
ん
よ
う
も
言
わ
な
い
で
、
自
分
の
鉄
砲
を
お
っ
取
っ
て
、
ま
た
し
て
も

世
間
に
出
て
行
っ
た
。
そ
う
し
て
と
あ
る
大
き
な
森
の
中
に
来
た
が
、
こ
う
独
り
言
。「
大
胆
不
敵
な
若
者
の
戦い

く
さ
に
ん人
を
こ
う
や
っ
て
平

和
の
最さ

な
か中
に
う
っ
ち
ゃ
る
な
ん
て
あ
き
れ
た
こ
っ
た
。
な
に
し
ろ
お
れ
っ
ち
の
う
ち
こ
の
世
で
平
和
と
折
り
合
い
を
つ
け
ら
れ
る
よ
う

な
や
つ
は
あ
り
ゃ
し
ね
え
も
ん
な
。
お
り
ゃ
あ
ど
う
し
た
っ
て
戦
が
入
り
用
だ
。
い
ち
ゃ
も
ん
を
つ
け
て
や
れ
る
よ
う
な
相
手
が
来
ね

え
か
な
あ
。
よ
し
ん
ば
そ
い
つ
が
悪
魔
そ
の
も
の
だ
っ
て
い
い
や
」。
ル
ー
パ
ー
ト
は
こ
う
考
え
な
が
ら
、
銃
に
装そ

う
て
ん填
し
た
。
そ
れ
も

火
薬
を
二
倍
に
、
弾
丸
も
二
個
込
め
て
の
強
力
な
装
填
だ
っ
た
。
そ
の
時
一
人
の
大
柄
な
男
が
森
の
中
を
ル
ー
パ
ー
ト
の
方
へ
や
っ
て

来
た
。
男
は
赤
い
雄お

ん
ど
り鶏
の
羽
根
を
挿
し
た
黒
い
鍔つ

ば

広ひ
ろ
ぼ
う帽
を（

76
（

被
り
、
鷹
の
嘴

く
ち
ば
しの
よ
う
に
曲
が
っ
た
鼻
で
、
燃
え
る
よ
う
な
赤
髯ひ

げ

を
生
や

し
、
緑
色
の
狩
猟
上
着
を
纏ま

と

っ
て
い
た
。
そ
し
て
「
ど
こ
か
ら
来
た
ん
だ
、
お
若
い
の
」
と
訊
い
た
。

─
「
あ
ん
た
、
そ
れ
を
訊
い

て
ど
う
し
よ
う
っ
て
ん
で
す
か
い
」
と
ル
ー
パ
ー
ト
は
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
返
辞
。
な
に
し
ろ
最
初
で
最
上
の
［
ゆ
き
あ
た
り
ば
っ
た
り

の
］、
い
や
、
最
初
で
最
悪
で
も
か
ま
わ
な
い
、
ど
っ
か
の
や
つ
に
い
ち
ゃ
も
ん
つ
け
た
く
っ
て
う
ず
う
ず
し
て
た
ん
で
な
。「
へ
っ
へ

え
、
そ
ん
な
に
そ
っ
け
な
く
す
る
な
よ
」
と
鍔
広
帽
と
赤
い
雄
鶏
の
羽
根
の
緑
装し

ょ
う
ぞ
く
束
は
叫
ん
だ
。「
足
り
な
い
も
の
が
あ
る
な
ら
、
助

け
て
や
れ
る
が
」。「
お
れ
に
足
り
な
い
の
は
い
っ
ち
い
い
も
の
、
金
で
さ
あ
ね
」
と
ル
ー
パ
ー
ト
は
答
え
た
。「
お
ぬ
し
に
勇
気
が
あ

れ
ば
、
金
は
た
っ
ぷ
り
く
れ
て
や
る
ぞ
」。「
勇
気
だ
っ
て
え
。
な
に
を
こ
り
ゃ
ま
た
し
ゃ
ら
く
せ
え（

77
（

。
え
、
旦
那
、
お
れ
に
勇
気
が
ね

え
な
ん
て
ど
こ
の
ど
い
つ
が
ぬ
か
し
た
。
兵
士
の
お
れ
に
勇
気
が
ね
え
だ
と
。
悪
魔
み
て
え
に
勇
気
が
あ
ら
あ
」。「
振
り
向
い
て
み

な
」
と
緑
装
束
が
言
う
。
そ
こ
で
ル
ー
パ
ー
ト
が
振
り
返
る
と
、
後
ろ
に
立
っ
て
い
た
の
は
一
頭
の
熊
。
犀さ

い

の
よ
う
に
巨
大
で
、
か
っ

と
口
を
開
い
て
唸う

な

る
と
、
後
足
で
突
っ
立
っ
て
ル
ー
パ
ー
ト
目
掛
け
て
進
ん
で
来
た
。
し
か
し
こ
ち
ら
は
銃
を
手
に
取
り
、
狙
い
を
つ

け
、「
て
め
え
、
嗅か

ぎ
煙
草（

78
（

が
一
つ
ま
み
欲
し
い
か
。
じ
ゃ
あ
一
つ
ま
み
く
れ
て
や
ろ
う
」
と
言
う
な
り
、
二
重
装
填
の
弾
丸
を
熊
の

鼻
面
に
撃
ち
込
ん
だ
。
そ
の
射
撃
孔
か
ら
弾
丸
が
脳
ま
で
貫
通
、
そ
こ
で
熊
は
躍
り
上
が
る
と
高
い
唸
り
声
を
挙
げ
、
ば
っ
た
り
倒
れ
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て
、
く
た
ば
っ
た
。「
で
か
し
た
、
で
か
し
た
。
見
た
と
こ
ろ
、
お
ぬ
し
に
ゃ
あ
勇
気
が
あ
る
わ
い
」
と
赤
い
雄
鶏
の
羽
根
を
挿
し
た

鍔
広
帽
の
緑
装
束
。「
お
ぬ
し
の
欲
し
い
だ
け
金
を
く
れ
て
や
ろ
う
。
だ
が
、
条
件
が
一
つ
あ
る
」。

　
「
そ
い
つ
を
聞
か
せ
て
も
ら
お
う
か
ね
」
と
ル
ー
パ
ー
ト
が
言
っ
た
が
、
こ
ち
ら
は
自
分
が
何
者
に
か
か
ず
ら
わ
っ
た
の
か（

79
（

と
っ
く

に
気
づ
い
て
い
た
の
だ
。
だ
っ
て
ね
、
相
手
の
長
靴
の
片
っ
方
の
採
寸
を
し
た
靴
屋
は
ど
う
や
ら
、
馬
に
長
靴
を
作
る
み
た
い
に

突と
っ
ぴ
ょ
う
し

拍
子
も
な
い
大
き
さ
に
し
た
の
だ
か
ら
。「
ま
あ
そ
れ
が
あ
の
世
で
の
幸
せ（

80
（

に
関
わ
る
っ
て
え
な
ら

─
ま
こ
と
に
も
っ
て
あ
り
が

た
い
お
話
な
が
ら
ご
め
ん
こ
う
む
り
ま
し
ょ
」
と
ル
ー
パ
ー
ト
は
続
け
た
。

　
「
こ
の
莫ば

迦か

者も
の

」
と
森
の
狩
人
。「
お
ぬ
し
の
あ
の
世
で
の
幸
せ
な
ど
こ
の
わ
し
に
な
ん
の
用
が
あ
る
。
お
ぬ
し
は
そ
れ
を
手
放
す
に

は
お
よ
ば
ん
。
そ
ん
な
も
の
、
わ
し
に
は
一
向
に
値
打
ち
は
な
い
。
い
い
や
、
わ
し
の
条
件
と
は
こ
う
だ
。
こ
れ
か
ら
先
七
年
、
お
ぬ

し
は
体
を
洗
っ
て
は
な
ら
ん
。
髪
に
櫛
を
入
れ
て
は
な
ら
ん
。
髯ひ

げ

を
剃そ

っ
て
は
な
ら
ん
。
爪
を
切
っ
て
は
な
ら
ん
。
寝
台
で
眠
っ
て
は

な
ら
ん
。
主

フ
ァ
ー
タ
ー
・
ウ
ン
ザ
ー

の
祈
り
を

（
8（
（

唱
え
て
は
な
ら
ん
。
ま
、
ど
っ
ち
み
ち
こ
り
ゃ
あ
お
ぬ
し
の
戦い

く
さ
ば場
稼
ぎ
じ
ゃ
お
呼
び
は
な
い
こ
っ
た
が
。
そ
の

代
わ
り
、
わ
し
は
お
ぬ
し
に
上
着
と
外
套
を
や
る
が
、
今
後
七
年
間
と
い
う
も
の
身
に
つ
け
る
の
は
こ
れ
っ
き
り
で
な
き
ゃ
い
か
ん
。

こ
の
期
間
が
経
た
ぬ
う
ち
に
お
ぬ
し
が
死
ね
ば
、
お
ぬ
し
は
わ
し
の
も
の
よ
。
生
き
長
ら
え
れ
ば
わ
し
は
お
ぬ
し
に
手
は
出
さ
ん
し
、

そ
の
前
も
後
も
金
を
や
る
。
ま
た
な
ん
で
も
好
き
な
こ
と
を
始
め
れ
ば
い
い
。
そ
し
て
わ
し
は
お
ぬ
し
を
元
通
り
綺
麗
に
磨
き
上
げ
て

や
る
。
そ
れ
も
わ
し
の
舌
を
使
っ
て
な
」。

　
「
ふ
う
む
、
そ
れ
だ
け
全
部
を
あ
ん
た
、
一
つ
の
条
件
っ
て
い
う
の
か
ね
」
と
ル
ー
パ
ー
ト
は
訊
い
た
。「
お
れ
に
ゃ
あ
ほ
と
ん
ど
一

打ダ
ー
スも
あ
る
よ
う
に
思
え
る
な
。
が
、
ま
あ
い
い
や
。
お
れ
は
試
し
て
み
る
よ
。
試
す
は
学
ぶ
に
勝
る（

82
（

［
百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
］、
っ

て
え
か
ら
な
あ
」。「
決
ま
り
だ
」
と
悪
魔
は
言
う
な
り
、
緑
の
上
着
を
脱
ぎ
捨
て
る
と
、
大
層
素
早
く
死
ん
だ
熊
の
毛
皮
を
剥
ぎ
取

り
、
こ
う
言
葉
を
続
け
た
。「
こ
れ
が
お
ぬ
し
の
上
着
、
そ
れ
か
ら
こ
っ
ち
が
お
ぬ
し
の
外
套
兼
布
団
だ
。
上
着
の
隠ポ

ケ
ッ
トし
に
手
を
突
っ
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込
み
さ
え
す
り
ゃ
あ
金
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
熊
の
皮
だ
が
、
お
ぬ
し
は
こ
れ
を
被か

ぶ

る
ん
だ
か
ら
、『
熊
の
皮
を
着
た
男
』
だ
な
、
お

ぬ
し
は
。
こ
れ
以
上
す
て
き
な
の
ら
く
ら
熊（

83
（

は
願
っ
た
っ
て
あ
り
ゃ
せ
ん
ぞ
。
隠ポ

ケ
ッ
トし
に
金
が
ぎ
っ
し
り
入
っ
て
る
ん
だ
。
何
か
す
る
必

要
な
ん
て
な
い
も
の
な
」。

　

ル
ー
パ
ー
ト
は
緑
色
の
上
着
を
着
込
む
と
、
な
に
は
と
も
あ
れ
隠ポ

ケ
ッ
トし
に
手
を
突
っ
込
ん
だ
。
本
当
に
金
が
あ
る
か
ど
う
か
見
届
け
よ

う
と
な
。
な
に
し
ろ
や
っ
こ
さ
ん
、
悪
魔
な
ん
ぞ
信
用
し
と
ら
ん
か
っ
た
の
で
。
悪
魔
は
嘘
の
父
と
呼
ば
れ
と
る
か
ら
。
し
か
し
隠ポ

ケ
ッ
トし

は
ま
る
で
決
し
て
空
っ
ぽ
に
な
ら
な
い
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
ー
ト
ゥ
ス
の
財
布（

84
（

さ
な
が
ら
な
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
、
ル
ー
パ
ー
ト
は
自
分

の
も
の
に
な
っ
た
熊
の
皮
を
肩
に
引
っ
掛
け
、
あア

デ
ュ
ウ

ば
よ
も（

85
（

言
わ
ず
に
悪
魔
と
お
さ
ら
ば
し
た
。
て
の
も
、
悪
魔
は
い
つ
の
間
に
か
姿
を

消
し
て
い
た
の
で
な
。

　

さ
て
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
ル
ー
パ
ー
ト
は
た
だ
も
う
ぶ
う
ら
ぶ
う
ら
と
日
を
送
っ
た
。（
俗
に
言
う
よ
う
に
）
神
様
を
お
ち
ゃ
ら

か
し
た（

86
（

［
太
平
楽
に
暮
ら
し
た
］
ん
だ
け
ど
、
こ
の
場
合
悪
魔
も
お
ち
ゃ
ら
か
し
た
わ
け
だ
。
堂
堂
た
る
髯
を
お
っ
生ぱ

や
か
し
た
の

で
、
ド
イ
ツ
と
か
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
か
ど
こ
ぞ
の
国
会
に
現
れ
て
も
議
員
さ
ん
の
資
格
は
充
分（

87
（

。
な
に
せ
力
っ
て
も
の
は
髪
の
毛
の
中
に

あ
る
で
な
。
こ
り
ゃ
例
の
サ
ム
ソ
ン（

88
（

の
話
が
教
え
と
る
こ
っ
た
。
二
年
目
に
な
る
と
も
う
そ
の
て
い
た
ら
く
と
来
た
ら
、
やシ

ュ
ー
ブ
ー
ト

ど
な
し
か（

89
（

森ヴ
ァ
ル
ト
シ
ュ
ラ
ッ
ト

の
妖
怪
と

（
90
（

い
っ
た
と
こ
ろ
。
こ
と
に
ま
た
指
の
爪
が
中
国
の
基
準
な
ど
を
ま
だ
超
え
て（

9（
（

お
っ
そ
ろ
し
く
貴
族
的
に
優
雅
に
伸
び
ち

ま
っ
た
か
ら
な
あ
。
人
は
遠
く
か
ら
や
っ
こ
さ
ん
を
見
掛
け
る
と
、
と
い
う
か
、
嗅
ぎ
つ
け
る
と
、
す
た
こ
ら
さ
っ
さ
と
避よ

け
た
も
ん

だ
。
な
に
せ
、
煙
草
を
吸
い
も
し
な
い
の
に
、
も
う
遠
く
の
方
か
ら
戴

や
つ
が
し
ら勝
の

（
92
（

よ
う
に
臭
っ
た
か
ら
。
あ
、
と
こ
ろ
で
こ
の
鳥
、
臭

く
さ
に
わ
と
り
鶏
な

ん
て
汚
名
を
被き

せ
ら
れ
と
る
が
そ
り
ゃ
不
当
な
こ
と
。
戴
勝
自
体
は
ま
る
き
り
臭
わ
ん
の
だ
。
た
だ
不
潔
な
の
と
か
か
ず
ら
わ
っ
と
る

も
の
の
せ
い
で
そ
う
し
た
悪
評
が
立
て
ら
れ
と
る
に
過
ぎ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
熊
の
皮
を
着
た
男
は
い
つ
も
貧
乏
人
た
ち
に
ど
っ
さ
り
金
を
施
し
た
。
七
年
間
を
生
き
延
び
ら
れ
る
よ
う
、
祈
っ
て
く
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れ
、
と
言
う
て
な
あ
。
で
、
貧
乏
人
た
ち
は
喜
ん
で
そ
の
金
を
受
け
取
り
、
ち
ゃ
ん
と
熱
心
に
お
祈
り
い
た
し
ま
す
、
と
約
束
し
た
。

連
中
が
祈
っ
た
か
ど
う
か
は
、
わ
し
ゃ
知
ら
ん
よ
。
そ
れ
か
ら
旅は

た
ご籠
の
主
人
た
ち
も
こ
れ
ま
た
ご
同
様
、
喜
ん
で
迎
え
入
れ
て
く
れ

た
。
だ
っ
て
や
つ
は
大
金
を
払
っ
た
か
ら
な
。
そ
も
そ
も
確
か
な
る
こ
と
盤ば

ん
じ
ゃ
く石
の
ご
と
し
だ
が
、
だ
れ
か
が
金
を
持
っ
て
て
、
ぱ
っ
ぱ

と
遣
い
捨
て
る
な
ら
、
た
れ
憚は

ば
か
る
こ
と
な
く
世
に
も
厭い

と

わ
し
い
熊
の
皮
を
着
た
男
で
い
ら
れ
る
。
い
つ
い
か
な
る
時
だ
っ
て
、
ご
も
っ

と
も
さ
ま
、
け
っ
こ
う
で
す
と
も
、
か
し
こ
ま
り
ま
し
て
ご
ざ
い
ま
す
、
と
い
う
応
対
を
受
け
る
。
た
だ
し
だ
、
そ
れ
に
ゃ
あ
絶
対
に

金
が
な
く
っ
ち
ゃ
な
ら
ん
が
。

　

こ
う
し
て
熊
皮
を
被
っ
て
の
難
行
苦
行
は
早
く
も
四
年
目
に
入
っ
た
。
こ
れ
に
は
熊
の
皮
を
着
た
男
も
う
ん
ざ
り
さ
。
な
に
せ
自
分

で
自
分
が
厭
で
た
ま
ら
ん
。
い
わ
ん
や
他
人
様
に
お
い
て
を
や
さ
ね
。
顔
中
引
き
ず
っ
て
る
の
は
勢
い
盛
ん
な
杉
苔
の
原
生
林
、
指
に

生
や
か
し
て
る
の
は
堆た

い

肥ひ

掻
き
の
熊
手
だ
も
の
。
い
く
ら
金
が
あ
っ
た
っ
て
さ
ほ
ど
お
も
し
ろ
い
こ
と
な
ん
ざ
な
い
。
旅
籠
で
泊
め
ら

れ
る
部
屋
は
い
つ
も
一
番
裏
側
で
、
最
上
階
の
部
屋
。
階
段
を
三
つ
、
四
つ
、
五
つ
と
昇
る
高
さ
で
、
こ
れ
ま
た
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
厠

か
わ
や

の（
93
（

傍
だ
。
あ
る
時
こ
ん
な
具
合
で
心
底
む
し
ゃ
く
し
ゃ
し
な
が
ら
自
室
に
籠
も
っ
て
、
つ
く
づ
く
お
の
が
運
命
を
考
え
、
綺
麗
さ
っ
ぱ
り

新
し
い
人
間
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
、
指
に
生
え
と
る
糞
忌
忌
し
い
爪
も
ろ
と
も
不
潔
千
万
な
髯
と
お
さ
ら
ば
す
る
時
節
が
巡
っ
て
来
れ

ば
な
あ
、
と
い
や
も
う
切
切
と
待
ち
望
ん
で
い
る
と
、
隣
の
部
屋
で
だ
れ
か
が
な
ん
と
も
哀
れ
に
も
呻う

め

き
喘あ

え

い
で
い
る
の
が
聞
こ
え

た
。
熊
の
皮
を
着
た
男
は
、
お
隣
さ
ん
の
役
に
立
っ
て
や
ろ
う
、
と
す
ぐ
に
そ
ち
ら
へ
向
か
っ
た
。
な
に
し
ろ
、
こ
の
男
、
ね
っ
か
ら

優
し
い
善
良
な
気
質
だ
っ
た
ん
で
。
坐
っ
て
嘆
き
悲
し
ん
で
い
た
の
は
一
人
の
爺
様
だ
っ
た
が
、
熊
の
皮
を
着
た
男
が
や
っ
て
来
た
の

を
目
に
し
て
、
魔
物
が
自
分
を
攫さ

ら

い
に
出
現
し
た
の
だ
、
と
思
い
込
ん
だ
。
熊
の
皮
を
着
た
男
は
神
様
の
お
創
り
に
な
っ
た
生
き
物
と

い
う
よ
り
は
悪
魔
の
方
に
ず
う
っ
と
似
て
た
か
ら
な
。
で
も
、
そ
の
う
ち
や
っ
と
こ
宥な

だ

め
ら
れ
、
何
に
苦
し
ん
で
い
る
の
か
打
ち
明
け

る
よ
う
説
得
さ
れ
た
。
こ
の
苦
し
み
た
る
や
、
熊
の
皮
を
着
た
男
が
以
前
見
舞
わ
れ
て
い
た
の
と
全
く
同
じ
、
つ
ま
り
は
、
ど
な
た
も
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よ
っ
く
ご
存
知
の
貧
苦
っ
て
や
つ
だ
っ
た
。
こ
の
爺
様
に
は
娘
が
三
人
い

た
が
、
莫
大
な
負
債
も
あ
っ
た
の
さ
。
こ
の
ひ
と
を
す
っ
て
ん
て
ん
に
し

ち
ま
っ
た
旅
籠
の
主
人
に
支
払
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ん
で
、

ひ
ど
く
切
り
詰
め
た
暮
ら
し
を
強
い
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
こ
れ

を
聴
い
た
熊
の
皮
を
着
た
男
は
げ
ら
げ
ら
笑
っ
た
。
そ
り
ゃ
あ
な
、
だ
れ

だ
っ
て
隠ポ

ケ
ッ
トし
の
中
で
黄
金
の
泉
が
迸

ほ
と
ば
しり
出
る
な
ら
、
楽
し
く
げ
ら
げ
ら
笑

え
る
わ
さ
。
爺
様
の
借
金
を
一い

ち
も
ん文
残
ら
ず
払
っ
て
や
る
と
、
爺
様
は
一
緒

に
行
っ
て
、
娘
た
ち
に
会
っ
て
欲
し
い
、
と
招
い
た
。
娘
た
ち
は
少
な
か

ら
ず
美
人
で
し
て
、
こ
の
お
礼
に
そ
の
う
ち
の
一
人
と
結
婚
し
て
戴
き
た

い
、
と
言
う
て
な
。
熊
の
皮
を
着
た
男
に
と
っ
て
こ
れ
は
願
っ
た
り
叶
っ

た
り
だ
っ
た
、
て
の
も
や
っ
こ
さ
ん
に
は
時
間
が
ど
っ
さ
り
有
り
余
っ
て

お
り
、
熊
の
皮
の
上
に
寝
転
が
っ
て
い
る
と
時
間
が
長
過
ぎ
る
こ
と
が
し

ば
し
ば
。
で
、大
胆
不
敵
な
兵
士
な
ら
当
然
や
っ
て
し
か
る
べ
き
（
女
性
）

征
服
を
目
指
し
た
の
だ
が
、
た
だ
悲
し
い
こ
と
に
、
小
綺
麗
小
ざ
っ
ぱ
り

と
体
裁
を
調
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
黒
黒
と
香こ

う

蠟ろ
う

で
固
め
た（

94
（

ち
ょ
び

髯
や
尖
っ
た
髯
、
小
粋
に
縮
ら
せ
た
可
愛
い
巻
き
毛
や
す
ら
り
と
し
た
両

の
脇
腹
、
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
爪
、
ケオ

ー
・
デ
・
コ
ロ
ン

ル
ン
水
、（

95
（

そ
れ
か
ら
最
高
級
の

ハ
バ
ナ
葉
巻（

96
（

。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
全
て
禁
じ
ら
れ
て
お
っ
て
、
徹
頭
徹
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尾
熊
皮
男
で
お
ら
に
ゃ
あ
な
ら
ず
、
そ
の
ま
ん
ま
の
恰か

っ
こ
う好
で
出
掛
け
て
行
っ
て
、
突
撃
を
敢
行
、
居
れ
り
、
立
て
り
、
去
れ
り
、
臭
え

り（
97
（

、
っ
て
し
だ
い
だ
っ
た
。
助
け
て
も
ら
っ
た
男
の
上
の
二
人
の
娘
た
ち
は
、
い
ろ
ん
な
弁
髪
が
何
本
も
く
っ
つ
い
て
い
る
鬘か

つ
ら
を
、

（
普
通
男
が
そ
う
す
る
よ
う
に
）
後
頭
部
で
な
く
顔
面
に
被
っ
て
い
て
、（
握
手
し
ま
し
ょ
う
、
と
）
グ
ラ
イ
フ
鳥

ち
ょ
う

み
（
98
（

た
い
な
お
手
手
を

突
き
出
し
た
こ
の
怪
物（

99
（

に
ぞ
お
っ
と
震
え
上
が
っ
た
。
そ
れ
に
こ
の
男
、
も
う
四
年
も
同
じ
下
着
な
ん
で
、
こ
れ
が
す
っ
か
り
イ
サ
ベ

ラ
色（

（00
（

に
な
っ
て
お
り
、
地
下
の
穴
蔵
の
古
い
空
っ
ぽ
の
酢
の
大
樽
の
よ
う
な
臭
い
が
し
た
。
こ
れ
じ
ゃ
あ
全
然
食
欲
を
そ
そ
ら
ん
て
。

一
番
末
で
、
一
番
綺
麗
な
娘
だ
け
が
そ
の
場
か
ら
逃
げ
出
さ
な
い
で
じ
い
っ
と
我
慢
し
た
。
こ
の
熊
の
皮
を
着
た
男
こ
そ
お
父
様
の
救

い
主
で
、
そ
の
お
蔭
で
自
分
た
ち
も
罵
り
嘲
り
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
ん
だ
っ
て
肝
に
銘
じ
て
い
た
の
で
な
。
そ
れ
に
恩
を
知
る
と

い
う
美
徳
を
備
え
て
い
た
。
こ
れ
は
随
分
多
く
の
人
間
が
持
っ
て
い
な
い
が
。
さ
て
、
熊
の
皮
を
着
た
男
は
、
こ
の
美
し
い
子
が
こ
ち

ら
の
い
や
ら
し
く
、
ま
た
ぞ
っ
と
す
る
姿
形
に
も
怯お

め
ず
臆
さ
ず
で
い
る
、
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
父
親
が
こ
ち
ら
に
し
た
約
束
を
守

ろ
う
と
し
て
い
る
の
が
よ
く
分
か
っ
た
。
そ
こ
で
見
事
な
指
環

─
も
っ
と
も
、
こ
れ
、
半
分
に
し
た
や
つ
だ
が

─
を
婚
約
し
た
証

拠
と
し
て
渡
し
、
そ
れ
か
ら
、
こ
ち
ら
が
も
う
あ
と
三
年
、
で
き
れ
ば
そ
れ
以
上
い
く
ら
か
生
き
て
い
ら
れ
る
よ
う
、
ほ
ん
と
に
熱
心

に
祈
り
を
捧
げ
て
欲
し
い
、
と
頼
み
、
三
年
間
の
暇

い
と
ま

乞
い
を
し
た
。
こ
の
期
間
で
熊
の
皮
を
着
て
の
ご
難
行
を
お
し
ま
い
に
し
、
そ
の

あ
と
寸
分
の
隙
も
な
い
若
紳
士
に
な
っ
て
戻
ろ
う
ち
ゅ
う
し
だ
い
だ
。
こ
う
い
う
芸
当
は
だ
れ
に
も
で
き
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
。
ま
ず
ま

ず
善
良
温
順
な
青
年
と
し
て
親
許
を
離
れ
た
の
に
、
こ
れ
以
上
の
も
の
は
な
い
っ
て
い
う
大
変
な
熊
の
皮
を
着
た
男
に
な
り
、
森
の
悪

魔
よ
ろ
し
く
の
て
い
た
ら
く
で
ご
帰
還
あ
そ
ば
す
御ご

仁じ
ん

が
少
な
く
な
い
も
の
な
あ
。
さ
て
熊
の
皮
を
着
た
男
と
婚
約
し
た
う
ら
若
い
飛

び
切
り
美
人
、
飛
び
切
り
美
人
の
う
ら
若
い
娘
は
黒
い
衣
装
［
喪
服
］
を
身
に
纏
い（

（0（
（

、
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
の
婿
君
を
種
に
姉
た
ち
か
ら
な

ん
と
も
ひ
ど
く
い
び
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
ん
だ
。
こ
の
女
ど
も
、
片
っ
ぽ
が
あ
あ
言
え
ば
、
も
う
片
っ
ぽ
が
こ
う
言
う
っ
て
な
具
合

に
か
ら
か
っ
た
も
の
。「
用
心
お
し
よ
、
お
ま
え
が
手
を
差
し
出
す
時
、
そ
れ
を
食
い
ち
ぎ
ら
れ
な
い
よ
う
に
ね
。
だ
っ
て
、
あ
ち
ら
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は
お
ま
え
を
食
べ
ち
ゃ
い
た
い
く
ら
い
愛い

と

し
が
っ
て
る
か
ら
ね
」。

─
「
注
意
す
る
ん
だ
よ
、
可
愛
い
飴あ

め

ん
ぼ
ち
ゃ
ん
、
あ
ち
ら
が

お
ま
え
を
舐な

め
つ
く
さ
な
い
よ
う
に
ね
。
熊
っ
て
蜂
蜜
が
好
き
だ
か
ら
ね
え
」。

─
「
な
ん
で
も
あ
ち
ら
の
言
う
通
り
に
す
る
ん
だ

よ
。
さ
も
な
い
と
唸
る
よ
。
お
ま
え
の
未
来
の
ご
亭
主
の
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
熊
は
」（

（02
（

。

─
「
い
や
は
や
、
な
ん
て
陽
気
な
ご
婚
礼
に
な

る
だ
ろ
。
ま
ず
始
ま
り
は
熊
さ
ん
踊
り（

（03
（

で
ご
ざ
い
な
ん
だ
か
ら
」。

─
で
も
若
い
花
嫁
は
何
を
言
わ
れ
て
も
し
ん
と
黙
り
こ
く
っ
て
、

好
き
な
だ
け
姉
さ
ん
た
ち
に
か
ら
か
わ
せ
、
冗
談
を
言
わ
せ
て
お
い
た
。
そ
の
間
許い

い
な
づ
け

婚
者
の
方
は
暮
ら
し
を
続
け
て
い
た
。
も
っ
と
も

な
に
も
か
も
ほ
ど
ほ
ど
に
だ
っ
た
が
。
こ
う
し
て
七
年
間
の
最
後
の
年
を
無
事
に

切
り
抜
け
る
と
、
そ
の
最
終
日
に
、
七
年
前
自
分
が
悪
魔
に
出
く
わ
し
た
場
所
を

訪
ね
当
て
た
。
悪
魔
も
や
は
り
ち
ゃ
ん
と
出
現
、
た
だ
し
い
く
ら
か
ご
機
嫌
斜
め

で
な
。
な
に
し
ろ
熊
の
皮
を
着
た
男
が
熊
の
皮
の
難
行
に
と
っ
く
の
昔
か
ら
飽
き

飽
き
し
ち
ま
っ
て
、
自
分
と
縁
を
切
り
た
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
先
刻
承
知
だ
っ

た
ん
で
、
手
際
よ
く
仕
事
を
済
ま
せ
て
、
元
通
り
上
着
を
交
換
し
よ
う
と
し
た
。

と
こ
ろ
が
熊
の
皮
を
着
た
男
は
こ
う
言
っ
た
。「
そ
う
さ
っ
さ
と
お
し
ま
い
っ
て

わ
け
に
ゃ
あ
い
か
ん
。
ま
ず
き
さ
ま
、
お
れ
を
舐
め
て
綺
麗
に
磨
き
上
げ
る
ん
だ
。

こ
の
前
き
さ
ま
が
請
け
合
っ
た
よ
う
に
な
。
そ
う
し
て
お
り
ゃ
あ
小
粋
な
風
采
に

な
る
の
よ
。
森ヴ

ァ
ル
ト
シ
ュ
ラ
ッ
ト

の
妖
怪
か
き
さ
ま
み
た
い
じ
ゃ
な
く
っ
て
な
。
こ
の
穢け

が

ら
わ
し
い

魔
物
め
が
」。
そ
こ
で
悪
魔
は
熊
の
皮
を
着
た
男
を
小
ざ
っ
ぱ
り
と
修
復
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。
お
の
れ
の
爪
で
も
っ
て
髪
の
毛
を
梳と

か
し
、
卸お

ろ

し
金が

ね

み
た
い
に

が
り
が
り
引
っ
掻
く
舌
で
も
っ
て
肌
を
綺
麗
に
舐
め
清
め
、
爪
を
き
ち
ん
と
切
り
、
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体
を
洗
い
、
元
通
り
全
く
す
て
き
に
せ
に
ゃ
な
ら
ん
か
っ
た
の
だ
。
こ
れ
は
辛
い
骨
折
り
で
重
労
働
だ
っ
た
。
だ
っ
て
な
、
一
年
目
の

熊
の
皮
を
着
た
男
相
手
だ
っ
て
本
腰
入
れ
て
の
努
力
が
必
要
だ
っ
た
ろ
う
に
、
ま
し
て
や
、
熊
の
皮
を
被
っ
て
七
年
間
持
ち
堪こ

た

え
た
代

物
だ
か
ら
な
。
そ
れ
か
ら
悪
魔
は
、
元
熊
の
皮
を
着
た
男
、
以
後
改
め
ル
ー
パ
ー
ト
殿
か
ら
、
お
別
れ
の
挨
拶
に
し
た
た
か
な
足あ

し

蹴げ

を

一
発
頂
戴
つ
か
ま
つ
っ
た
。
ル
ー
パ
ー
ト
は
美
美
し
い
身
な
り
を
調
え
る
と
、
特
別
仕
立
て
の
駅え

き
て
い逓
馬
車
に
乗
り
、
大
急
ぎ
で
許い

い
な
づ
け婚
の

い
る
町
へ
向
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
だ
れ
一
人
身
許
を
知
る
者
は
あ
り
ゃ
せ
ん
。
で
、
花
嫁
探
し
を
し
て
い
る
金
持
ち
と
い
う
触
れ
込

み
で
登
場
、
う
ち
一
人
は
既
に
自
分
の
許
婚
な
ん
だ
が
、
例
の
三
人
の
美
女
の
ど
れ
か
と
結
婚
す
る
つ
も
り
だ
、
と
噂
を
流
し
た
も
ん

だ
。
許
婚
は
男
に
は
目
も
く
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
姉
た
ち
は
お
っ
そ
ろ
し
く
こ
の
殿
方
が
お
気
に
召
し
、
孔く

雀じ
ゃ
くの
よ
う
に
着
飾
っ

て
、
ど
ち
ら
が
相
手
を
も
の
に
す
る
か
、
き
ゃ
ん
き
ゃ
ん
や
り
合
っ
た
。
し
か
し
ル
ー
パ
ー
ト
は
花
嫁
に
、
葡
萄
酒
を
一
杯
戴
き
た

い
、
と
申
し
出
、
飲
み
乾
し
、
同
じ
く
乾
杯
を
、
と
頼
ん
だ
。
そ
う
す
る
と
娘
は
酒
杯
の
中
に
自
分
の
婚
約
指
環
の
も
う
半
分
が
あ
る

の
を
見
つ
け
、
驚
い
た
り
歓
喜
に
う
っ
と
り
し
た
り
で
、
す
っ
か
り
気
が
遠
く
な
っ
た
。
男
は
相
手
を
か
き
抱
い
て
、
接く

ち
づ
け吻
を
し
た
。

そ
こ
へ
姉
た
ち
が
着
飾
っ
て
、
お
っ
そ
ろ
し
く
め
か
し
こ
ん
で
ご
登
場
あ
そ
ば
し
た
が
、
妹
の
幸
せ
を
見
せ
つ
け
ら
れ
て
妬や

っ
か
み
と
癇

か
ん
し
ゃ
く癪

で
顔
中
黄
色
く
な
っ
た
り
緑
色
に
な
っ
た
り
よ

─
そ
う
し
て
ば
た
ば
た
ご
退
場
。
一
人
は
恨
み
つ
ら
み
で
一
杯
で
釣つ

る
べ瓶
井
戸
に
飛
び

込
み
、
も
う
一
人
は
こ
の
世
に
あ
り
っ
た
け
の
憎
し
み
怒
り
で
一
杯
で
首
を
く
く
っ
た
。
す
る
と
即
座
に
悪
魔
が
出
現
、
二
つ
の
魂
を

引
っ
捉と

ら

ま
え
て
い
わ
く
「
わ
し
は
ど
う
し
て
も
魂
を
一
つ
手
に
入
れ
に
ゃ
あ
な
ら
な
か
っ
た
。

─
そ
れ
が
ほ
ら
、
二
つ
戴
き
だ
。
結

婚
、
お
め
で
と
う
よ
」。
そ
う
し
て
行
っ
ち
ま
っ
た
。
ル
ー
パ
ー
ト
は
喪
が
明
け
る
と
い
と
も
優
し
い
飛
び
切
り
美
人
の
末
娘
と
婚
礼

を
挙
げ
、
も
う
も
う
二
度
と
決
し
て
熊
の
皮
を
着
た
男
に
は
な
ら
な
ん
だ
。
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ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
グ
リ
ム
兄
弟
に
触
発
さ
れ
て
こ
の
物
語
を
D
M
B
に
入
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

K
H
M
に
は
既
に
初
版
第
二
部
（
一
八
一
五
）
に
一
五
番
（
一
八
一
九
年
の
第
二
版
で
は
一
部
二
部
通
し
に
な
っ
て
一
〇
一
番
）
と
し
て
「
緑
上
着
の
悪

魔
」D

er T
eufel Grünrock 

が
載
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ハ
ン
ス
・
ヤ
ー
コ
プ
・
ク
リ
ス
ト
ッ
フ
ェ
ル
・
フ
ォ
ン
・
グ
リ
ン
メ
ル
ス
ハ
ウ
ゼ
ン
（
一
六
二
一
？

二
二
？
─
七
六
）
の
『
ジ
ン
プ
リ
ツ
ィ
ス
ム
ス
の
冒
険
』（
一
六
六
八
／
六
九
。
望
月
市
恵
訳
『
阿
呆
物
語
』）H

ans Jakob Christoffel von 
Grim

m
elshausen : D

er abenteuerliche Sim
pliccism

us

の
登
場
人
物
や
題
材
か
ら
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
ジ
ン
プ
リ
ツ
ィ
ウ
ス
作
品

群
」（
一
六
七
〇
─
七
二
）Sim

plicianische Schriften 

に
出
て
来
る
物
語
（
一
六
七
〇
）
を
利
用
し
た
も
の
で
、
そ
の
点
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
こ
れ
と

全
く
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
K
H
M
の
方
は
一
八
四
三
年
に
パ
ー
ダ
ー
ボ
ル
ン
で
の
、
つ
ま
り
フ
ォ
ン
・
ハ
ク
ス
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
男
爵
家
に
お
け
る
採
録
を

基
に
し
た
「
熊
の
皮
を
着
た
男
」D

er Bärenhäuter 

が
一
〇
一
番
と
し
て
入
れ
替
わ
っ
た
。
一
八
五
六
年
の
詳
細
な
注
付
き
版
に
は
奇
妙
な
こ
と
に
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
何
の
記
述
も
な
い
。
な
お
、
K
H
M
一
〇
〇
「
悪
魔
の
煤
だ
ら
け
の
兄
弟
分
」D

es T
eufels rußiger Bruder 

の
主
人
公
、
悪
魔
に
拾
わ

れ
て
地
獄
で
七
年
間
下
男
奉
公
を
し
た
あ
と
「
悪
魔
の
煤
だ
ら
け
の
兄
弟
分
」
と
名
乗
る
よ
う
悪
魔
に
命
じ
ら
れ
た
男
も
、「
熊
の
皮
を
着
た
男
」
と
全
く

同
じ
解
雇
さ
れ
た
兵
士
で
あ
る
。
こ
の
男
は
地
獄
で
の
釜
焚
き
が
専
ら
の
仕
事
だ
が
、
蓋
を
開
け
て
は
い
け
な
い
、
と
悪
魔
に
厳
命
さ
れ
て
い
た
の
に
、
そ

の
留
守
中
蓋
を
開
け
る
。
が
、
中
に
は
傭
兵
時
代
恨
み
の
的
だ
っ
た
下
士
官
、
旗
手
（
中
隊
の
最
下
級
で
た
い
て
い
最
年
少
の
士
官
。
た
だ
し
貴
族
出
身
で

あ
る
の
が
普
通
）、
そ
れ
か
ら
将
軍
閣
下
が
入
っ
て
い
た
の
で
却
っ
て
釜
の
下
の
火
を
強
め
、
お
蔭
で
悪
魔
に
罰
せ
ら
れ
ず
に
済
む
。
こ
の
部
分
な
ど
は
こ

う
し
た
話
が
ど
う
い
う
物
語
共
同
体
で
好
ん
で
話
さ
れ
、
好
ん
で
聴
か
れ
た
の
か
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

B
P
の
記
載
に
よ
り
グ
リ
ン
メ
ル
ス
ハ
ウ
ゼ
ン
の
物
語
の
粗
筋
を
訳
出
し
て
お
く
。

　

ニ
コ
ポ
リ
ス
近
郊
の
会
戦
（
一
三
九
六
）
か
ら
逃
げ
出
し
た
傭
兵
が
七
年
間
魔
物
に
仕
え
る
こ
と
に
な
る
。
毎
夜
一
時
間
歩
哨
に
立
ち
、
体
を
清
め
る
こ

と
な
く
、
主
フ
ァ
ー
タ
ー
・
ウ
ン
ザ
ー

の
祈
り
を
唱
え
る
こ
と
な
く
、
自
分
が
丁
度
撃
ち
殺
し
た
ば
か
り
の
熊
の
皮
を
外
套
と
し
て
身
に
纏
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
期
限
が
終
わ
る
少
し

前
魔
物
は
彼
を
た
く
さ
ん
金
を
持
た
せ
て
あ
る
旅
籠
に
送
り
込
む
。
こ
こ
で
一
人
の
立
派
な
紳
士
が
魔
物
の
手
で
彼
の
た
め
に
描
か
れ
た
肖
像
画
を
大
い
に

嘆
賞
す
る
あ
ま
り
、
自
分
の
三
人
の
娘
の
ど
れ
か
を
、
も
し
年
齢
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
だ
が
、
彼
に
妻
と
し
て
与
え
よ
う
、
と
言
う
。
熊
の
皮
を
着

た
男
は
末
娘
を
選
び
、
彼
女
に
自
分
が
嵌は

め
て
い
る
指
環
の
半
分
を
渡
し
、
そ
れ
か
ら
彼
女
を
置
い
て
立
ち
去
る
。
そ
の
後
魔
物
に
体
を
綺
麗
に
し
て
も
ら

い
、
堂
堂
た
る
支
度
を
調
え
、
戻
っ
て
来
る
。
激
し
い
嫉
妬
に
駆
ら
れ
た
彼
の
花
嫁
の
姉
た
ち
の
一
人
は
首
を
吊
り
、
も
う
一
人
は
入じ
ゅ
す
い水

す
る
。

　

熊
の
皮
を
着
た
男
の
肖
像
画
が
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ヴ
ァ
ル
ト
の
ホ
ー
エ
ン
ロ
ー
デ
城
に
あ
る
し
だ
い
は
か
く
の
ご
と
し
、
と
な
る
わ
け
。
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こ
れ
が
「
熊
の
皮
を
着
た
男
」
の
伝
説
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
話
は
K
H
M
の
そ
れ
と
筋
の
点
で
は
同
工
異
曲
だ
が
、
語
り
口
は
大
い
に
異
な
る
。
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
一
流
の
文
体
の
サ
ン
プ

ル
と
言
え
よ
う
。
彼
は
こ
れ
を
郷
土
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
大
先
輩
で
私
淑
し
て
止
ま
な
か
っ
た
ヨ
ー
ハ
ン
・
カ
ー
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ム
ゼ
ー
ウ
ス

（
一
七
三
五
─
八
七
）
に
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
饒
舌
体
と
で
も
申
そ
う
か
。
た
と
え
ば
、「
堂
堂
た
る
髯
を
お
っ
生ぱ

や
か
し
た
の
で
、
ド
イ
ツ
と
か
ポ
ー
ラ
ン

ド
と
か
ど
こ
ぞ
の
国
会
に
現
れ
て
も
議
員
さ
ん
の
資
格
は
充
分
。
な
に
せ
力
っ
て
も
の
は
髪
の
毛
の
中
に
あ
る
で
な
。
こ
り
ゃ
例
の
サ
ム
ソ
ン
の
話
が
教
え

と
る
こ
っ
た
」
と
か
「
こ
と
に
ま
た
指
の
爪
が
中
国
の
基
準
な
ど
を
ま
だ
超
え
て
お
っ
そ
ろ
し
く
貴
族
的
に
優
雅
に
伸
び
ち
ま
っ
た
か
ら
な
あ
」
と
か
「
た

だ
悲
し
い
こ
と
に
、
小
綺
麗
小
ざ
っ
ぱ
り
と
体
裁
を
調
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
黒
黒
と
香こ
う

蠟ろ
う

で
固
め
た
ち
ょ
び
髯
や
尖
っ
た
髯
、
小
粋
に
縮
ら
せ
た
可

愛
い
巻
き
毛
や
す
ら
り
と
し
た
両
の
脇
腹
、
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
爪
、
ケオ
ー
・
デ
・
コ
ロ
ン

ル
ン
香
水
、
そ
れ
か
ら
最
高
級
の
ハ
バ
ナ
葉
巻
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
全
て
禁

じ
ら
れ
て
お
っ
て
」
な
ど
な
ど
。
ま
た
ぴ
り
っ
と
し
た
諷
刺
の
薬
味
が
利
い
て
い
る
こ
と
も
。
た
と
え
ば
「
で
、
貧
乏
人
た
ち
は
喜
ん
で
そ
の
金
を
受
け
取

り
、
ち
ゃ
ん
と
熱
心
に
お
祈
り
い
た
し
ま
す
、
と
約
束
し
た
。
連
中
が
祈
っ
た
か
ど
う
か
は
、
わ
し
ゃ
知
ら
ん
よ
」
と
か
「
そ
も
そ
も
確
か
な
る
こ
と
盤ば
ん
じ
ゃ
く石

の
ご
と
し
だ
が
、
だ
れ
か
が
金
を
持
っ
て
て
、
ぱ
っ
ぱ
と
遣
い
捨
て
る
な
ら
、
た
れ
憚は
ば
かる

こ
と
な
く
世
に
も
厭い

と

わ
し
い
熊
の
皮
を
着
た
男
で
い
ら
れ
る
。
い

つ
い
か
な
る
時
だ
っ
て
、
ご
も
っ
と
も
さ
ま
、
け
っ
こ
う
で
す
と
も
、
か
し
こ
ま
り
ま
し
て
ご
ざ
い
ま
す
、
と
い
う
応
対
を
受
け
る
。
た
だ
し
だ
、
そ
れ

に
ゃ
あ
絶
対
に
金
が
な
く
っ
ち
ゃ
な
ら
ん
が
」
で
あ
る
。
民
衆
に
よ
く
用
い
ら
れ
た
慣
用
句
が
顔
を
出
す
の
も
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
遣
り
方
。
そ
し
て
こ
こ

で
も
ま
た
ふ
ざ
け
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
神
様
を
お
ち
ゃ
ら
か
し
た
［
太
平
楽
に
暮
ら
し
た
］
ん
だ
け
ど
、
こ
の
場
合
悪
魔
も
お
ち
ゃ
ら
か
し
た
わ
け

だ
」。

　

A
T
三
六
一
「
熊
皮
」Bear-skin.

　

原
題　

Rupert, der Bärenhäuter.

訳
注

（
（
）
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
シ
ェ
ル
フ　

W
alter Scherf.　

一
九
二
〇
年
マ
イ
ン
ツ
（
現
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
＝
プ
フ
ア
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
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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
。

六
五　

黄き

ん金
の
小
さ
な
星
を
つ
け
た
男
の
子
た
ち

（
3
）
糸
紡
ぎ
部
屋　

Spinnstube.　

ド
イ
ツ
語
圏
に
お
け
る
こ
の
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
伝
説
・
魔
法
昔
話
・
笑
い
話
・
艶
笑
譚
・
世
間
噺
な
ど
を

語
り
語
ら
れ
た
り
、
唄
を
歌
っ
た
り
、
楽
器
を
奏
で
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
遊
戯
を
し
た
り
、
ダ
ン
ス
に
興
じ
た
り
し
な
が
ら
、
既
婚
未
婚
、
老
若
の

女
性
が
入
り
混
じ
っ
て
糸
紡
ぎ
を
す
る
、
そ
う
し
た
村
落
共
同
体
の
場
を
想
起
さ
せ
る
。
若
い
男
性
た
ち
は

─
も
と
よ
り
彼
ら
は
糸
紡
ぎ
を
す
る

わ
け
で
は
な
い
が

─
娘
た
ち
の
気
を
惹
こ
う
と
こ
こ
に
参
加
す
る
わ
け
で
あ
る
。
暮
れ
や
す
く
明
け
に
く
い
長
い
冬
の
暗
さ
と
寒
さ
の
た
め
、
青

年
た
ち
と
娘
た
ち
は
必
然
的
に
村
落
内
の
ど
こ
か
明
る
く
暖
か
い
大
き
な
部
屋
に
夜
毎
集
い
、
仕
事
と
娯
楽
が
そ
こ
で
結
び
つ
く
。
こ
う
し
た
こ
と

は
ド
イ
ツ
語
圏
ば
か
り
の
習
慣
で
は
な
か
っ
た
。
十
八
〜
十
九
世
紀
に
な
る
と
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
風
俗
に
対
す
る
行
政
の
野
暮
な
介
入
が
再
三
あ
っ

て
、
糸
紡
ぎ
部
屋
に
集
ま
る
こ
と
を
禁
じ
る
試
み
が
な
さ
れ
た
が
、
糸
紡
ぎ
部
屋
は
家
屋
か
ら
独
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
家
屋
に
は
娘
ら
の

両
親
や
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
や
使
用
人
た
ち
が
い
た
し
、
隣
人
た
ち
と
の
行
き
来
も
あ
っ
た
の
で
、
妙
齢
の
女
性
が
意
中
の
男
性
と
二
人
き
り
で
懇

ろ
に
な
る
機
会
は
ま
あ
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
官
憲
の
口
出
し
は
要
ら
ぬ
お
世
話
で
あ
っ
た
、
と
存
ず
る
。
た
だ
し
、
た
だ
し
で
す
よ
、
目
は
口
ほ

ど
に
物
を
申
し
ま
す
な
。
糸
紡
ぎ
部
屋
で
こ
っ
そ
り
気
脈
を
通
じ
、
あ
と
は
牧
場
や
家
畜
小
屋
な
ど
で
情
を
交
わ
し
、
挙
句
の
果
て
は
娘
の
お
腹
が

大
き
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
は
も
と
よ
り
珍
し
く
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
。
さ
て
、
こ
う
し
た
共
同
体
の
団
欒
が
崩
壊
し
た
原
因
は
、
外
部
か
ら
の

干
渉
な
ど
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
十
九
世
紀
後
期
以
降
の
繊
維
産
業
の
急
速
な
発
達
で
あ
る
。

（
4
）
伯
爵
は
遠お
ん
ご
く国
に
出
か
け
ね
ば
な
ら
な
く
な
り　

der Graf in ferne Lande ziehen m
ußte.　

あ
と
に
出
る
「
ポ
ル
ト
ガ
ル
」
が
こ
の
「
遠
国
」

か
。

（
5
）
しリ
ン
デ
ン
バ
ウ
ム

な
の
木　

Lindenbaum
.　

し
な
の
木
科
の
落
葉
喬
木
。
た
だ
し
「
リ
ン
デ
ン
バ
ウ
ム
」
は
中
国
原
産
の
し
な
の
木
（
こ
れ
は
樹
高
一
〇
メ
ー
タ
ー

ほ
ど
）
と
は
同
属
別
種
。
ま
た
か
つ
て
は
「
菩
提
樹
」
と
も
訳
さ
れ
た
が
、
そ
の
場
合
は
「
洋
種
菩
提
樹
」
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。「
リ
ン
デ
ン
バ
ウ

ム
」
に
は
樹
高
三
〇
メ
ー
タ
ー
に
達
す
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
そ
の
樹
齢
も
長
く
、
全
く
健
や
か
に
四
〇
〇
〜
五
〇
〇
年
も
繁
茂
す
る
。
稀
に
だ
が

千
年
以
上
に
も
な
る
。

（
6
）
亜あ

ま麻
仁に　

Leinknotten.　

Leinknoten.　

亜
麻
の
種
子
。
こ
れ
か
ら
搾
っ
た
油
が
亜
麻
仁
油ゆ

（
塗
料
、 

灌か
ん

腸ち
ょ
う薬
な
ど
に
用
い
る
）。
た
だ
、
こ
れ
が

妻
に
と
っ
て
何
の
役
に
立
っ
た
の
か
、
そ
の
後
一
向
話
に
出
て
来
な
い
。

（
7
）
ポ
ル
ト
ガ
ル　

Portugal.　

ド
イ
ツ
語
圏
か
ら
見
れ
ば
「
遠
国
」
に
な
ろ
う
。
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（
8
）
女
魔
法
使
い　

Zauberin.　
「
女ツ

ァ
ウ
ベ
リ
ン

魔
法
使
い
」
は
ド
イ
ツ
語
圏
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
に
あ
ま
り
出
て
来
な
い
。
K
H
M
で
も
K
H
M
一
二
「
ラ
プ
ン
ツ
ェ

ル
」Rapunzel 

と
K
H
M
六
九
「
ヨ
リ
ン
デ
と
ヨ
リ
ン
ゲ
ル
」Jorinde und Joringel

、
K
H
M
一
三
四
「
六
人
の
従
者
」Sechs D

iener 

、

K
H
M
一
九
七
「
水
晶
の
珠
」D

ie K
ristalkugel

に
登
場
す
る
の
み
。
し
か
も
後
の
二
話
で
は
た
い
し
た
役
回
り
で
は
な
い
。

（
9
）
妖フ

ェ精　
Fee.　

フ
ラ
ン
ス
語
「
フ
ェ
」fée 

か
ら
。
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
全
く
馴
染
ま
な
い
登
場
形
態
。
こ
れ
だ
け
で
も
こ
の
物
語
が
フ
ラ
ン
ス
語
圏
か

ら
輸
入
さ
れ
た
証
拠
に
な
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
民
話
・
伝
説
で
は
大
い
に
活
躍
す
る
超
自
然
的
存
在
。
女
性
で
あ
る
。
優
し
く
愛
ら
し
い
年
若

な
フ
ェ
か
ら
意
地
悪
で
醜
い
年
取
っ
た
フ
ェ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
。
た
だ
し
、
後
者
と
い
え
ど
も
決
し
て
邪
悪
で
は
な
い
。
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に

掛
け
て
、
こ
れ
を
狂
言
回
し
と
す
る
創
作
メ
ル
ヒ
ェ
ン
、
す
な
わ
ち
「
妖コ
ン
ト
・
ド
・
フ
ェ

精
物
語
」Conte de fée 

が
大
流
行
し
た
。

（
（0
）
小
さ
な
黄
金
の
足
踏
み
糸
繰
り
車　

das goldne Spinnrädchen.

（
（（
）
小
さ
な
黄
金
の
手
回
し
糸
繰
り
車　

das goldne W
eiflein.

（
（2
）
ご
主
人
様
は
結
婚
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る　

ihr H
err sei verheiratet.　

お
そ
ら
く
伯
爵
の
邪
な
母
親
は
、
嫁
が
猫
ど
も
を
産
ん
だ
、
と
の
便
り
を

ポ
ル
ト
ガ
ル
に
い
る
息
子
に
書
き
送
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
伯
爵
は
、
妻
が
結
婚
す
る
前
に
言
っ
た
こ
と
が
成
就
し
な
け
れ
ば
城
か
ら
追
い
出

し
て
し
ま
う
、
と
の
か
ね
て
の
約
束
を
こ
の
遠
い
土
地
に
い
な
が
ら
心
で
実
行
、
こ
の
妻
と
は
別
れ
た
の
だ
か
ら
、
自
分
に
は
再
婚
の
権
利
が
あ
る
、

と
考
え
た
も
の
だ
ろ
う
。

六
七　

白
い
狼

（
（3
）
ま
っ
こ
と
、
わ
し
の
一
番
の
愛
犬
が
わ
し
を
迎
え
に
走
り
寄
っ
て
ま
い
っ
て
も
、
喜
ん
で
褒
美
に
そ
な
た
に
遣
わ
そ
う　

w
ahrlich und w

enn 
m

ein bester H
und m

ir entgegenlief, so w
ollt ich ihn doch gern zum

 Lohne geben.　

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
イ
ェ
フ
タ
の
誓
い
」
で
あ

る
。
旧
約
聖
書
士し

し師
記
一
一
─
一
四
章
に
出
る
イ
ス
ラ
エ
ル
の
士
師
イ
ェ
フ
タ
が
神
ヤ
ハ
ヴ
ェ
に
、
ア
ン
モ
ン
人
と
の
戦
に
勝
利
す
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
帰
宅
し
た
時
家
の
戸
口
か
ら
自
分
を
迎
え
に
出
て
来
る
も
の
を
燔は
ん

祭さ
い

の
生
贄
と
し
て
捧
げ
る
、
と
誓
っ
た
こ
と
に
因
む
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は

イ
ェ
フ
タ
の
た
っ
た
一
人
の
愛ま
な

娘
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
一
一
章
三
〇
─
三
九
節
）。
従
っ
て
、「
大
し
た
も
の
と
は
考
え
ず
、
あ
る
こ
と
の
対
価
と
し

て
与
え
る
こ
と
を
誓
っ
た
の
に
、
そ
れ
は
思
い
も
掛
け
ぬ
大
切
な
存
在
だ
っ
た
」
と
い
う
誓
い
、
と
の
意
味
と
な
る
。
K
H
M
三
一
「
手
な
し
娘
」

D
as M

ädchen ohne H
ände

の
導
入
部
は
こ
れ
。

（
（4
）
小
さ
な
森
お
っ
か
あ　

W
aldm

ütterchen.　

あ
と
で
は W

aldm
utter 

と
し
て
出
る
。
未
詳
。「
森
女
」W

aldfrau 

で
あ
れ
ば
、
一
般
に
は
森
林

や
原
野
に
出
没
す
る
荒
荒
し
い
超
自
然
的
女
性
。
た
だ
し
、
V
d
D
の
「
屈く
ぐ

背せ

の
ウ
ル
リ
ヒ
」U

lrich m
it dem

 Bühel （
鈴
木
滿
訳
『
沈
黙
の
恋　

ド
イ
ツ
人
の
民
話
』、
国
書
刊
行
会
、
平
成
一
九
年
、
所
収
）
に
は
、
何
か
善
い
事
を
す
る
た
め
に
百
年
に
一
度
姿
を
現
し
、
そ
れ
が
済
む
と
ま
た
消
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え
て
し
ま
う
、
人
間
に
優
し
い
「
森
女
」
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
（5
）
火
の
わ
き
に
小
さ
な
深
鍋
を
据
え
て
い
た　

das hatte ein T
öpfchen am

 Feuer.　

後
に
出
る
月
と
王
女
が
語
ら
っ
て
い
る
状
景
の
挿
絵
で
ル
ー

ト
ヴ
ィ
ヒ
・
リ
ヒ
タ
ー
は
こ
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
も
そ
う
訳
し
た
。
深
鍋
を
火
の
上
に
掛
け
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま

た
、
火
は
煖
炉
の
中
で
燃
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
完
全
に
開
放
型
で
あ
る
耐
火
の
床
の
上
。
通
常
の
床
よ
り
一
段
高
い
、
こ
の
囲
い
の
無
い
床
炉

は
熱
効
率
か
ら
し
て
も
大
層
も
っ
た
い
な
い
暖
房
お
よ
び
調
理
法
で
あ
る
。
古
代
ゲ
ル
マ
ン
人
や
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
人
の
時
代
は
小
屋
、
あ
る

い
は
大
き
な
家
の
場
合
は
そ
の
広
間
の
中
央
に
あ
り
、
時
代
が
下
る
と
中
央
か
ら
壁
際
に
移
さ
れ
、
火
の
後
ろ
側
の
壁
は
煉
瓦
や
石
、
も
し
く
は
鋳

鉄
製
の
背
壁
で
保
護
さ
れ
、
背
壁
か
ら
の
反
射
熱
が
室
内
に
放
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
煖
炉
で
あ
る
。
凹
型
の
中
の
火
の
上
、
左
右
側

面
、
前
面
で
調
理
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
調
理
方
式
は
閉
じ
た
台
所
レ
ン
ジ
密
閉
型
の
普
及
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
一
般
的
だ
っ
た
。
転
換
期
は
十
九

世
紀
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
か
。

（
（6
）鶏
汁　

ein H
ühnersüppchen.　

後
で
はH

ühnersuppe

。
現
代
ド
イ
ツ
の
あ
る
レ
シ
ピ
で
は
次
の
通
り
。
若
鶏
の
腿
一
キ
ロ
。
玉
葱
二
個
。
ス
ー

プ
・
キ
ュ
ー
ブ
三
個
。
丁
子
大
匙
三
。
粒
黒
胡
椒
大
匙
一
。
乾
燥
パ
セ
リ
大
匙
三
。
水
二
リ
ッ
タ
ー
。
腿
は
洗
い
、
玉
葱
は
一
個
を
四
つ
に
切
り
分

け
、
丁
子
を
挿
し
込
む
。
材
料
を
一
時
間
半
煮
る
。
煮
え
た
ら
腿
を
煮
汁
か
ら
出
し
、
骨
か
ら
肉
を
外
す
。
煮
汁
を
濾
し
、
こ
れ
に
肉
を
戻
す
。
も
っ

と
も
、
ス
ー
プ
・
キ
ュ
ー
ブ
な
ど
余
計
だ
、
と
い
う
意
見
（
こ
の
場
合
は
あ
と
で
塩
で
適
宜
味
付
け
）
も
あ
る
。
ま
た
、
訳
者
な
ら
き
つ
い
丁
子
で

は
な
く
、
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
の
よ
う
な
香
草
を
用
い
る
。
米
や
ヴ
ァ
ー
ミ
セ
リ
（
イ
タ
リ
ア
語
「
ヴ
ェ
ル
ミ
チ
ェ
ッ
リ
」V

erm
icelli

。
極
細
の
パ
ス

タ
）
な
ど
を
あ
と
か
ら
加
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
煮
え
た
腿
を
一
旦
煮
汁
か
ら
出
し
て
、
骨
か
ら
肉
を
外
し
て
、
漉
し
た
煮
汁
に
戻
す
、
と

い
っ
た
洗
練
さ
れ
た
調
理
法
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
素
朴
な
物
語
で
は
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
鶏
肉
も
腿
だ
け
で
な
く
手
羽
（
手
羽
先
は
食
べ
に
く
い
が

ま
こ
と
に
美
味
し
い
し
、
良
い
出だ

し汁
が
出
る
）
や
そ
の
他
の
部
分
も
使
わ
れ
て
い
よ
う
。
だ
か
ら
、
食
べ
て
い
る
と
小
骨
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
わ
け
。

（
（7
）
飯
食
う
前
に
は
踊
り
に
ゃ
な
ら
ぬ　

V
or Essen w

ird kein T
anz.　

食
事
の
前
に
ダ
ン
ス
は
始
ま
ら
な
い
。 

（
（8
）
月
の
中
の
男　

der M
ann im

 M
ond.　

ド
イ
ツ
語
圏
で
は
、
月
面
の
染
み
が
薪
を
背
負
っ
た
男
に
見
え
る
、
と
も
言
う
。
D
M
B
三
二
「
月
の
中

の
男
の
昔メ
ル
ヒ
ェ
ン話」D

as M
ärchen vom

 M
ann im

 M
onde 

参
照
。

（
（9
）
な
に
し
ろ
た
と
え
ば
わ
た
し
な
ん
ぞ
は
体
全
部
が
そ
っ
く
り
混
じ
り
け
の
な
い
硝
子
の
山
山
か
ら
で
き
て
い
る
の
だ
か
ら　

denn ich zum
 

Beispiel bestehe ganz und gar aus lauter gläsernen Bergen.　

ど
う
も
文
脈
が
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
ど
な
た
か
ご
高
教
を
。

（
20
）
竪ハ
ル
フ
ェ琴　

H
arfe.　

極
め
て
古
い
弦
楽
器
。
手
あ
る
い
は
義ピ

ッ
ク甲

で
弦
を
弾
奏
す
る
楽
器
中
最
大
。
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六
八　

倹し
ま
り
や

約
家
あ
に
い
と
浪つ

か
い
や

費
家
あ
に
い

（
2（
）
旅
修
行 W

anderschaft. 

何
で
あ
れ
技
術
を
必
要
と
す
る
業
種
に
従
事
す
る
た
め
に
は
、
幼
少
年
時
代
に
そ
の
業
種
の
親マ

イ
ス
タ
ー方と

年
期
奉
公
の
契
約
を

結
ん
で
徒
レ
ー
ア
リ
ン
グ
弟
に
な
り
、
一
通
り
の
技
術
を
習
得
し
た
、
と
親マ

イ
ス
タ
ー方が
認
め
、 

職ゲ
ゼ
レ
ン
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ク

人
資
格
課
題
作
品Gesellenstück

を
提
出
し
て
合
格
す
る
と
、
職ゲ

ゼ
レ人
と

し
て
旅
修
行
を
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
。
旅
修
行
の
職
人
は
各
地
の
親マ
イ
ス
タ
ー方の

許
に
住
み
込
ん
で
伎
倆
を
磨
き
、
伎
倆
に
十
分
自
信
が
つ
き
、
か
つ
開

業
資
金
も
溜
ま
る
と
、
所
属
す
る
組
合
（
ギ
ル
ド
、
ツ
ン
フ
ト
、
イ
ヌ
ン
グ
）
に
名
乗
り
出
て
、
親マ
イ
ス
タ
ー
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ク

方
資
格
課
題
作
品M

esiterstück

を
提
出
し
、

親マ
イ
ス
タ
ー
方
昇
格
試
験
を
受
け
る
。

（
22
）
嗅か

ぎ
煙
草　

Schnupftabak.　

ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
煙
草
の
煙
を
吸
う
と
い
う
習
俗
は
、
一
五
五
〇
年
頃
イ
ス
パ
ニ
ア
に
、

一
五
八
三
年
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ド
レ
イ
ク
の
手
の
者
に
よ
っ
て
英
国
に
持
ち
込
ま
れ
、
英
国
で
は
パ
イ
プ
を
用
い
て
の
喫
煙
が
宮
廷
人
の
間
に
拡
が
り
、

ま
も
な
く
ロ
ン
ド
ン
市
中
に
公
共
の
喫
煙
ハ
ウ
ス
が
幾
つ
も
で
き
た
。
そ
の
後
為
政
者
に
よ
る
喫
煙
禁
止
令
が
さ
ま
ざ
ま
な
国
で
、
ま
た
、
し
ば
し

ば
布
告
さ
れ
た
が
、
一
六
〇
〇
年
直
後
に
は
た
い
て
い
の
海
運
国
で
喫
煙
が
蔓
延
、
イ
ン
ド
、
や
が
て
中
国
、
日
本
に
ま
で
及
ん
だ
。
ド
イ
ツ
に
お

い
て
も
三
十
年
戦
争
（
一
六
一
八
─
四
八
）
に
よ
っ
て
こ
の
習
慣
が
広
め
ら
れ
た
。
煙
草
の
煙
を
吸
う
他
、
十
八
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
特
に

上
流
階
級
に
、
香
料
を
混
ぜ
た
煙
草
の
粉
を
つ
ま
ん
で
手
の
甲
に
載
せ
鼻
か
ら
吸
う
嗅
ぎ
煙
草
の
習
慣
（
吸
い
込
ん
で
は
く
し
ゃ
み
を
し
、
ハ
ン
カ

チ
ー
フ
で
鼻
を
拭
う
の
で
あ
る
。
く
し
ゃ
み
が
健
康
に
良
い
、
と
の
民
間
信
仰
も
こ
の
背
景
に
あ
っ
た
か
も
）
が
か
な
り
も
て
は
や
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
（
洗
練
さ
れ
た
美
術
工
芸
品
の
嗅
ぎ
煙
草
入
れ
が
今
日
ま
で
多
く
残
っ
て
い
る
）。
下
層
階
級
、
と
り
わ
け
水
夫
・
水
兵
の
間
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
の
発
明
で
あ
る
噛
み
煙
草
（
板
状
に
固
め
た
煙
草
の
葉
を
ナ
イ
フ
で
適
当
な
大
き
さ
に
切
り
取
っ
て
口
に
入
れ
、
噛
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら

裸
火
を
極
め
て
嫌
う
木
造
帆
船
で
も
安
全
こ
の
上
な
か
っ
た
）
が
広
ま
っ
た
。
十
九
世
紀
に
な
る
と
嗅
ぎ
煙
草
は
最
下
層
の
人
び
と
の
間
に
残
る
だ

け
に
な
り
、
一
八
五
〇
年
以
降
パ
イ
プ
煙
草
は
葉シ
ガ
ー巻
に
次
第
に
押
さ
れ
、
一
九
〇
〇
年
頃
以
降
は
紙シ

ガ

レ

ッ

ト

巻
き
煙
草
が
一
般
的
に
な
っ
た
。
紙シ

ガ

レ

ッ

ト

巻
き
煙
草

を
女
性
が
吸
う
こ
と
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
お
よ
び
大
戦
以
降
社
会
的
に
許
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
23
）
火
シ
ュ
ナ
ッ
プ
ス
酒　

Schnaps.　

ブ
ラ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ンBranntw

ein
と
も
。
葡
萄
・
林
檎
・
桜
桃
・
桃
・
梅
・
杏
・
梨
な
ど
の
果
実
、
苺
・
木
苺
・
草
苺
類
、

穀
類
、
玉と
う
も
ろ
こ
し

蜀
黍
、
じ
ゃ
が
い
も
な
ど
を
原
料
と
す
る
蒸
留
酒
。
も
っ
と
も
、
穀
類
、
じ
ゃ
が
い
も
か
ら
の
蒸
留
酒
は
正
確
に
は
コ
ル
ンK

orn

と
い

う
。

（
24
）
倹し
ま
り
や

約
家
に
ゃ
浪つ

か
い
や

費
家
が
つ
き
も
の　

Sparer m
uß einen V

ertuer haben.　

倹
約
家
に
は
浪
費
家
が
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

（
25
）
備
え
あ
れ
ば
憂
い
無
し　

Spare in der Zeit, so hast du in der N
ot.　

で
き
る
う
ち
に
倹
約
を
。
そ
う
す
り
ゃ
困
っ
た
時
に
蓄
え
が
あ
る
。

（
26
）
蓄
財
に
励
め
、
若
者
、
年
老
い
て
窮
迫
す
る
は
哀
し
き
も
の
ぞ　

Junges Blut, spar dein Gut ! D
arben im

 A
lter w

ehe tut.

（
27
）
グ
ロ
ッ
シ
ェ
ン
銀
貨　

Silbergroschen.　

十
三
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
の
ト
ゥ
ー
ル
で
鋳
造
さ
れ
た
グ
ロ
・
ト
ゥ
ー
ル
ノ
アgros tournois 

（
ラ
テ
ン
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語grossus turonensis

。「
ト
ゥ
ー
ル
の
分
厚
い
の
」）
を
真
似
て
ド
イ
ツ
語
圏
で
グ
ロ
ッ
シ
ェ
ン
の
名
の
下
に
作
ら
れ
た
や
は
り
分
厚
い
銀
貨
。

片
面
だ
け
刻
印
さ
れ
た
極
め
て
薄
い
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
銀
貨
一
二
枚
に
相
当
し
た
。
も
っ
と
も
そ
の
後
間
も
な
く
価
値
は
減
少
し
続
け
た
。
大
き
さ
、
刻

印
、
銀
含
有
量
、
鋳
造
所
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
の
名
称
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
エ
ン
ゲ
ル
グ
ロ
ッ
シ
ェ
ン
」Engelgroschen

、「
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
グ
ロ
ッ

シ
ェ
ン
」 Spitzgroschen

、「
マ
リ
ー
エ
ン
グ
ロ
ッ
シ
ェ
ン
」M

ariengroschen

な
ど
。

（
28
）
ゼ
ク
サ
ー
銀
貨　

Sechser.　

か
つ
て
北
ド
イ
ツ
で
流
通
し
た
半
グ
ロ
ッ
シ
ェ
ン
銀
貨
、
あ
る
い
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
六
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
銀
貨
。
六

プ
フ
ェ
ニ
ヒ
、
あ
る
い
は
六
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
に
相
当
す
る
の
で
こ
の
名
が
あ
る
（
ゼ
ク
スsechs 

＝
六
）。

（
29
）
火
打
ち
道
具
で
火
を
打
ち
出
し
た　

schlug ..... Feuer.　

火
打
金
（
鋼
鉄
片
）
と
火
打
石
（
石
英
の
一
種
。
燧
石
）
を
打
ち
合
わ
せ
、
火
花
を
飛

ば
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
火
花
が
燃
え
易
い
物
質
（
火
口
）
に
移
っ
た
と
こ
ろ
で
息
を
吹
き
か
け
、
燃
え
上
が
ら
せ
て
炎
を
得
る
。

（
30
）
火ほ
く
ち口　

Schw
am

m
.　

ド
イ
ツ
語
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ム
」
は
普
通
「
海
綿
」
を
指
す
が
、
こ
こ
で
はFeuerschw

am
m

, Zunderschw
am

m

の
こ
と
。

学
名
フ
ォ
メ
ス
・
フ
ォ
メ
ン
タ
リ
ウ
スFom

es fom
entarius 

。「
フ
ォ
メ
ス
」
は
「
火
口
」、「
フ
ォ
メ
ン
タ
リ
ウ
ス
」
は
「
火
口
を
作
る
も
の
」

の
意
。
和
名
「
釣つ
り
が
ね
た
け

鐘
茸
」。
橅ぶ

な

や
樺か

ば

の
老
木
や
枯
れ
木
に
生
え
る
。
多
年
に
亘
っ
て
成
長
、
巨
大
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
茸
本
体
を
煮
沸
し
、
叩

い
て
か
ら
ほ
ぐ
し
、
濃
い
硝
石
の
水
溶
液
に
浸
し
、
乾
燥
さ
せ
た
も
の
を
点
火
器
で
打
ち
出
し
た
火
を
移
す
火
口
と
し
て
用
い
た
。
麻
布
を
焦
が
し

た
も
の
に
硝
石
を
混
ぜ
て
も
つ
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
は
釣
鐘
茸
で
は
な
く
、
白
海
綿
茸
を
火
口
と
し
た
よ
う
だ
。
白
海
綿
茸
は
か
つ
て
美
濃
で
は

「
ヒ
ゴ
ケ
」、
信
濃
で
は
「
ホ
ク
チ
タ
ケ
」
と
称
さ
れ
た
。
白
色
で
柔
ら
か
く
、
火
を
点
け
る
と
消
え
に
く
い
。
こ
の
他
日
本
で
は
茅ち

萱が
や

の
成
熟
し
た

白
い
花
穂
の
よ
う
な
燃
え
易
い
物
質
を
焼
酎
や
硝
石
と
と
も
に
煮
て
火
口
と
し
た
。

（
3（
）
同お
ん
な

し
こ
っ
た
い
、
あ
ん
た
と
─
と
ほ
ほ
ほ
ほ
。
同お

ん
な

し
こ
っ
た
い
、
あ
ん
た
と
─
と
ほ
ほ
ほ
ほ　

So viel w
ie D

uhuhuhuhu ! So viel w
ie 

D
uhuhuhuhu !.　

「
あド

ゥ
ん
た
」du

が
そ
の
ま
ま
「
ド
ゥ
フ
ウ
フ
ウ
フ
ウ
フ
ウ
」
と
泣
き
声
に
な
っ
て
い
る
。

六
九　

菊
き
く
い
た
だ
き
戴

（
32
）
菊
戴　

Goldhähnchen.　

学
名
レ
グ
ル
ス
・
レ
グ
ル
スRegulus regulus

。
雀
目
鶯
亜
科
菊
戴
科
。
体
長
九
・
五
セ
ン
チ
、
体
重
三
〜
五
グ
ラ
ム

の
小
型
の
鳥
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
と
北
ア
ジ
ア
に
棲
息
。
こ
の
地
域
で
は
最
小
の
鳥
（
因
み
に
世
界
で
最
小
の
鳥
は
蜂
鳥
の
類
で
あ
る
）。
真
っ
直
ぐ

で
尖
っ
た
嘴
、
長
い
脚
、
短
く
幅
広
い
翼
を
持
つ
。
頭
頂
部
に
鮮
や
か
な
黄
色
の
冠
毛
が
あ
る
の
で
和
名
を
「
菊
戴
」
と
言
う
。
ド
イ
ツ
語
名
「
ゴ

ル
ト
ヘ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
」
は
「
小
さ
な
黄き

ん金
の
雄
鶏
」
の
意
。
学
名
の
ラ
テ
ン
語
「
レ
グ
ル
ス
」regulus

は
「
小
王
」「
王
子
」「
王
家
の
一
員
」
の

意
。

（
33
）
鷦み
そ
さ
ざ
い鷯　

Zaunkönig.　

雀
目
鷦
鷯
科
。
体
長
一
〇
セ
ン
チ
、
翼
開
長
一
六
セ
ン
チ
、
体
重
七
─
一
三
グ
ラ
ム
。
菊
戴
と
と
も
に
最
小
の
鳥
類
。
全
身
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は
茶
褐
色
で
、
上
面
と
翼
に
黒
み
が
か
っ
た
横
縞
が
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
、
北
西
ア
フ
リ
カ
、
小
ア
ジ
ア
、
中
央
ア
ジ
ア
、
ロ
シ
ア
極
東
部
、

中
国
東
北
部
、
朝
鮮
半
島
、
日
本
に
掛
け
て
の
広
範
な
地
域
と
、
北
ア
メ
リ
カ
東
部
・
西
部
に
棲
息
。
ド
イ
ツ
で
は
季
節
移
動
を
し
な
い
鳥
（
留
鳥
）

で
樹
上
な
い
し
地
表
、
あ
る
い
は
樹
木
・
地
面
・
壁
な
ど
の
穴
に
丸
い
巣
を
作
る
。
こ
の
よ
う
に
穴
に
営
巣
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
学
名
を
ト
ロ

グ
ロ
デ
ュ
テ
ス
・
ト
ロ
グ
ロ
デ
ュ
テ
スT

roglodytes T
roglodytes 

（「
ト
ロ
グ
ロ
デ
ュ
テ
ス
」
は
「
岩
の
割
れ
目
に
棲
む
も
の
」
の
意
）
と
い
う
。

体
が
小
さ
い
割
に
は
啼
き
声
が
大
き
く
、
春
の
到
来
と
も
に
、
極
め
て
よ
く
響
く
美
し
い
高
音
で
華
麗
な
節
回
し
。「
チ
イ
チ
イ
」「
ピ
ル
ル
ル
」「
チ

ル
チ
ル
」
な
ど
の
組
み
合
わ
せ
と
か
。
秋
か
ら
冬
に
掛
け
て
の
地
啼
き
は
「
チ
ャ
ッ
チ
ャ
ッ
」。
ド
イ
ツ
語
「
ツ
ァ
ウ
ン
ケ
ー
ニ
ヒ
」
は
「
垣
根
の
王

様
」
の
意
。
K
H
M
一
七
一
「
垣
根
の
王
様
」Zaunkönig

に
よ
れ
ば
、「
ケ
ー
ニ
ク
・
ビ
ュ
ン
・
イ
ッ
ク
、
ケ
ー
ニ
ク
・
ビ
ュ
ン
・
イ
ッ
ク
」

K
önig bün ik ! K

önig bün ik !

（「
ケ
ー
ニ
ヒ
・
ビ
ン
・
イ
ヒ
」K

önig bin ich 

の
方
言
）、
つ
ま
り
「
王
様
は
お
ら
あ
だ
、
王
様
は
お
ら
あ
だ
」

と
叫
ぶ
の
だ
そ
う
だ
。

（
34
）
豌
豆　

eine Erbse.　

我
ら
日
本
人
が
日
常
食
べ
る
豌
豆
は
、
そ
の
未
成
熟
な
豆
で
あ
る
美
味
な
グ
リ
ー
ン
・
ピ
ー
ス
、
あ
る
い
は
も
っ
と
若
く
て

鞘さ
や

を
食
べ
る
サ
ヤ
エ
ン
ド
ウ
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
の
は
成
熟
し
た
豆
を
皮
ご
と
、
あ
る
い
は
皮
を
取
り
除
い
て
、
乾
燥
さ
せ
た
も
の
。
ド
イ
ツ

語
圏
や
英
国
な
ど
で
は
食
材
と
し
て
あ
り
ふ
れ
た
豆
。

（
35
）
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
銅
貨　

Pfennig.　

D
M
B
五
〇
「
のシ
ュ
ラ
ラ
ッ
フ
ェ
ン
ラ
ン
ト

ら
く
ら
国
の
昔
メ
ル
ヒ
ェ
ン
話
」
訳
注
「
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
銅
貨
」
を
参
照
。

（
36
）
タ
ー
ラ
ー
銀
貨　

T
aler.　

一
五
一
九
年
以
降
ヨ
ア
ヒ
ム
ス
タ
ー
ル
（
ヨ
ア
ヒ
ム
谷
）
で
鋳
造
さ
れ
た
の
で
こ
の
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
大

型
銀
貨
。
そ
れ
以
前
は
ギ
ュ
ル
デ
ン
グ
ロ
ッ
シ
ェ
ン
。
当
時
は
一
枚
が
グ
ル
デ
ン
（
＝
ギ
ュ
ル
デ
ン
）
金
貨
（
も
っ
と
も
グ
ル
デ
ン
は
後
に
銀
貨
に

な
っ
た
）
一
枚
に
相
当
し
た
か
ら
で
あ
る
。
十
六
世
紀
の
最
初
の
三
分
の
一
以
降
ド
イ
ツ
の
ほ
と
ん
ど
到
る
所
で
誕
生
、
間
も
な
く
近
隣
諸
国
で
も

模
倣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、重
量
が
一
オ
ン
ス
な
い
し
二
ロ
ー
ト
（
約
二
七
〜
三
〇
グ
ラ
ム
）
の
銀
貨
全
て
が
や
が
て
こ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
一
タ
ー
ラ
ー
＝
二
四
グ
ロ
ッ
シ
ェ
ン
＝
二
八
八
プ
フ
エ
ニ
ヒ
の
換
算
。
ず
っ
と
下
っ
て
一
八
四
〇
年
の
ザ
ク
セ
ン
王
国
で
は
一
タ
ー
ラ
ー
＝

三
〇
〇
プ
フ
エ
ニ
ヒ
。
D
M
B
六
三
「
三
つ
の
贈
り
物
」
訳
注
「
タ
ー
ラ
ー
銀
貨
」
を
も
参
照
の
こ
と
。

（
37
）
吊
り
下
げ
ら
れ
た
王
冠
を

─
槍
で
突
き
当
て
、
こ
れ
を
落
と
す
方

─
そ
の
方
と
玉
座
を
分
か
ち
合
い
ま
し
ょ
う　

sie w
erde dem

jenigen 
ihre H

and reichen und den T
hron m

it ihm
 teilen, der m

it verbundenen A
ugen die aufgehängte K

rone m
it einer Lanze 

herabstechen w
erde.　

王
妃
の
念
頭
に
あ
っ
た
配
偶
者
候
補
は
騎
士
、
す
な
わ
ち
貴
族
だ
っ
た
の
で
、
こ
う
い
う
条
件
を
出
し
た
わ
け
。
つ
ま
り
、

騎
乗
し
て
疾
走
し
な
が
ら
小
さ
な
的
を
槍
で
突
き
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
少
年
時
代
か
ら
そ
う
し
た
戦
闘
訓
練
に
従
事
し
、
馬
上
槍
試
合
で

活
躍
す
る
騎
士
階
級
の
男
性
に
決
ま
っ
て
い
る
は
ず
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
38
）
粉
挽
き
は
丁
度
驢
馬
追
い
が
入
り
用
だ
っ
た　

dieser brauchte just einen Eseltreiber.　

粉
挽
き
、
す
な
わ
ち
製
粉
業
者
は
客
か
ら
預
か
っ
た



（44

武蔵大学人文学会雑誌　第 42 巻第 （ 号

穀
物
を
粉
挽
き
小
屋
ま
で
運
搬
し
、
で
き
た
粉
を
客
の
家
ま
で
ま
た
運
搬
す
る
の
に
、
荷
役
用
の
動
物
が
欠
か
せ
な
い
。
温
和
し
く
て
粗
食
に
耐
え
、

小
型
な
割
に
は
力
の
あ
る
驢
馬
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
時
代
か
ら
こ
の
用
途
に
使
わ
れ
た
。

（
39
）
驢
馬　

Esel.　

奇
蹄
目
馬
科
馬
属
驢
馬
亜
科
。
馬
科
の
中
で
は
最
小
。
耳
が
長
い
。
野
生
の
も
の
は
ア
フ
リ
カ
と
ア
ジ
ア
の
草
原
地
帯
に
棲
息
。
た

だ
し
稀
少
。
ア
フ
リ
カ
野
驢
馬
は
ソ
マ
リ
ア
野
驢
馬
と
ヌ
ビ
ア
野
驢
馬
に
分
か
れ
る
。
後
者
は
家
畜
の
驢
馬
の
祖
先
で
あ
る
。
約
五
〇
〇
〇
年
以
前

古
代
エ
ジ
プ
ト
人
が
家
畜
化
し
た
。
さ
て
、
ド
イ
ツ
の
あ
る
百
科
事
典
（M

eyers Lexikon. （926

）
は
こ
う
記
し
て
い
る
。
驢
馬
は
ド
イ
ツ
の
よ

う
な
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
気
候
に
は
あ
ま
り
合
わ
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
地
域
の
驢
馬
は
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
も
の
に
較
べ
る

と
劣
悪
に
な
っ
て
い
る
。
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
驢
馬
は
よ
り
美
し
く
、
上
品
で
、
ド
イ
ツ
の
同
族
の
よ
う
に
強
情
、
鈍
感
と
い
っ
た
性
格
の
か
け
ら
も

な
い
、
と
。
こ
の
記
述
の
当
否
は
と
も
あ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
（
南
の
ギ
リ
シ
ア
を
含
め
て
）、
こ
の
粗
食
に
耐
え
る
働
き
者
の
動
物
は
、

反
抗
的
で
む
ら
気
で
愚
か
、
と
決
め
つ
け
ら
れ
た
の
が
相
場
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
劣
悪
な
環
境
で
酷
使
さ
れ
る
こ
と

が
普
通
だ
っ
た
時
代
に
は
、
驢
馬
と
し
て
は
当
然
の
反
応
だ
っ
た
の
で
あ
る
ま
い
か
。
飼
い
主
が
優
し
く
き
ち
ん
と
世
話
を
し
て
や
れ
ば
、
そ
の
愛

情
に
応
え
、
ま
た
記
憶
力
も
強
く
、
繊
細
だ
、
と
の
説
も
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
エ
ク
ト
ル
・
マ
ロ
の
家
庭
小
説
『
家
族
の
中
で
』（
一
八
九
〇
）

H
ector M

alot : E
n fam

ille
（
日
本
で
は
『
家
な
き
娘
』、
最
近
で
は
『
ペ
リ
ー
ヌ
物
語
』
の
題
で
知
ら
れ
て
い
る
）
に
登
場
す
る
驢
馬
の
パ
リ

カ
ー
ル
（
ギ
リ
シ
ア
産
）
が
自
分
を
可
愛
が
っ
て
く
れ
た
主
人
の
少
女
ペ
リ
ー
ヌ
を
愛
し
、
記
憶
し
、
気
遣
う
と
こ
ろ
か
ら
観
る
と
、
な
る
ほ
ど
そ

う
な
の
か
も
。

 

　

た
だ
し
な
ん
と
し
て
も
弁
護
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
啼
き
声
で
あ
る
。
調
子
外
れ
で
耳
障
り
で
、
イ
ヤ
ア
ア
ア
、
イ
ヤ
ア
ア
ア
と
い
う
風
に
響
く

絶
叫
は
ま
こ
と
に
不
快
。

（
40
）
さ
て
、
昔
ま
だ
人
間
だ
っ
た
時
こ
の
哀
れ
な
驢
馬
に
は
妹
が
一
人
い
た　

N
un hatte dieser arm

e Esel, als er w
eiland noch ein M

ensch 
gew

esen w
ar, eine Schw

ester gehabt.　

妹
の
ほ
か
に
ま
だ
何
人
か
年
下
の
兄
弟
姉
妹
が
い
た
は
ず
だ
が
、
こ
れ
ら
に
は
一
向
言
及
さ
れ
な
い
。

（
4（
）
修
道
院　

K
loster.　

女
性
が
雇
い
入
れ
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
女
子
修
道
院
（
尼
寺
）N

onnenkloster 

で
あ
る
。

（
42
）
門
番
の
役　

das A
m

t der Pförtnerin.　

お
そ
ら
く
読
み
書
き
が
で
き
な
い
こ
の
修
道
尼
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
役
職
を
委
ね
ら
れ
た
の
は
、
出

世
と
言
っ
て
よ
ろ
し
か
ろ
う
。

（
43
）
自
身
修
道
院
の
菜
園
で
最
も
上
質
で
最
も
効
能
の
あ
る
も
の
を
栽
培
し
て
い
た　

......baute die besten und kräftigsten in dem
 K

loster-
garten selbst.　

修
道
院
は
自
給
自
足
が
建
前
だ
っ
た
し
、
自
院
の
修
道
士
・
修
道
尼
が
病
気
に
な
っ
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
外
来
の
宿
泊

者
、
修
道
院
に
頼
っ
て
来
る
貧
民
、
流
浪
の
物
乞
い
、
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
な
ど
に
施
薬
す
る
た
め
、
催
眠
・
鎮
痛
剤
で
あ
る
阿あ

片へ
ん

の
原
料
の
罌け

粟し

や
、

鎮
咳
、
解
熱
、
利
尿
、
便
秘
、
下
痢
、
外
傷
、
皮
膚
病
な
ど
な
ど
に
効
く
薬
草
類
を
院
内
の
菜
園
で
栽
培
し
て
い
た
。
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七
一　

三
人
の
と
ん
ま
な
悪
魔

（
44
）
い
ち
ゃ
い
ち
ゃ
月づ
き　

K
üßm

ond.　

直
訳
＝
接
吻
月
。
蜜
月
、
ハ
ネ
ム
ー
ンFlitterw

ochen, H
onigm

onat, H
onigm

ond

の
こ
と
。
結
婚
後
し
ば

ら
く
の
甘
い
数
週
間
。
人
に
よ
っ
て
は
数
箇
月
（
は
て
、
そ
ん
な
に
続
く
か
な
）。

（
45
）
と
ん
ま
な
悪
魔　

dum
m

er T
eufel.　

 

「
莫ば

か迦
や
ろ
う
」
と
い
う
普
通
の
罵
言
で
も
あ
る
。
こ
の
物
語
で
は
こ
の
他
に
もT

eufel

の
入
っ
た
慣
用

句
、
成
語
が
幾
つ
か
出
て
来
る
。

（
46
）
や
っ
こ
さ
ん
、
う
ち
で
こ
う
い
う
具
合
に
な
っ
ち
ま
っ
た　

D
as kam

 ihm
 heim

.　
「
家
庭
内
で
彼
は
そ
う
い
う
こ
と
（
＝
何
一
つ
持
て
ず
、
何
一

つ
で
き
な
い
と
い
う
状
態
）
に
な
っ
た
」
と
解
釈
し
た
。
自
信
が
な
い
。
ど
な
た
か
ご
高
教
を
。

（
47
）
日
曜
日
、［
教
会
で
回
さ
れ
る
］
鈴
付
き
の
献
金
袋
に
は
ヘ
ラ
ー
銅
貨
の
代
わ
り
に
釦ボ
タ
ンを
放
り
込
ん
だ
も
ん
さ　

tat sonntags einen K
nopf in 

den K
lingelbeutel statt des H

ellers.　

教
会
で
の
礼
拝
が
済
む
と
、
席
に
坐
っ
て
い
る
会
衆
の
間
に
鈴
付
き
の
献
金
袋
が
回
さ
れ
る
。
こ
れ
に

硬
貨
を
投
げ
込
む
と
鈴
が
鳴
り
、
確
か
に
な
に
が
し
か
の
寄
付
を
し
た
（
あ
る
い
は
、
し
な
か
っ
た
）
こ
と
が
周
囲
に
判
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
小
石
や
ボ
タ
ン
で
も
鈴
は
鳴
る
。

（
48
）
じ
ゃ
が
い
も
を
拾
い
集
め
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
ん
だ　

m
uß K

artoffeln stopfeln.　

stopfeln

＝（zusam
m

en

）stoppeln, von H
and 

auflesen.

収
穫
が
終
わ
っ
た
ひ
と
さ
ま
の
畑
へ
行
っ
て
、
落
ち
て
い
る
、
あ
る
い
は
掘
り
残
さ
れ
た
屑
じ
ゃ
が
い
も
を
せ
っ
せ
と
集
め
る
の
で
あ
る
。

（
49
）
袋
に
入
っ
た
猫
を
買
っ
ち
ゃ
あ
い
け
な
い　

m
an die K

atz nicht im
 Sack kaufen.　

吟
味
を
し
な
い
で
買
い
物
を
す
る
。

（
50
）
女
は
手
札
を
よ
っ
く
心
得
て
い
た　

D
ie kannte schon den Rum

m
el.　

「
ル
ン
メ
ル
」Rum

m
el

と
は
カ
ー
ド
遊
び
の
一
つ
ピ
ケ
ッ
ト
で
、
プ

レ
ー
ヤ
ー
の
手
に
最
も
多
く
あ
る
色
の
札
の
こ
と
。「
ル
ン
メ
ル
を
知
っ
て
い
る
」
と
は
「
万
事
万
端
心
得
て
い
る
」「
抜
け
目
が
な
い
」
と
い
う
意

味
。

（
5（
）
殿
方
な
ら
ど
な
た
で
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ　

da w
ar offner Laden für jederm

ann.　

直
訳
＝
ど
ん
な
男
に
も
店
を
開
い
た
。

（
52
）
草く
さ

木き

の
実　

Beeren.　

漿し
ょ
う果か

の
類
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
森
に
は
食
用
に
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
野
生
の
漿
果
が
実
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
、
ヒ
ン
ベ
ー
レ
ン

H
im

beeren

（
ラ
ズ
ベ
リ
ー
）、
ヨ
ハ
ン
ニ
ス
ベ
ー
レ
ンJohannisbeeren

（
ス
グ
リ
）、
ク
ラ
ン
ベ
ー
レ
ンK

ranbeeren 

（
苔
桃
）、
ブ
ロ
ン
ベ
ー

レ
ンBrom

beeren

（
木
苺
）、
そ
し
て
エ
ル
ト
ベ
ー
レ
ンErdbeeren
（
苺
）
な
ど
な
ど
。
こ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
生
食
す
る
か
、
ジ
ャ
ム
、
砂
糖
漬

け
、
果
実
酒
、
猟
鳥
獣
肉
の
ソ
ー
ス
の
材
料
と
さ
れ
る
。

（
53
）
炭
焼
き　

K
öhler.　

竈
で
木
材
を
乾
溜
し
て
木
炭
を
作
る
業
者
。
副
産
物
の
タ
ー
ル
も
防
腐
剤
・
防
水
剤
と
し
て
商
品
に
な
っ
た
。
石
炭
が
一
般
に

使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
都
市
は
木
材
の
燃
料
を
必
要
と
し
て
い
た
が
、
林
業
で
生
活
し
て
い
る
人
び
と
は
、
重
い
薪
よ
り
、
遙
か
に
軽
い

木
炭
に
加
工
し
て
、
こ
れ
を
運
ぶ
方
を
選
ん
だ
。
ち
な
み
に
、
深
い
森
の
中
で
生
活
し
得
た
業
種
は
こ
の
炭
焼
き
の
他
に
は
狩
人
、
そ
れ
に
、
さ
よ
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う
、
こ
れ
は
職
業
と
言
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
追
い
剥
ぎ
・
強
盗
の
類
く
ら
い
か
な
。

（
54
）
根
性
悪
の
女
房
は
手て

酷ひ
ど

い
罰
だ
て
、
／
あ
ら
哀か

な

し
、
そ
ん
な
の
背
負
い
込
む
や
つ
は　

Ein böses W
eib, eine herbe Buß

’ / U
nd w

eh dem
, 

der ein

’ haben m
uß.　

直
訳
す
れ
ば
、「
悪
い
女
房
、
ひ
ど
い
罰
。
そ
ん
な
の
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
者
は
悲
し
い
」。

（
55
）
わ
し
は
こ
の
う
ち
の
一
人
の
体
に
潜
り
込
む
つ
も
り
じ
ゃ　

da w
ill ich in die eine fahren.　

物
狂
い
（
乱
心
狂
気
）
は
悪
霊
・
魔
物
が
体
内
に

入
っ
た
た
め
に
起
こ
る
、
と
い
う
の
は
か
つ
て
一
般
的
俗
信
。
た
と
え
ば
、
新
約
聖
書
マ
タ
イ
伝
八
章
二
八
─
三
四
節
（
マ
ル
コ
伝
五
章
一
─
二
〇

節
、
ル
カ
伝
八
章
二
六
─
三
九
節
）
に
、
イ
エ
ス
が
ガ
ダ
ラ
の
地
で
悪
霊
に
取
り
憑
か
れ
た
二
人
の
者
か
ら
悪
霊
を
追
い
出
し
、
豚
の
群
の
中
に
入

ら
せ
、
そ
の
た
め
豚
の
群
が
全
て
湖
に
な
だ
れ
込
ん
で
、
溺
れ
死
に
す
る
、
と
い
う
話
が
あ
る
。

（
56
）
結
婚
場
所
を
移
ら
せ
た
が
っ
て
い
る　

ihren Ehrenstuhl verrücken m
öchten.　

『
グ
リ
ム
ド
イ
ツ
語
辞
典
』
に
は Ehrenstuhl 

な
る
語
は
収

録
さ
れ
て
い
な
い
。 W

itw
enstuhl verrücken, W

itw
ensitz verrücken 

（
寡
婦
の
居
場
所
を
移
る
）
は
「
再
婚
す
る
」
の
意
。
こ
れ
は

V
d
D
の
「
メ
レ
ク
ザ
ー
ラ
」
に
使
わ
れ
て
い
る
。
鈴
木
滿
訳
『
メ
レ
ク
ザ
ー
ラ
』（
国
書
刊
行
会
、
平
成
一
九
）
訳
注
一
八
二
「
寡や

も
め婦

の
居
場
所
を

移
っ
て
も
い
い
［
再
婚
し
て
も
よ
い
］」
を
も
参
照
の
こ
と
。

（
57
）
悪
魔
の
年
取
っ
た
祖ば

あ母
様　

seine alte Großm
utter.　

D
M
B
六
「
悪
魔
が
お
っ
放ぱ
な

さ
れ
た
［
さ
あ
、
こ
と
だ
］、
あ
る
い
は
、
悪
魔
が
火

ブ
ラ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ン

酒
を

発
明
し
た
話
」
訳
注
「
あ
ん
た
の
祖ば

あ母
様
に
掛
け
て
」
参
照
。
ど
う
い
う
わ
け
か
、
ド
イ
ツ
の
昔メ

ル
ヒ
ェ
ン話の
世
界
で
は
こ
う
し
た
存
在
が
悪
魔
と
一
緒
に

地
獄
に
住
ん
で
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

（
58
）
あ
く
ま

0

0

0

で
お
ら
ん　

den T
eufel.　

T
eufel

の
入
っ
た
こ
の
言
い
回
し
は
「
全
然
…
…
…
で
な
い
」
の
意
。

七
二　

恩
を
忘
れ
な
い
動
物
た
ち

（
59
）
巡
礼　

Pilger.　

W
aller

な
る
語
も
あ
と
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
誓
い
を
立
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
ま
で
旅
杖

一
本
を
携
え
た
だ
け
で
徒
歩
で
詣
で
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
地
か
ら
帰
還
し
た
者
は
、
帽
子
や
衣
服
に
帆
立
貝
の
貝
殻
を
飾
っ
た
。
こ
の
挿
絵
で
も
帽
子

に
そ
れ
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。

（
60
）
狼
罠わ
な

の
穴　

W
olfsgrube.　

狼
を
落
と
し
て
捕
ら
え
る
た
め
の
深
い
陥か

ん
せ
い穽
。

（
6（
）
黄き

ん金
細
工
師　

Goldschm
ied.　

中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
金
融
業
に
従
事
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
昔メ

ル
ヒ
ェ
ン話の

世
界
で
は
悪
い
役
回
り
。

（
62
）
蝮ま
む
し　

Schlange.　
「
シ
ュ
ラ
ン
ゲ
」Schlange

は
「
蛇
」
と
い
う
意
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
次
に
続
くRingelnatter

は
こ
れ
ま
た
蛇
の
一
種
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
シ
ュ
ラ
ン
ゲ
」
は
物
語
の
結
び
近
く
で
王
子
の
足
を
咬
ん
で
腫
れ
上
が
ら
せ
る
毒
蛇
で
あ
る
。「
蝮
」
は
日
本
各
地
に
棲
息

す
る
毒
蛇
だ
が
、
鎖
蛇
科
蝮
属
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
分
布
し
て
い
る
の
で
、
一
応
こ
の
名
を
当
て
た
。
ド
イ
ツ
語
圏
の
た
い
て
い
の
地
方
で
は
民
衆
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は
蛇
の
種
類
を
区
別
す
る
こ
と
が
な
い
。「
脚
無
し
蜥と

か
げ蜴
」Blindschleiche

や
「
鰻
」A

al

で
さ
え
も
「
シ
ュ
ラ
ン
ゲ
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
た

だ
し
北
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
蝮
属
を
「
ア
ダ
ー
」A

dder

と
か
「
ク
ロ
イ
ツ
シ
ュ
ラ
ン
ゲ
」K

reuzschlange

と
か
「
ク
ロ
イ
ツ
オ
タ
ー
」

K
reuzotter

と
か
呼
ん
で
、
無
毒
な
蛇
と
区
別
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
話
の
素
材
を
提
供
し
た
教
訓
寓
話
集
『
パ
ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ
』
は
古
代
イ

ン
ド
で
編
ま
れ
た
も
の
。
毒
蛇
の
少
な
く
な
い
同
地
で
は
い
か
な
る
種
類
の
蛇
を
指
す
の
か
、
同
定
は
不
可
能
で
あ
る
。

（
63
）
山や
ま

楝か
が
し蛇　

Ringelnatter.　

学
名
ト
ゥ
ル
ピ
ド
ノ
ト
ゥ
ス
・
ナ
ト
ゥ
リ
ク
スT

ropidonotus natrix 

。
背
中
は
オ
リ
ー
ヴ
色
で
暗
色
の
斑
点
が
多

い
。
一
・
六
メ
ー
タ
ー
ほ
ど
に
ま
で
な
る
。
水
辺
に
棲
み
、
蛙
、
イ
モ
リ
、
蜥
蜴
、
魚
な
ど
を
捕
食
す
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
の
俗
信
で
は
幸
運
を
齎
し
て

く
れ
る
家
蛇
と
さ
れ
た
（
特
に
バ
ル
ト
海
沿
岸
地
域
で
）。
寝
床
に
連
れ
込
む
こ
と
も
あ
り
、
ミ
ル
ク
と
パ
ン
を
与
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。（
も
っ
と

も
、
こ
う
し
た
俗
信
・
習
俗
は
他
の
蛇
で
も
）。
近
年
ま
で
無
毒
で
温
和
で
、
安
息
を
乱
さ
れ
た
時
の
み
攻
撃
す
る
、
と
説
明
さ
れ
て
来
た
。
こ
の
物

語
の
時
代
に
は
そ
れ
が
社
会
通
念
だ
っ
た
。
実
際
お
と
な
し
い
こ
と
は
お
と
な
し
い
と
か
。
し
か
し
、
毒
牙
を
持
ち
、
深
く
咬
ま
れ
る
と
腫
れ
上
が
っ

た
り
、
血
が
止
ま
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
、
死
亡
例
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

（
64
）
テ
リ
ア
カ　

T
heriak.　

ギ
リ
シ
ア
語
の
「
テ
リ
ア
ケ
」、
ラ
テ
ン
語
の
「
テ
リ
ア
カ
」
か
ら
。「
テ
リ
オ
ン
」
は
「
小
さ
い
有
毒
動
物
」
の
意
。
古

代
ロ
ー
マ
、
中
世
イ
ス
ラ
ム
社
会
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
毒
蛇
な
ど
の
有
毒
小
動
物
に
咬
ま
れ
た
際
の
万
能
薬
と
さ
れ
た
。
最
多
で
七
〇
種
類
に
も

及
ぶ
薬
種
を
蜂
蜜
で
練
り
合
わ
せ
た
練
り
薬
の
形
態
。
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
近
代
ま
で
民
間
治
療
薬
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

七
三　

四
人
の
利
口
な
旅
の
仲
間

（
65
）
信ま
こ
と実

の
希
望
を
籠
め
て
神
様
に
お
縋す

が

り
す
る
者
は
見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
い　

W
er an Gott hangt m

it getreuer H
offnung, der w

ird 
nicht verlassen.

（
66
）
用
心
と
分
別
が
組
め
ば
全
て
を
乗
り
越
え
る　

V
orsichtigkeit m

it V
ernunft gepaart geht über alles.　

商
人
ら
し
い
座
右
の
銘
。

（
67
）
力
強
く
姿
形
の
美
し
い
若
さ
は
更
に
価
値
が
あ
る　

Eine kräftige w
ohlgestalte Jugend ist noch m

ehr w
ert.　

こ
の
貴
族
は
事
実
力
強
く
、

姿
形
が
美
し
く
、
若
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
リ
ヒ
タ
ー
の
挿
絵
で
は
青
年
に
は
見
え
な
い
。

（
68
）
実
行
の
と
も
な
う
心
配
り
が
最
善
ぞ　

Sorgsam
keit m

it Ü
bung sei das Beste.　

い
か
に
も
旅
修
行
の
職
人
ら
し
い
標
語
で
あ
る
。

（
69
）
旅
修
行
の
職
人　

W
andergeselle.　

D
M
B
六
八
「
倹し
ま
り
や

約
家
あ
に
い
と
浪つ

か
い
や

費
家
あ
に
い
」
訳
注
「
旅
修
行
」
参
照
。

（
70
）
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
銀
貨　

Silberpfennig.　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
初
頭
に
鋳
造
さ
れ
た
銀
貨
。
だ
ん
だ
ん
に
銅
の
混
入
量
が
増
加
し
、
中
世
後
期
に
は
銀
貨

と
は
名
ば
か
り
に
な
り
、
そ
の
価
値
も
甚
だ
低
下
、
や
が
て
銅
貨
と
な
っ
た
。
D
M
B
五
〇
「
のシ
ュ
ラ
ラ
ッ
フ
ェ
ン
ラ
ン
ト

ら
く
ら
国
の
昔メ

ル
ヒ
ェ
ン話

」
訳
注
「
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
銅
貨
」

を
も
参
照
。
し
か
し
素
材
を
提
供
し
た
地
は
古
代
イ
ン
ド
な
の
で
難
し
く
考
え
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
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（
7（
）
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
金
貨　

Goldpfennig.　

歴
史
的
に
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
素
材
を
提
供
し
た
地
は
古
代
イ
ン
ド
な
の
で
難
し
く
考
え
る
こ
と
は
あ
る

ま
い
。

（
72
）
グ
ル
デ
ン
金
貨　

Gulden.　

た
だ
「
グ
ル
デ
ン
」
と
あ
る
の
で
「
グ
ル
デ
ン
銀
貨
」
と
も
訳
し
得
る
。
し
か
し
木
造
帆
船
で
も
商
船
一
隻
分
の
積
み

荷
全
て
と
な
れ
ば
金
貨
が
相
当
で
あ
ろ
う
。
グ
ル
デ
ン
金
貨
に
つ
い
て
は
D
M
B
五
三
「
白
鳥
、
貼
り
付
け
」
訳
注
「
グ
ル
デ
ン
金
貨
」
を
参
照
。

し
か
し
素
材
を
提
供
し
た
地
は
古
代
イ
ン
ド
な
の
で
難
し
く
考
え
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

（
73
）
雉き
じ
ば
と鳩　

T
urteltaube.　

男
女
の
情
愛
の
象
徴
。
こ
こ
で
の
二
羽
の
鳩
は
番
い
な
の
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
語
で
は T

urteltauben-Paar 

と
記
さ
れ
て
い

る
）。
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
語
「
タ
ウ
ベ
」T

aube

は
女
性
名
詞
な
の
で
双
方
と
も
女
性
形
で
通
さ
れ
て
い
る
が
。
鳩
た
ち
は
極
め
て
仲
の
良
い
夫
婦

で
あ
り
、
王
子
に
放
鳥
さ
れ
た
時
の
嬉
し
さ
、
感
謝
は
計
り
知
れ
な
か
っ
た
わ
け
。

（
74
）
のレ

ー
ろ
鹿　

Reh.　

D
M
B
一
四
「
黄き

ん金
の
牡
の
の
ろ
鹿
」
訳
注
「
牡
の
の
ろ
鹿
」
参
照
。

七
四　

熊
の
皮
を
着
た
男
ル
ー
パ
ー
ト

（
75
）
そ
う
い
う
し
だ
い
で
兵
隊
稼
業
に
入
り　

ging dieserhalb unter die Soldaten.　

傭
ラ
ン
ツ
ク
ネ
ヒ
ト
兵
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
武
器
装
具
は
自
前
で
、
命
と
引

き
替
え
に
給
料
を
稼
ぎ
、
部
隊
が
分
捕
っ
た
物
を
手
柄
に
応
じ
て
分
与
さ
れ
、
許
可
が
あ
れ
ば

─
上
官
が
い
な
け
れ
ば
許
可
が
な
く
と
も

─
略

奪
を
す
る
、
志
願
市
民
軍
で
も
強
制
徴
募
兵
で
も
な
い
こ
う
し
た
連
中
は
古
代
か
ら
存
在
し
た
が
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
語
圏
を
大
い
に
荒
廃
さ
せ
た

三
十
年
戦
争
（
一
六
一
八
─
四
八
）
で
は
旧
教
徒
軍
（
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
軍
）
に
も
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
軍
な
ど
新
教
徒
の
諸
軍
に
も
所
属
、
敵
軍

の
捕
虜
に
な
る
と
、
そ
ち
ら
の
部
隊
の
兵
員
に
組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
生
態
は
ハ
ン
ス
・
ヤ
ー
コ
プ
・
ク
リ
ス
ト
ッ
フ
ェ
ル
・

フ
ォ
ン
・
グ
リ
ン
メ
ル
ス
ハ
ウ
ゼ
ン
（
一
六
二
一
？
二
二
？
─
七
六
）
の
『
ジ
ン
プ
リ
ツ
ィ
ス
ム
ス
の
冒
険
』（
一
六
六
八
／
六
九
）H

ans Jakob 
Christoffel von Grim

m
elshausen : D

er abenteuerliche Sim
pliccism

us T
eutsch

に
活
写
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
グ
リ
ン
メ
ル
ス
ハ
ウ
ゼ
ン

は
ヘ
ッ
セ
ン
の
ゲ
ル
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
で
生
ま
れ
、
育
っ
て
い
る
が
、
そ
の
先
祖
は
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
と
同
郷
の
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
で
ヴ
ェ
ラ
川
河
畔
の

グ
リ
ン
メ
ル
ス
ハ
ウ
ゼ
ン
村
の
没
落
貴
族
だ
っ
た
。
彼
の
こ
の
名
高
く
か
つ
途
方
も
な
く
お
も
し
ろ
い
バ
ロ
ッ
ク
小
説
、
お
よ
び
、
そ
の
登
場
人
物

や
題
材
か
ら
新
た
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
ジ
ン
プ
リ
ツ
ィ
ウ
ス
作
品
群
」（
一
六
七
〇
─
七
二
）Sim

plicianische Schriften

は
、
読
書

好
き
な
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
こ
と
、
当
然
読
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
76
）
鍔つ
ば

広ひ
ろ
ぼ
う帽　

Schlapphut.　

こ
こ
で
は
十
七
世
紀
西
欧
で
流
行
し
た
柔
ら
か
く
鍔
の
広
い
男
性
用
の
毛
織
り
の
帽
子
。
現
代
で
は
こ
の
手
の
大
き
な
帽

子
は
女
性
用
。

（
77
）
な
に
を
こ
り
ゃ
ま
た
し
ゃ
ら
く
せ
え　

Sappernunditjö　
「
ザ
ッ
パ
ー
ヌ
ン
デ
ィ
ッ
チ
ェ
」。
間
投
詞
。
大
層
訛
っ
た
罵
り
言
葉
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
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や
は
り
罰
当
た
り
な
罵
言
「
サ
ク
レ
・
ノ
ム
・
ド
・
デ
ュ
ウ
」sacré nom

 de D
ieu

（
神
の
聖
な
る
御
名
〈
に
掛
け
て
〉）
か
ら
か
。
な
に
し
ろ
ル
ー

パ
ー
ト
は
傭
兵
上
が
り
な
の
で
口
汚
い
こ
と
人
後
に
落
ち
な
い
の
で
あ
る
。

（
78
）
嗅か

ぎ
煙
草　

Schnupftabak.　

D
M
B
六
八
「
倹し
ま
り
や

約
家
あ
に
い
と
浪つ

か
い
や

費
家
あ
に
い
」
訳
注
「
嗅か

ぎ
煙
草
」
を
参
照
。「
き
さ
ま
、
く
し
ゃ
み
が
し
た

い
の
か
」
と
熊
を
か
ら
か
っ
て
い
る
わ
け
。

（
79
）
自
分
が
何
者
に
か
か
ず
ら
わ
っ
た
の
か　

m
it w

em
 er

’s zu tun.　

こ
の
男
は
悪
魔
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
赤
い
雄
鶏
の
羽
根
飾
り
、
緑
色
の
狩
猟
服
、

そ
し
て
な
に
よ
り
片
足
が
馬
の
脚
で
あ
る
こ
と
は
民
間
信
仰
に
お
け
る
悪
魔
の
属
性
。

（
80
）
あ
の
世
で
の
幸
せ　

die Seligkeit.　

浄
福
、
至
福
。
天
国
で
の
安
息
。

（
8（
）
主
フ
ァ
ー
タ
ー
・
ウ
ン
ザ
ー

の
祈
り　

主し
ゅ
と
う禱
文ぶ

ん

。
本
来
は
ラ
テ
ン
語
「
パ
ー
テ
ル
・
ノ
ス
テ
ル
」Pater noster

（
我
ら
の
父
よ
）
で
始
ま
る
。
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
語

「
天フ
ァ
ー
タ
ー
・
ウ
ン
ザ
ー
・
イ
ン
・
デ
ム
・
ヒ
ン
メ
ル

に
ま
し
ま
す
我
ら
の
父
よ
」V

ater unser in dem
 H

im
m

el

で
始
ま
る
祈
り
。

（
82
）
試
す
は
学
ぶ
に
勝
る　

Probiert geht über studiert.　

試
し
て
み
た
の
は
（
大
学
で
）
学
問
を
修
め
た
の
の
上
を
越
す
。

（
83
）
の
ら
く
ら
熊　

Faulpelz.　
「
フ
ァ
ウ
ル
ペ
ル
ツ
」Faulpelz

は
「
の
ら
く
ら
者
」「
怠
け
者
」
の
意
。
た
だ
し
「
ペ
ル
ツ
」
だ
け
だ
と
「
毛
皮
」
の

意
。
悪
魔
は
掛か
け
こ
と
ば詞を

楽
し
ん
で
い
る
わ
け
。

（
84
）
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
ー
ト
ゥ
ス
の
財
布 Fortunatussäckel. 

ド
イ
ツ
の
民

フ
ォ
ル
ク
ス
ビ
ュ
ヒ
ャ
ー

衆
本V

olksbücher

の
一
つ
『
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
ー
ト
ゥ
ス
と
息
子
た
ち
』

Fortunatus und seine Söhne

と
も
な
っ
て
い
る
（
十
六
世
紀
初
頭
の
出
版
）
散
文
物
語
「
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
ー
ト
ゥ
ス
」（
十
五
・
六
世
紀
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
流
布
）
に
出
て
く
る
呪ア
イ
テ
ム具
で
、
無
尽
蔵
に
金
が
湧
き
出
る
財
布
。

（
85
）
あア
デ
ュ
ウ

ば
よ　

A
dieu.　

フ
ラ
ン
ス
語
。
長
期
間
あ
る
い
は
二
度
と
会
わ
な
い
相
手
に
用
い
る
別
れ
の
挨
拶
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
は
こ
の
物
語
の
語
り
手

（
つ
ま
り
は
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
）
が
洒
落
た
だ
け
だ
ろ
う
。

（
86
）
神
様
を
お
ち
ゃ
ら
か
し
た ließ den lieben Gott einen guten M

ann sein.　

den lieben Gott einen guten M
ann sein lassen 

は
「（
先

の
こ
と
を
考
え
ず
に
）
太
平
楽
に
日
を
送
る
」
の
意
の
慣
用
句
。
直
訳
「
神
様
を
お
人
好
し
に
し
て
お
く
」。

（
87
）
堂
堂
た
る
髯
を
お
っ
生ぱ

や
か
し
た
の
で
、
ド
イ
ツ
と
か
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
か
ど
こ
ぞ
の
国
会
に
現
れ
て
も
議
員
さ
ん
の
資
格
は
充
分　

ließ seinen 
Bart stattlich w

achsen, daß er ganz w
ahlfähig in irgendeinem

 deutschen oder polnischen Reichstag erschien.　

十
九
世
紀
半
ば

に
は
存
在
し
な
い
が
、中
世
後
期
か
ら
近
世
初
頭
に
掛
け
て
の
両
国
の
国
会
を
指
し
て
い
る
の
か
。
議
員
諸
公
に
は
美
髯
を
蓄
え
て
い
る
の
が
多
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。

（
88
）
サ
ム
ソ
ン　

Sim
son.　

ユ
ダ
ヤ
の
超
人
的
に
力
の
強
い
勇
者
。
そ
の
怪
力
は
生
ま
れ
て
か
ら
一
度
も
剃
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
頭
髪
の
中
に
あ
っ
た
。

情
婦
デ
リ
ラ
に
し
つ
こ
く
せ
が
ま
れ
て
そ
の
秘
密
を
明
か
し
、
眠
っ
て
い
る
う
ち
に
髪
を
剃
ら
れ
、
敵
の
ペ
リ
シ
テ
人び
と

に
捕
ら
え
ら
れ
る
。
旧
約
聖
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書
士
師
記
一
六
章
一
七
─
一
九
節
。

（
89
）
やシ
ュ
ー
ブ
ー
ト

ど
な
し　

Schubut.　

普
通Schufut 

と
綴
る
。
罵
言
。
惨
め
で
汚
ら
し
い
、
物
乞
い
の
よ
う
な
人
間
。

（
90
）
森ヴ
ァ
ル
ト
シ
ュ
ラ
ッ
ト

の
妖
怪　

W
aldschratt.　

W
aldschrat, W

aldschraz

と
も
綴
る
。
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
戯
曲
『
沈
鐘
』（
一
八
九
六
）Gerhart 

H
auptm

ann : D
ie versunkene Glocke 

で
は
「
山
羊
の
脚
、
山
羊
の
髯
、
頭
に
角
の
生
え
た
森
の
精
」
と
説
明
が
あ
る
。
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
神
話

の
「
サ
テ
ュ
ロ
ス
」、
ロ
ー
マ
神
話
の
「
フ
ァ
ウ
ヌ
ス
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。

（
9（
）
中
国
の
基
準
な
ど
を
ま
だ
超
え
て　

noch über das chinesische M
aß hinaus.　

中
国
の
貴
族
・
大
官
が
指
の
爪
を
優
雅
に
伸
ば
し
た
こ
と
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
過
大
に
誇
張
さ
れ
た
。

（
92
）
戴や
つ
が
し
ら勝　

W
iedehopf.　

仏
法
僧
目
戴
勝
科
の
鳥
。
体
長
約
二
六
セ
ン
チ
。
頭
部
に
黄
褐
色
で
先
端
の
黒
い
羽
冠
が
あ
り
、
自
在
に
立
て
た
り
寝
か
せ

た
り
で
き
る
。
背
は
暗
褐
色
、
翼
と
尾
は
黒
い
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
と
ア
フ
リ
カ
に
広
く
分
布
す
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
た
く
さ
ん
の
異
名
、
多
く

は
俗
称
で
呼
ば
れ
る
。
中
に
は
確
か
に
「
シ
ュ
テ
ィ
ン
ク
ハ
ー
ン
」Stinkhahn 

（
臭
鶏
）
が
あ
る
。
ま
た
「
不
潔
な
戴
勝
」
と
か
「
臭
い
戴
勝
」
と

い
う
中
世
の
記
事
も
あ
る
。

（
93
）
厠か
わ
や　

Retiraden.　
「
レ
テ
ィ
ラ
ー
デ
」Retirade

は
「
便
所
」
の
婉
曲
表
現
。
便
所
が
建
物
の
最
上
階
に
あ
る
、
と
い
う
の
は
頷
け
な
い
。
旅
籠
の

宿
泊
客
の
お
ま
る
、
つ
ま
り
寝
室
用
携
帯
便
器
を
洗
っ
た
後
置
い
て
あ
る
場
所
と
し
て
も
納
得
し
か
ね
る
。
ど
な
た
か
ご
高
教
を
。

（
94
）
黒
黒
と
香こ
う

蠟ろ
う

で
固
め
た　

schw
arz gew

ichst.　

黒
い
コ
ス
メ
テ
ィ
ク
（
蠟
・
牛
脂
・
パ
ラ
フ
ィ
ン
な
ど
に
香
料
を
加
え
練
り
固
め
た
、
髪
・
髯
の

形
を
調
え
る
化
粧
品
）
で
調
え
ら
れ
た
。

（
95
）
ケオ
ー
・
デ
・
コ
ロ
ン

ル
ン
水　

kölnisches W
asser.　

Kölnisches W
asser, K

ölnischw
asser

と
も
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
言
え
ば
「
オ
ー
・
ド
・
コ
ロ
ー
ニ
ュ
」Eau 

de Cologne

、
日
本
で
は
訛
っ
て
「
オ
ー
デ
コ
ロ
ン
」。
こ
の
物
語
の
舞
台
と
思
わ
れ
る
十
七
世
紀
に
は
ま
だ
存
在
し
な
い
。
イ
タ
リ
ア
の
ピ
エ
モ
ン

テ
地
方
に
生
ま
れ
、
一
七
〇
九
年
以
降
ド
イ
ツ
の
ケ
ル
ン
に
定
住
し
、
小
間
物
と
香
水
を
商
っ
た
ヨ
ー
ハ
ン
（
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
）・
マ
リ
ー
ア
・
フ
ァ

リ
ー
ナ
（
一
六
八
五
─
一
七
六
六
）
が
発
明
し
た
、
と
さ
れ
る
香
水
。
製
造
法
の
秘
密
は
彼
の
甥
た
ち
に
継
承
さ
れ
た
が
、
そ
の
他
に
も
た
く
さ
ん

の
別
の
工
場
（
一
八
一
九
年
当
時
ケ
ル
ン
に
は
六
〇
）
が
「
ケ
ル
ン
水
」
を
製
造
し
て
い
る
。

（
96
）
最
高
級
の
ハ
バ
ナ
葉
巻　

H
avannah-Cigarre.　

煙
草
の
葉
を
巻
き
、
一
方
に
点
火
し
て
煙
を
吸
う
、
と
い
う
喫
煙
方
法
は
、
カ
リ
ブ
海
の
島
島
に

到
達
し
た
イ
ス
パ
ニ
ア
人
が
先
住
民
の
間
に
行
わ
れ
て
い
る
の
を
観
察
し
て
い
る
。
カ
リ
ブ
海
最
大
の
島
で
一
五
一
一
年
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
ま
で

イ
ス
パ
ニ
ア
領
だ
っ
た
キ
ュ
ー
バ
の
首
都
ハ
バ
ナ
の
名
を
冠
し
た
葉
巻
は
現
代
で
も
な
お
上
物
と
し
て
有
名
だ
が
、
葉
巻
の
喫
煙
と
い
う
習
俗
が
ド

イ
ツ
語
圏
に
齎
さ
れ
た
の
は
十
八
世
紀
初
頭
の
こ
と
、
フ
ラ
ン
ス
軍
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
舞
台
と
思
わ
れ
る
十
七
世
紀
に
は
ま
だ
存
在

し
な
い
。
ド
イ
ツ
最
初
の
葉
巻
工
場
は
一
七
八
八
年
シ
ュ
ロ
ッ
ト
マ
ンSchlottm

ann

が
ケ
ル
ン
に
建
て
た
も
の
。
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（
97
）
居
れ
り
、
立
て
り
、
去
れ
り
、
臭
え
り　

w
ar, stand, ging und roch.　

ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
が
ロ
ー
マ
の
腹
心
に
送
っ
た
書
簡
に
あ
っ
た
と

い
う
ポ
ン
ト
ス
王
に
対
す
る
戦
勝
（
紀
元
前
四
七
）
報
告
「
ウ
エ
ニ
・
ウ
イ
デ
ィ
・
ウ
ィ
キ
」veni, vidi, vici 

（
来
れ
り
、
見
れ
り
、
勝
て
り
）
を

も
じ
っ
て
い
る
、
と
考
え
、
こ
う
訳
し
た
。
女
性
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
、
立
ち
ん
ぼ
だ
っ
た
、
引
き
上
げ
た
、
臭
っ
た
。

（
98
）
グ
ラ
イ
フ
鳥ち
ょ
う　

V
ogel Greif.　

グ
リ
フ
ォ
ン
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
あ
る
鷲
頭
・
鷲
翼
で
胴
体
は
獅
子
の
怪
獣
。

（
99
）
い
ろ
ん
な
弁
髪
が
何
本
も
く
っ
つ
い
て
い
る
鬘か
つ
らを
、（
普
通
男
が
そ
う
す
る
よ
う
に
）
後
頭
部
で
な
く
顔
面
に
被
っ
て
い
る
こ
の
怪
物　

dem
 U

ngetüm
, 

das die Perücke m
it den unterschiedlichen Zöpfen übers Gesicht trug, statt dem

 H
interkopf.　

ル
ー
パ
ー
ト
は
、
髪
も
髯
も
伸
ば

し
っ
ぱ
な
し
な
の
で
、
ど
ち
ら
も
編
ん
で
み
た
の
だ
ろ
う
。
娘
た
ち
は
こ
れ
を
、
奇
怪
な
鬘
を
被
っ
て
い
る
、
と
考
え
た
。
頭
髪
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
風
俗
史
で
観
る
と
、
十
七
〜
十
八
世
紀
に
お
い
て
は
中
流
・
上
流
階
級
の
男
性
は
鬘
を
常
用
し
た
。
十
七
世
紀
で
は
く
つ
ろ
い
で
い
る
場
合
は

髪
を
ご
く
短
く
し
た
頭
で
い
て
、
人
前
に
出
る
時
に
は
髪
の
長
い
鬘
を
被
っ
た
。
十
八
世
紀
に
は
髪
の
か
な
り
短
い
鬘
に
推
移
す
る
。
こ
れ
は
や
が

て
地
髪
を
（
普
通
は
）
後
頭
部
で
一
本
の
弁
髪
に
編
み
上
げ
る
髪
型
に
な
る
。

（
（00
）
イ
サ
ベ
ラ
色　

isabellfarbig.　

イ
ス
パ
ニ
ア
王
フ
ェ
リ
ペ
二
世
（
一
五
五
六
─
九
八
）
の
王
女
イ
サ
ベ
ラ
は
夫
で
あ
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
大
公
ア
ル

ブ
レ
ヒ
ト
が
イ
ス
パ
ニ
ア
軍
を
率
い
て
オ
ス
ト
エ
ン
デ
（
オ
ー
ス
テ
ン
デ
。
オ
ス
タ
ン
ド
。
現
ベ
ル
ギ
ー
北
部
の
港
湾
都
市
）
を
占
領
す
る
ま
で
（
こ

の
悲
惨
な
攻
囲
戦

─
彼
我
両
軍
で
八
万
の
死
傷
者
が
出
た

─
は
一
六
〇
一-

〇
四
の
三
年
間
）
肌
着
を
三
年
間
も
替
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
。

そ
こ
で
淡
黄
色
か
ら
黄
褐
色
ま
で
の
色
を
こ
う
称
す
る
。

（
（0（
）
黒
い
衣
装
［
喪
服
］
を
身
に
纏
い　

kleidete sich schw
arz.　

死
地
へ
赴
く
許い

い
な
づ
け

婚
者
を
送
り
出
し
た
許い

い
な
づ
け嫁と
同
じ
く
、三
年
経
っ
て
も
相
手
が
戻
っ

て
来
な
け
れ
ば
、
生
涯
貞
節
を
貫
い
て
喪
に
服
そ
う
と
い
う
健
気
な
覚
悟
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

（
（02
）
さ
も
な
い
と
唸
る
よ
。
お
ま
え
の
未
来
の
ご
亭
主
の
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
熊
は　

sonst brum
m

t er, dein zukünftiger Zottelbär.　

気
難
し
屋
の
夫

は
妻
か
ら
「
ぶ
う
す
か
熊
さ
ん
（
唸
り
熊
）」Brum

m
bär

と
呼
ば
れ
る
。

（
（03
）
熊
さ
ん
踊
り　

der Bärentanz.　

熊
に
踊
り
を
仕
込
ん
で
、
こ
れ
を
見
世
物
に
す
る
香や

し
具
師
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
い
た
。

結
び
に
一
言
。

　

前
回
に
も
記
し
た
が
、
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
）、「
試
訳
（
そ
の
三
）」（「
人
文
学
会
雑
誌
」
第
四
一
巻
第
二
号
、
二
〇
一
〇
・
一
月
発
行
）、「
試
訳
（
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
）
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
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パ
人
の
外
国
語
力
格
差
と
日
本
に
お
け
る
多
言
語
多
文
化
教
育
」
の
一
環
と
な
る
「
昔
メ
ル
ヒ
ェ
ン
話
な
い
し
語
り
の
言
語
教
育
的
効
果
」
考
察
に
寄
与
す
る
研
究
で
あ

る
。
併
せ
て
、
ほ
と
ん
ど
K
H
M
ば
か
り
を
ド
イ
ツ
語
圏
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
と
し
て
受
容
し
て
い
る
点
で
そ
う
断
じ
得
る
日
本
の
国
際
交
流
の
一
方
的
性
格

と
偏
頗
さ
の
一
つ
の
証
明
と
も
な
ろ
う
。
試
訳
は
、
本
稿
で
あ
る
「
試
訳
（
そ
の
五
）」（「
人
文
学
会
雑
誌
」
第
四
二
巻
第
一
号
、
二
〇
一
〇
・
七
月
発
行
）

に
次
い
で
、「
試
訳
（
そ
の
六
）」（「
人
文
学
会
雑
誌
」
第
四
二
巻
第
二
号
、
二
〇
一
〇
・
一
一
月
発
行
予
定
）
で
一
応
完
成
す
る
予
定
で
、（
そ
の
一
）、（
そ

の
二
）、（
そ
の
三
）、（
そ
の
四
）、（
そ
の
五
）
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
、
代
表
と
し
て
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
さ
せ
て
お
ら
れ
る
敬
愛
す
る
同
僚
西
村
教
授
に
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
る
。


