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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
六
）

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
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ハ
ン
ス
＝
イ
ェ
ル
ク
・
ウ
タ
ー（

2
（

編
の
下
記

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
（
ウ
タ
ー
はLudw

ig Bechsteins M
ärchenbuch

＝
L
B
M
B
の
略
称
を
用
い
て
い
る
）。
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

 Classifi cation 
and Bibliography. 3 V

ols. A
cadem

ia scientiarum
 Fennica. H

elsinki 2004.　

A
T
の
増
補
改
訂
版
。
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B

P　

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

erausgegeben von Johannes Bolte / Georg Polívka: 
A

nm
erkungen zu den K

inder- und H
ausm

ärchen der Brüder G
rim

m
. 5 Bde. Georg O

lm
s V

erlagsbuchhandlung. H
ildesheim

 
（963.

D
M
B　

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

）。

 

　

＊ 
こ
の
略
称
は
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
シ
ェ
ル
フ
に
倣
っ
た
も
の
。
ハ
ン
ス
＝
イ
ェ
ル
ク
・
ウ
タ
ー
が
M
d
W
シ
リ
ー
ズ
の
中
の
関
係
解
説
で
用
い
て
い

る
略
称
は
前
述
の
ご
と
く
L
D
M
B
で
あ
る
。

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　

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.

　

な
お
、『
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
十
巻
第
四
号
。
平
成
二
一
・
四
月
）
で
は
訳
・

注
・
解
題
の
基
準
と
し
て
は
左
の
よ
う
に
記
し
た
。
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で
き
る
だ
け
十
九
世
紀
半
ば
の
ド
イ
ツ
語
原
文
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
日
本
語
〔
従
っ
て
こ
れ
は
古
風
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
〕
を
心
が
け
、
物
語
の
背
景
を
成
す
中
・
近
世
ド
イ
ツ
語
圏
の
文
化
的
・
社
会
的
状
況
理
解
の
一
助
と
な
る
よ
う
詳
細
な
訳

注
を
附
し
、
簡
単
な
解
題
〔
本
来
は
「
解
題
略
記
号
凡
例
」
に
あ
る
よ
う
に
、
多
く
の
参
考
文
献
を
記
す
は
ず
だ
っ
た
が
、
紙
数
を

考
慮
し
て
最
低
限
度
に
留
め
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
充
足
す
る
つ
も
り
な
の
で
、
凡
例
は
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
〕
を
添
え
、
更
に

L
・
リ
ヒ
タ
ー
の
挿
絵
も
紙
面
の
許
す
限
り
掲
載
し
、
今
後
何
回
か
に
分
け
て
発
表
す
る
。
た
だ
し
、
K
H
M
と
ほ
ぼ
筋
が
一
致
す

る
も
の
は
原
則
と
し
て
番
号
と
タ
イ
ト
ル
だ
け
を
掲
げ
る
に
留
め
る
〔
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
一
流
の
お
も
し
ろ
さ
が
顕
著
な
場
合
は
訳

出
〕。

　

幸
い
編
集
委
員
会
の
ご
承
諾
を
得
て
、
L
・
リ
ヒ
タ
ー
の
挿
絵
は
全
て
掲
載
で
き
た
。
こ
の
最
後
の
訳
・
注
・
解
題
で
も
し
か
り
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
訳
出
し
な
か
っ
た
も
の
も
こ
こ
で
改
め
て
試
訳
の
対
象
と
す
る
。
K
H
M
と
類
似
し
て
い
て
も
、
あ
る
い

は
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
っ
て
も
、
D
M
B
八
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」
の
よ
う
に
、
K
H
M
一
五
と
は
異
な
り
、
子
ど
も
た
ち
に

対
す
る
母
親
の
行
動
が
必
ず
し
も
否
定
的
（
＝
悪
）
で
は
な
い
編
集
法
な
ど
、
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
手
法
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
そ
の
他
の
物
語
で
も
K
H
M
の
類
話
と
の
対
比
を
楽
し
ん
で
戴
け
れ
ば
幸
い
。
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七
五　

鳥
の
ホ
ー
ル
ゴ
ッ
ト
と
鳥
の
モ
ー
ザ
ム

　

と
あ
る
湖
だ
が
、
幾
筋
も
の
気
持
ち
の
良
い
小
川
が
流
れ
込
ん
で
い
て
、
魚
が
わ
ん
さ
か
お
り
、
周
り
一
帯
は
寂
し
い
地
方
だ
っ

た
。
こ
こ
へ
は
人
間
も
来
な
か
っ
た
し
、
蒼あ

お

鷺さ
ぎ

と
（
3
（

か
そ
の
他
魚
を
捕
食
す
る
鳥
た
ち
が
海
か
ら
飛
来
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
の
湖

を
発
見
し
た
の
は
一
羽
の
年
配
の
鳥
で
、
名
は
ホ
ー
ル
ゴ
ッ
ト
、
種
族
は
鶚

み
さ
ご

。（
（
（

こ
の
快
適
な
土
地
柄
、
湖
を
囲
む
穏
や
か
な
静
け
さ
、

そ
し
て
獲
物
の
豊
富
さ
は
心
に
叶か

な

っ
た
。
そ
こ
で
心
中
思
う
に
は
「
ど
う
だ
ろ
う
、
こ
こ
へ
女
房

と
家
族
を
連
れ
て
き
ち
ゃ
あ
。
な
に
し
ろ
こ
こ
な
ら
わ
し
ら
に
必
要
な
も
の
は
何
も
か
も
た
っ
ぷ

り
あ
る
し
、
わ
し
に
敵
対
す
る
や
つ
は
い
な
い
。
子
ど
も
た
ち
は
、
わ
し
ら
夫
婦
が
死
ん
だ
あ
か

つ
き
に
は
、
こ
こ
い
ら
の
土
地
を
素
晴
ら
し
い
遺
産
と
し
て
受
け
継
ぎ
た
が
る
だ
ろ
う
て
」。
さ

て
、
ホ
ー
ル
ゴ
ッ
ト
に
は
妻
が
い
て
、
家
の
巣
の
中
で
丁
度
孵か

え

り
か
け
て
い
る
卵
の
上
に
う
ず
く

ま
っ
て
い
た
。
こ
の
奥
さ
ん
、
お
気
に
入
り
の
男
友
だ
ち
が
あ
り
、
こ
れ
も
鳥
だ
っ
た
が
、
名
は

モ
ー
ザ
ム
と
い
っ
た
。
彼
女
は
こ
の
お
友
だ
ち
が
好
き
で
た
ま
ら
な
か
っ
た
の
で
、
彼
が
傍
に
い

な
け
れ
ば
、
飲
む
も
の
も
食
べ
る
も
の
も
味
気
な
か
っ
た
し
、
彼
抜
き
で
の
楽
し
み
事
と
か
気
晴

ら
し
な
ん
て
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
始
末
。

　

さ
て
夫
か
ら
、
か
の
す
て
き
な
地
方
に
移
り
住
む
、
と
い
う
考
え
と
決
心
を
打
ち
明
け
ら
れ
、

友
だ
ち
の
モ
ー
ザ
ム
に
そ
の
こ
と
を
話
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
堅
く
禁
じ
ら
れ
る
と
、
こ
れ
が
奥

さ
ん
に
は
途
方
も
な
く
辛
か
っ
た
の
で
、
ど
う
す
れ
ば
夫
に
感
づ
か
れ
ず
に
そ
の
計
画
を
お
友
だ

ち
に
洩
ら
せ
る
か
、
策
謀
を
思
い
巡
ら
し
た
。
そ
こ
で
こ
ん
な
こ
と
を
旦だ

ん
な那

様
に
言
っ
た
。「
あ
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の
う
ね
、
あ
た
し
の
大
事
な
ホ
ー
ル
ゴ
ッ
ト
、
も
う
す
ぐ
あ
た
し
た
ち
の
子
ど
も
た
ち
が
孵
る
で
し
ょ
。
そ
れ
で
あ
る
お
薬
の
こ
と
を

教
え
て
も
ら
っ
た
の
。
子
ど
も
た
ち
が
卵
か
ら
這は

い
出
す
時
こ
れ
を
使
う
と
、
翼
が
強
く
な
る
し
、
丈
夫
に
育
つ
ん
で
す
。
そ
の
上
子

ど
も
た
ち
の
生
涯
、
こ
の
お
薬
は
災
難
に
遭あ

わ
な
い
よ
う
守
っ
て
く
れ
ま
す
。
あ
た
し
、
こ
れ
か
ら
こ
の
お
薬
を
取
り
に
行
き
た
い

の
。
あ
な
た
が
許
し
て
く
だ
さ
る
な
ら
ね
。
そ
れ
で
か
ま
わ
な
い
っ
て
お
っ
し
ゃ
る
な
ら
だ
け
ど
」。

　
「
そ
り
ゃ
ど
ん
な
類
の
秘
薬
か
ね
」
と
ホ
ー
ル
ゴ
ッ
ト
。
妻
の
返
辞
「
あ
る
湖
に
い
る
お
魚
な
の
。
島
が
真
ん
中
に
あ
る
ん
で
す
け

ど
。
そ
の
湖
の
こ
と
は
だ
れ
も
知
ら
な
い
の
。
あ
た
し
と
お
薬
の
こ
と
を
あ
た
し
に
教
え
て
く
れ
た
ひ
と
以
外
は
。
で
、
ど
う
か
お
願

い
な
ん
だ
け
ど
、
あ
た
し
の
代
わ
り
に
卵
の
上
に
坐
っ
て
く
だ
さ
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
あ
た
し
、
そ
の
間
に
そ
の
お
魚
を
一
匹
か

二
匹
獲と

っ
て
来
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
あ
な
た
が
あ
た
し
た
ち
に
選
ん
で
く
だ
す
っ
た
新
し
い
棲す

み
か処

へ
子
ど
も
た
ち
を
連
れ
て
行
き
ま

し
ょ
う
ね
え
」。

　

こ
れ
を
聞
い
た
夫
が
妻
に
告
げ
る
に
は
「
分
別
の
あ
る
者
に
相ふ

さ
わ応

し
い
こ
と
じ
ゃ
な
い
な
。
そ
ん
じ
ょ
そ
こ
ら
の
医
者
が
勧
め
る
こ

と
を
何
で
も
試
す
な
ん
て
は
。
な
に
し
ろ
、
手
に
入
れ
る
な
ん
て
で
き
っ
こ
な
い
品
を
勧
め
る
手
合
い
が
少
な
く
な
い
か
ら
な
あ
。
獅

子
の
脂
だ
と
か
毒
蛇
の
毒
だ
と
か
が
病
人
の
役
に
立
つ
も
の
か
な
。
そ
ん
な
物
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
獅
子
を
殪た

お

し
た
り
、
毒
蛇
た
ち

を
巣
穴
に
探
し
に
出
掛
け
た
り
し
て
、
我
と
我
が
身
が
死
ぬ
危
険
を
冒
せ
、
と
い
う
の
か
ね
。
ど
こ
ぞ
の
医
者
の
勧
め
な
ん
か
を
真
に

受
け
て
。
止
め
る
が
い
い
、
お
お
、
妻
よ
、
お
ま
え
の
愚
か
し
い
も
く
ろ
み
は
な
。
ふ
た
り
で
例
の
と
こ
ろ
に
引
っ
越
そ
う
。
わ
し
ら

の
子
ど
も
た
ち
は
こ
こ
に
置
い
て
の
う
。
あ
そ
こ
で
は
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
魚
が
見
つ
か
る
よ
。
も
し
か
し
た
ら
そ
の
効
き
目
の
あ
る

と
か
い
う
魚
も
な
。
そ
う
し
た
ら
、
そ
の
こ
と
は
だ
れ
も
知
ら
ん
て
こ
と
に
な
る
。
わ
し
ら
は
別
と
し
て
。
気
遣
わ
し
い
、
危
険
き
わ

ま
る
場
所
で
薬
を
探
そ
う
と
す
る
と
、
あ
の
年
取
っ
た
猿
の
身
に
起
こ
っ
た
よ
う
な
こ
と
に
出
会
う
か
も
知
れ
ん
」。

─
「
そ
の
お

猿
さ
ん
の
身
に
何
が
起
こ
り
ま
し
た
の
」
と
鳥
の
奥
さ
ん
が
訊き

い
た
。
す
る
と
鳥
の
ホ
ー
ル
ゴ
ッ
ト
は
こ
ん
な
話
を
物
語
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
。

す
な
わ
ち
、『
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
」Grateful A

nim
als; U

ngrateful M
an.

　

原
題V

ogel H
olgott und V

ogel M
osam

.
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七
六　

二
匹
の
猿
の
話

　
「
あ
る
年
取
っ
た
猿
が
あ
る
実
り
豊
か
な
土
地
に
棲す

ん
で
い
た
。
こ
こ
に
は
木
木
や
果
物
、
水
や
草
地
が
有
り
余
る
ほ
ど
あ
っ
た
。

猿
は
こ
う
や
っ
て
た
だ
も
う
気
楽
な
生
活
を
送
っ
て
来
た
が
、
老
齢
に
な
る
と
疥か

い
せ
ん癬

を（
5
（

患
い
、
そ
れ
に
ひ
ど
く
苦
し
め
ら
れ
、
痩
せ
こ

け
て
弱
弱
し
く
な
っ
た
の
で
、
も
は
や
食
べ
物
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
へ
や
っ
て
来
た
別
の
猿
が
、
び
っ
く

り
し
て
訊
ね
た
。『
お
や
ま
あ
、
こ
り
ゃ
ど
う
し
た
こ
と
。
ど
う
見
て
も
、
あ
ん
た
、
病
気
で
衰
弱
し
て
る
よ
う
だ
が
』

─
『
あ
あ
』

と
年
取
っ
た
猿
は
溜
め
息
を
つ
い
た
。『
ど
う
考
え
て
も
こ
り
ゃ
神
様
の
ご
意
志
だ
て
。
そ
れ

か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
だ
れ
に
も
で
き
ん
』。
相
手
は
こ
う
言
っ
た
。『
お
い
ら
は
こ
ん
な
友
だ
ち

を
知
っ
て
る
。
同
じ
よ
う
な
長
患
い
を
し
て
て
ね
、
黒
い
毒
蛇
の
頭
以
外
に
ゃ
治
す
薬
が
な

か
っ
た
。
こ
れ
を
食
べ
た
ら
恢か

い
ふ
く復

し
た
の
さ
。
あ
ん
た
も
そ
う
し
た
ら
い
い
』。

─
年
取
っ

た
猿
が
応こ

た

え
て
『
そ
ん
な
毒
蛇
の
頭
な
ん
ぞ
だ
れ
が
わ
し
に
く
れ
る
の
か
ね
。
わ
し
は
こ
ん
な

に
弱
っ
と
る
の
で
、
木
か
ら
果
物
一
つ
捥も

い
で
来
る
こ
と
も
ろ
く
に
で
き
ん
の
だ
よ
』。
相
手

の
返
答
は
こ
う
だ
っ
た
。「
二
日
前
の
こ
と
だ
け
ど
、
お
い
ら
は
あ
る
岩
の
穴
の
外
に
人
間
の

男
が
立
っ
て
る
の
を
見
た
。
こ
の
人
間
は
穴
の
中
に
い
る
黒
い
毒
蛇
を
待
ち
伏
せ
し
て
、
舌
を

引
っ
こ
抜
こ
う
と
し
た
ん
だ
ね
。
そ
れ
が
入
用
だ
っ
た
ん
で
。
そ
こ
で
お
い
ら
、
あ
ん
た
を
運

ん
で
行
っ
て
あ
げ
る
。
人
間
が
毒
蛇
を
殺
し
て
た
ら
、
あ
ん
た
、
そ
の
頭
を
取
っ
て
、
喰く

う
が

い
い
」。

─
年
取
っ
た
猿
が
言
う
よ
う
『
わ
し
ゃ
あ
衰
え
と
っ
て
病
気
じ
ゃ
。
健
や
か
に

な
っ
て
力
を
取
り
戻
し
た
ら
、
お
ぬ
し
が
し
て
く
れ
た
こ
と
に
ぜ
ひ
お
礼
を
す
る
で
な
』。
そ
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こ
で
も
う
一
匹
の
猿
は
年
寄
り
猿
を
そ
の
岩
穴
に
連
れ
て
行
っ
た
。
そ
の
中
に
一
頭
の
龍
が
棲す

ん
で
い
る
の
を
知
っ
て
い
た
の
だ
。
穴

の
外
に
は
人
間
の
み
た
い
な
大
き
な
足
跡
が
幾
つ
も
あ
っ
た
。
年
取
っ
た
猿
は
、
こ
れ
は
そ
の
人
間
が
つ
け
た
足
跡
だ
、
毒
蛇
を
殺
し

た
の
だ
な
、
と
思
い
、
中
へ
這
い
込
ん
で
、
頭
を
探
し
た
。
す
る
と
龍
が
さ
っ
と
襲
い
掛
か
り
、
絞
め
殺
し
て
、
喰く

っ
て
し
ま
っ
た
。

若
い
猿
は
と
い
え
ば
、
仲
間
を
う
ま
う
ま
と
唆

そ
そ
の
かし

、
騙だ

ま

く
ら
か
し
て
、
す
て
き
な
果
樹
の
数
数
を
独
り
占
め
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の

を
嬉
し
が
っ
た
」。

　

奥
さ
ん
に
こ
う
語
り
終
わ
っ
た
鳥
の
ホ
ー
ル
ゴ
ッ
ト
は
更
に
こ
う
も
付
け
加
え
た
。「
わ
し
は
こ
ん
な
話
を
す
る
の
は
こ
れ
に
含
ま

れ
て
い
る
教
訓
の
た
め
だ
。
分
別
の
あ
る
者
は
、
愚
か
し
く
、
ま
た
い
か
が
わ
し
い
勧
め
を
真
に
受
け
て
お
の
が
命
を
賭
け
る
べ
き
で

は
な
い
、
と
い
う
な
」。
け
れ
ど
も
奥
さ
ん
は
言
っ
た
。「
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
は
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
で
も
、
こ
の
場
合
は
全
く
別
で

す
わ
。
だ
っ
て
、
あ
た
し
の
申
す
お
魚
は
危
な
い
こ
と
な
ん
ぞ
し
な
い
で
獲と

っ
て
来
ら
れ
る
ん
で
す
。
そ
し
て
子
ど
も
た
ち
に
と
て
も

役
に
立
つ
で
し
ょ
う
」。

　

鳥
の
ホ
ー
ル
ゴ
ッ
ト
は
、
道
理
に
叶か

な

っ
た
説
得
な
の
に
女
房
に
は
通
じ
な
か
っ
た
わ
い
、
と
悟
っ
て
譲
歩
し
た
。「
ど
う
し
て
も
気

に
な
る
な
ら
、
そ
の
魚
を
獲
っ
て
お
い
で
。
だ
が
な
、
こ
の
秘
密
も
も
う
一
つ
の
秘
密
も
だ
れ
に
も
打
ち
明
け
な
い
よ
う
注
意
す
る
ん

だ
よ
。
な
ぜ
な
ら
賢
者
た
ち
は
こ
う
教
え
て
い
る
。
分
別
あ
る
行
い
は
な
べ
て
頌ほ

む
べ
き
か
な
。
さ
れ
ど
、
何な

ん
ぴ
と人

も
見
出
さ
ざ
る
よ
う

お
の
が
秘
密
を
埋
め
る
者
こ
そ
、
こ
の
上
な
き
分
別
を
示
す
な
れ
、
と
な
」。
そ
こ
で
す
ぐ
さ
ま
奥
さ
ん
は
気
に
入
り
の
男
友
だ
ち

モ
ー
ザ
ム
の
許も

と

に
飛
ん
で
行
き
、
夫
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
逐
一
し
ゃ
べ
り
、
あ
る
気
持
ち
の
良
い
土
地
に
引
っ
越
し
た
が
っ
て
い
る

の
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
動
物
も
人
間
も
怖
が
る
必
要
は
な
い
の
、
と
告
げ
た
。
そ
れ
か
ら
い
わ
く
「
ね
え
、
あ
な
た
、
あ
な
た
も
そ
こ

へ
行
け
る
よ
う
な
工
夫
を
思
い
つ
か
な
い
。
そ
り
ゃ
う
ち
の
ひ
と
は
物
識
り
だ
し
、
あ
ん
な
決
心
を
し
て
る
け
ど
。
だ
っ
て
、
あ
た

し
、
ど
ん
な
良
い
こ
と
が
あ
っ
た
っ
て
、
あ
な
た
が
い
な
け
り
ゃ
楽
し
く
な
い
も
の
」。
鳥
の
モ
ー
ザ
ム
は
そ
れ
に
対
し
て
こ
う
言
っ
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た
。「
ど
う
し
て
ぼ
く
は
き
み
の
ご
亭
主
の
許
し
が
な
け
れ
ば
そ
こ
に
滞
在
で
き
な
い
の
か
な
。
ぼ
く
や
他
の
者
を
い
い
よ
う
に
す
る

力
を
だ
れ
が
ご
亭
主
の
手
に
渡
し
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
ぼ
く
も
そ
こ
へ
引
き
移
る
の
を
だ
れ
が
ぼ
く
に
禁
じ
る
の
だ
。
ぼ
く
は
即
刻

そ
こ
へ
飛
ん
で
行
っ
て
、
巣
を
作
る
。
そ
ん
な
に
申
し
分
の
な
い
場
所
な
ら
な
。
そ
し
て
ご
亭
主
が
や
っ
て
来
て
、
ぼ
く
を
追
い
払
お

う
と
し
た
ら
、
ぼ
く
は
巣
を
し
っ
か
り
守
り
抜
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
ご
亭
主
に
こ
う
も
言
お
う
。
あ
ん
た
も
あ
ん
た
の
先
祖
も

こ
こ
に
定
住
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
ぼ
く
や
他
の
者
よ
り
も
こ
の
土
地
に
権
利
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
ね
」。
奥
さ
ん
の

返
辞
「
あ
な
た
の
言
う
こ
と
は
間
違
っ
ち
ゃ
い
な
い
わ
。
で
も
ね
、
あ
な
た
が
そ
の
土
地
に
い
て
く
れ
る
に
し
て
も
、
あ
た
し
た
ち
皆

の
間
柄
が
平
和
で
睦む

つ

ま
じ
い
っ
て
こ
と
が
大
切
だ
わ
。
あ
な
た
が
う
ち
の
ひ
と
の
意
志
に
逆
ら
っ
て
あ
ち
ら
へ
行
っ
た
ら
、
あ
た
し
た

ち
悪
い
評
判
を
立
て
ら
れ
る
の
を
覚
悟
し
な
く
ち
ゃ
ね
。
そ
し
て
あ
た
し
た
ち
の
仲
は
悲
し
い
結
末
に
な
っ
ち
ゃ
う
。
あ
た
し
は
、
こ

う
す
れ
ば
い
い
、
と
思
う
。
あ
な
た
は
う
ち
の
ひ
と
の
と
こ
に
行
く
の
。
あ
た
し
た
ち
が
相
談
し
た
こ
と
を
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
て

ね
。
そ
う
し
て
う
ち
の
ひ
と
に
こ
う
言
う
の
（
あ
た
し
が
帰
る
前
に
よ
）。
例
の
と
っ
て
も
す
て
き
な
土
地
を
あ
な
た
が
見
つ
け
た
っ

て
。
そ
し
て
そ
こ
へ
移
住
し
よ
う
、
と
思
い
つ
い
た
っ
て
。
そ
う
す
る
と
う
ち
の
ひ
と
は
あ
な
た
に
こ
う
答
え
る
で
し
ょ
。
自
分
は
も

う
と
う
に
そ
の
場
所
を
見
つ
け
た
、
そ
し
て
そ
こ
へ
引
っ
越
そ
う
と
決
心
し
た
、
と
ね
。
そ
し
た
ら
あ
な
た
は
こ
う
言
う
の
。『
お
お
、

友
の
ホ
ー
ル
ゴ
ッ
ト
よ
、
そ
れ
で
は
あ
な
た
が
一
番
乗
り
。
そ
れ
に
あ
の
場
所
は
わ
た
し
な
ど
よ
り
あ
な
た
に
こ
そ
相ふ

さ
わ応

し
い
。
け
れ

ど
、
お
願
い
だ
。
あ
な
た
の
近
く
に
こ
の
わ
た
し
を
住
ま
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
わ
た
し
は
そ
の
地
で
あ
な
た
に
と
っ
て

ひ
と
り
の
真ま

こ
と実

の
友
に
し
て
仲
間
と
な
り
ま
し
ょ
う
』
と
ね
」。

　

鳥
の
モ
ー
ザ
ム
は
こ
の
入
れ
知
恵
に
従
い
、
大
急
ぎ
で
鳥
の
ホ
ー
ル
ゴ
ッ
ト
の
許
に
飛
ん
で
行
き
、
一
方
奥
さ
ん
の
方
は
行
き
当
た

り
ば
っ
た
り
の
池
に
出
掛
け
て
魚
を
二
匹
捕
ま
え
、
そ
れ
が
霊れ

い
げ
ん験

あ
ら
た
か
な
奇き

蹟せ
き

の
魚
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
い
、
巣
に
持
ち
帰
っ

た
。
さ
て
、
鳥
の
ホ
ー
ル
ゴ
ッ
ト
は
、
モ
ー
ザ
ム
が
仲
間
に
な
る
こ
と
が
そ
ち
ら
の
た
め
だ
、
と
の
申
し
出
を
受
け
入
れ
た
。
で
も
奥
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さ
ん
は
裏
切
り
を
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
、
自
分
の
お
友
だ
ち
に
旦
那
様
が
譲
歩
し
た
の
が
気
に
入
ら
な
い
、
と
い
っ
た
ふ
り
を
し

て
、
こ
う
言
っ
た
も
の
。「
だ
っ
て
あ
の
土
地
は
、
あ
た
し
た
ち
、
自
分
た
ち
だ
け
の
た
め
に
選
ん
だ
ん
で
し
ょ
う
。
あ
た
し
、
心
配

で
す
。
鳥
の
モ
ー
ザ
ム
が
あ
た
し
た
ち
と
一
緒
に
移
っ
た
ら
、
あ
の
ひ
と
の
た
く
さ
ん
の
お
友
だ
ち
も
随つ

い
て
来
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ

て
。
そ
し
た
ら
結
局
は
あ
ち
ら
の
多
人
数
の
前
に
頭
を
下
げ
な
き
ゃ
な
ら
な
く
な
り
ま
す
わ
ね
」。
こ
れ
に
夫
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

「
お
ま
え
の
言
う
こ
と
は
も
っ
と
も
だ
。
だ
が
、
わ
し
は
モ
ー
ザ
ム
を
信
じ
て
い
る
。
そ
れ
に
、
あ
れ
の
助
力
が
あ
れ
ば
、
う
る
さ
い

や
つ
ら
か
ら
身
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
、
と
思
う
。
だ
か
ら
、
あ
あ
い
う
友
が
わ
し
ら
の
近
く
に
住
む
の
は
良
い
こ
と
か
も
知

れ
ぬ
。
だ
れ
し
も
自
分
の
体
力
、
自
分
の
能
力
を
あ
ま
り
過
信
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
わ
し
ら
は
鳥
た
ち
の
中
で
は
最
強

だ
が
、
助
け
と
い
う
も
の
は
な
、
弱
い
者
が
強
い
者
に
打
ち
勝
つ
の
に
役
立
つ
こ
と
が
あ
る
。
猫
た
ち
が
か
の
狼
に
打
ち
勝
っ
た
よ
う

に
な
」。

　
「
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
の
で
す
」
と
ホ
ー
ル
ゴ
ッ
ト
の
奥
さ
ん
が
訊た

ず

ね
る
と
、
ホ
ー
ル
ゴ
ッ
ト
は
こ
ん
な
話
を
し
て
聞
か
せ
た
。

解
題

言
う
ま
で
も
な
く
、
猿
の
物
語
は
枠
物
語
の
典
型
。
次
も
し
か
り
。

A
T
該
当
無
し
。

原
題V

on zw
ei A

ffen.
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七
七　

狼
お
お
か
みと
野
猫
た
ち
の
話

　
「
海
辺
に
狼
の
一
群
が
い
た
。
そ
の
中
の
一
匹
が
特
に
血
に
渇
い
て
い
て
、
あ
る
時
、
仲

間
内
で
特
別
名
を
挙
げ
よ
う
、
と
思
い
立
ち
、
夥

お
び
た
だし

い
数
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
動
物
が

棲せ
い
そ
く息

し
て
い
る
あ
る
山
地
に
、
狩
を
し
よ
う
と
入
り
込
ん
だ
。
と
こ
ろ
で
こ
の
山
地
は
柵
で

囲
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
の
動
物
た
ち
は
他
の
動
物
た
ち
か
ら
安
全
で
、
お
互
い
仲
睦む

つ

ま
じ
く

暮
ら
し
て
い
た
。
そ
の
中
に
は
野
猫
と
い
う
か
猫
と
い
う
か（

6
（

、
そ
う
い
う
一
群
も
い
て
、
上

に
王
を
戴い

た
だ

い
て
い
た
。
さ
て
例
の
狼
は
計
略
を
用
い
て
柵
を
通
り
抜
け
、
ひ
っ
そ
り
身
を
隠

し
、
毎
日
一
匹
の
猫
を
捕
ら
え
て
は
、
こ
れ
を
喰く

っ
た
。
猫
た
ち
は
こ
れ
に
ひ
ど
く
悩
み
、

善
後
策
を
講
じ
る
た
め
王
の
許も

と

に
集
ま
っ
た
。
そ
の
内
に
と
り
わ
け
三
匹
の
賢
い
、
分
別
豊

か
な
牡
猫
が
い
た
。
王
は
こ
の
猫
た
ち
を
相
談
役
に
任
命
、
ま
ず
一
番
目
の
猫
に
狼
の
害
に

ど
う
対
抗
す
る
か
、
そ
の
考
え
を
問
う
た
。
一
番
目
の
牡
猫
い
わ
く
『
私
め
は
こ
の
巨
大
な

怪
物
に
ど
う
対
抗
し
た
も
の
や
ら
神
の
お
慈
悲
に
お
縋す

が

り
す
る
以
外
一
向
知
恵
が
浮
か
び
ま

せ
ぬ
。
な
に
し
ろ
ど
う
し
て
狼
に
抗あ

ら
が

え
ま
し
ょ
う
』。
王
が
二
番
目
の
牡
猫
に
訊き

く
と
、
こ

れ
は
こ
う
答
え
た
。『
や
つ
が
れ
は
、
我
ら
一
同
も
ろ
と
も
に
こ
の
地
を
離
れ
、
他
の
も
っ

と
平
穏
な
地
を
探
す
よ
う
、
ご
忠
言
つ
か
ま
つ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
我
ら
多
大
な
悲
哀
と
肉

体
お
よ
び
生
命
の
危
険
の
裡う

ち

に
過
ご
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
の
で
』。
が
、
三
番
目
の
牡
猫
は

王
の
諮し

問も
ん

に
こ
う
発
言
し
た
。『
そ
れ
が
し
が
お
勧
め
い
た
す
の
は
、
こ
の
地
に
留
ま
り
、



267

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（その六）　訳・注・解題　鈴木　滿

か
の
狼
ご
と
き
の
た
め
に
流
浪
の
旅
に
出
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
併
せ
て
、
か
く
す
れ
ば
か
や
つ
を
殪た

お

せ
る
と
い
う
考
え
も
ご
ざ
い

ま
す
が
」。

─
『
そ
れ
を
申
し
て
み
よ
』
と
王
が
命
じ
る
と
、
牡
猫
は
言
葉
を
続
け
た
。『
我
ら
が
注
意
い
た
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
の

は
、
狼
め
が
新
た
な
獲
物
を
手
に
入
れ
た
折
、
い
ず
こ
へ
や
つ
め
が
そ
れ
を
運
び
、
喰
ら
い
尽
く
す
か
で
ご
ざ
る
。
し
か
る
時
、
お

お
、
王
よ
、
陛
下
と
そ
れ
が
し
、
お
よ
び
我
ら
の
最
も
強
き
者
ど
も
が
、
我
ら
も
や
つ
の
喰
い
余
し
を
喰
ら
わ
ん
か
の
ご
と
く
や
つ
め

に
近
づ
き
ま
す
。
さ
す
れ
ば
や
つ
め
は
お
の
が
身
は
安
全
と
思
い
、
我
ら
の
こ
と
は
い
さ
さ
か
も
心
に
懸
け
ま
す
ま
い
。
そ
の
時
、
そ

れ
が
し
が
や
つ
め
に
跳
び
掛
か
り
、
両
の
目
の
玉
を
抉え

ぐ

り
出
し
ま
す
る
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
、
他
の
者
た
ち
が
皆
や
つ
め
に
襲
い
掛
か

ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ぬ
。
そ
う
い
た
せ
ば
や
つ
め
は
も
は
や
我
ら
か
ら
そ
の
身
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ぬ
。
そ
の
際
我
ら
の
内
の
だ
れ

か
れ
が
命
を
失
う
か
手
傷
を
負
う
か
し
よ
う
、
と
思
い
惑
っ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
ら

は
自
分
自
身
と
我
ら
の
子
ど
も
た
ち
を
敵
か
ら
救
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
ご
ざ
る
。
し
て
賢
者
は
父
祖
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
に
怯お

じ
恐
れ
て
別
れ
を
告
げ
は
い
た
し
ま
せ
ぬ
。
い
な
、
賢
者
は
肉
体
と
生
命
に
危
険
を
冒
し
て
こ
れ
を
守
り
抜
き
ま
す
る
』。
こ
の
進
言

を
王
は
善
し
と
し
た
。
そ
れ
か
ら
こ
う
な
っ
た
。
狼
が
う
ま
く
獲
物
を
捕
ら
え
、
そ
れ
を
と
あ
る
巌
の
上
へ
と
引
き
ず
っ
て
行
く
と
、

猫
た
ち
は
か
の
大
胆
不
敵
な
賢
い
猫
が
提
案
し
た
こ
と
を
遣や

り
遂
げ
た
の
だ
。
そ
し
て
狼
は
猫
た
ち
の
鉤か

ぎ

爪づ
め

に
引
き
裂
か
れ
、
無
数
の

咬か

み
傷
を
負
っ
て
、
お
め
お
め
と
命
を
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」。

　
「
こ
う
し
た
譬た

と

え
話
を
」
と
鳥
の
ホ
ー
ル
ゴ
ッ
ト
は
言
葉
を
続
け
た
。「
お
ま
え
に
語
る
の
は
な
、
愛い

と

し
い
妻
よ
、
信ま

こ
と実

の
友
情
は
大

い
に
助
け
に
な
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
お
ま
え
に
分
か
っ
て
欲
し
い
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
わ
し
は
鳥
の
モ
ー
ザ
ム
を
わ
し
の
友
人
、

仲
間
と
し
て
喜
ん
で
一
緒
に
連
れ
て
行
く
」。
奥
さ
ん
は
こ
れ
を
聞
く
と
、
自
分
の
企
み
が
疑
わ
れ
ず
に
済
み
、
望
み
通
り
の
結
果
に

な
っ
た
の
で
、
内
心
歓
呼
し
た
。
こ
う
し
て
三
羽
の
鳥
た
ち
は
そ
の
気
持
ち
の
良
い
土
地
目
指
し
て
飛
び
立
っ
た
。
そ
う
こ
う
す
る
う

ち
卵
か
ら
孵か

え

っ
て
い
た
子
ど
も
た
ち
は
古
い
巣
に
残
し
、
か
の
地
で
別
別
に
巣
を
営
み
、
豊
か
な
食
餌
に
恵
ま
れ
て
暫
く
の
間
和
や
か
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に
睦
ま
じ
く
暮
ら
し
た
。
そ
し
て
年
を
取
り
弱
く
な
っ
た
鳥
の
ホ
ー
ル
ゴ
ッ
ト
と
そ
の
妻
は
、
鳥
の
モ
ー
ザ
ム
が
大
い
に
お
気
に
入
り

だ
っ
た
。
け
れ
ど
、
す
ぐ
に
分
か
る
の
だ
が
、
あ
ち
ら
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
。

　

か
ら
か
ら
に
渇
い
た
炎
暑
の
時
期
が
到
来
、
万
物
が
枯
死
し
、
湖
も
干
上
が
り
、
魚
も
死
ん
だ
。
す
る
と
鳥
の
モ
ー
ザ
ム
は
心
中
こ

う
呟つ

ぶ
や

い
た
。「
信ま

こ
と実

の
仲
間
と
い
う
の
は
け
っ
こ
う
な
こ
と
だ
し
、
友
人
同
士
の
助
け
合
い
は
褒
め
も
の
だ
。
だ
が
、
だ
れ
し
も
一
番

か
わ
い
い
の
は
自
分
自
身
。
自
分
自
身
に
何
の
役
に
も
立
た
な
い
よ
う
な
や
つ
が
、
ど
う
し
て
他
の
者
の
役
に
立
て
よ
う
。
先
行
き
ま

ず
く
な
る
の
を
見
通
さ
ず
避
け
な
い
よ
う
な
や
つ
は
、
ま
ず
い
こ
と
に
な
っ
た
時
、
そ
れ
か
ら
逃
げ
ら
れ
は
し
な
い
。
こ
の
鳥
同
士
の

仲
間
付
き
合
い
が
ま
ず
い
こ
と
に
な
り
、
ぶ
っ
壊
れ
る
こ
と
は
お
れ
に
は
今
か
ら
目
に
見
え
て
る
。
一
日
一
日
食
い
物
が
少
な
く
な
っ

て
い
る
か
ら
な
あ
。
と
ど
の
つ
ま
り
あ
の
ふ
た
り
は
お
れ
を
追
っ
払
う
だ
ろ
う
。
が
、
お
れ
は
こ
こ
が
気
に
入
っ
て
い
る
し
、
あ
の
連

中
が
仲
間
で
な
く
て
も
独
り
で
こ
こ
で
暮
ら
し
て
行
け
る
。
と
な
る
と
、
お
れ
が
あ
い
つ
ら
を
出
し
抜
い
て
、
厄
介
払
い
し
ち
ま
う
方

が
ど
う
や
ら
良
さ
そ
う
だ
て
。
そ
れ
も
ま
ず
亭
主
を
な
。
な
に
し
ろ
あ
の
女
房
は
心
底
お
れ
を
信
用
し
て
る
し
、
言
う
こ
と
を
聞
か
せ

る
の
は
あ
っ
ち
よ
り
遙
か
に
簡
単
だ
か
ら
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
あ
れ
は
亭
主
を
殺
す
の
に
手
を
貸
す
か
も
知
れ
ん
」。

　

こ
う
し
た
邪

よ
こ
し
まで

あ
さ
ま
し
い
考
え
を
抱
い
て
鳥
の
モ
ー
ザ
ム
は
奥
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
飛
ん
で
行
き
、
悲
し
げ
な
打
ち
拉ひ

し

が
れ
た
様
子

で
近
づ
い
た
。
相
手
が
「
ど
う
し
て
そ
ん
な
悲
し
そ
う
な
お
顔
を
し
て
い
る
の
」
と
訊
ね
る
と
、
こ
う
答
え
た
も
の
。「
ぼ
く
が
悲
し

ん
で
い
る
の
は
こ
の
ひ
ど
い
ご
時
勢
で
ね
。
そ
し
て
饑き

が餓
と
い
う
魔
物
が
襲
い
か
か
っ
て
来
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
恐
れ
戦お

の
の

い
て

い
る
の
だ
よ
。
そ
し
て
こ
の
心
が
最
も
憂
え
て
い
る
の
は
き
み
の
こ
と
。
き
み
に
役
立
ち
そ
う
な
こ
と
を
一
つ
知
っ
て
い
る
。
ぼ
く
の

忠
告
が
き
み
に
愚
か
し
く
思
え
な
け
れ
ば
の
話
だ
が
」

─
「
そ
れ
は
な
あ
に
」
と
奥
さ
ん
。
モ
ー
ザ
ム
が
言
う
よ
う
「
友
情
の
絆き

ず
な

は

血
縁
の
絆
よ
り
値
打
ち
が
あ
る
。
な
に
し
ろ
血
縁
の
絆
は
毒
よ
り
も
有
害
な
こ
と
が
よ
く
あ
る
か
ら
。
諺

こ
と
わ
ざに

い
わ
く
。
兄
弟
が
一
人
少

な
き
ゃ
、
敵
も
そ
れ
だ
け
少
な
い
も
の
、
と
ね
。
そ
れ
か
ら
、
親
戚
い
な
け
り
ゃ
、
嫉そ

ね

ま
れ
も
せ
ぬ
、
と
か
。
ぼ
く
は
、
き
み
に
役
立
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つ
こ
と
を
ぜ
ひ
勧
め
た
い
の
だ
、
愛
し
い
お
友
だ
ち
。
遣
り
遂
げ
る
の
が
き
み
に
は
辛
く
思
え
る
だ
ろ
う
が
。
ぼ
く
が
打
ち
明
け
て
言

う
こ
と
を
き
み
は
真
っ
当
で
は
な
い
と
思
う
だ
ろ
う
。
だ
が
ね
、
こ
の
ぼ
く
の
目
に
は
取
る
に
足
ら
ぬ
よ
う
に
見
え
る
」。
そ
こ
で
奥

さ
ん
「
あ
な
た
の
お
話
を
聞
く
と
ど
き
ど
き
し
ち
ゃ
う
。
あ
な
た
が
何
を
考
え
て
る
の
か
分
か
ら
な
い
し
、
あ
な
た
が
あ
た
し
に
良
く

な
い
こ
と
を
勧
め
る
と
は
思
わ
な
い
け
ど
。
で
も
ね
、
あ
な
た
の
た
め
に
死
ぬ
の
な
ん
て
あ
た
し
に
は
簡
単
な
こ
と
よ
。
だ
か
ら
、

言
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
。
だ
っ
て
、
信ま

こ
と実

の
お
友
だ
ち
の
た
め
に
命
を
捧
げ
な
い
な
ん
て
ひ
と
、
と
っ
て
も
お
莫ば

か迦
さ
ん
よ
。
だ
っ
て
、

お
友
だ
ち
っ
て
い
つ
だ
っ
て
兄
弟
や
子
ど
も
た
ち
な
ん
か
よ
り
役
に
立
っ
て
く
れ
る
ん
で
す
も
の
」。
モ
ー
ザ
ム
は
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り

悪
企
み
を
語
り
始
め
た
。「
こ
う
し
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
だ
よ
。
き
み
が
あ
ん
な
に
骨
折
っ
て
面
倒
み
な
く
っ
ち
ゃ

な
ら
な
い
、
年
取
っ
て
体
の
弱
い
き
み
の
旦
那
か
ら
解
放
さ
れ
る
よ
う
に
や
っ
て
み
た
ら
ど
う
か
な
っ
て
。
そ
う
す
り
ゃ
き
み
に
は
幸

福
幸
運
が
到
来
だ
。
き
み
と
一
緒
に
ぼ
く
に
も
ね
。
こ
ん
な
こ
と
を
な
ぜ
勧
め
る
の
か
そ
の
理
由
は
訊
か
な
い
で
お
く
れ
。
こ
れ
を
き

み
が
や
っ
て
の
け
る
ま
で
は
。
だ
っ
て
、
良
い
理
由
が
な
け
れ
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
を
き
み
に
勧
め
る
わ
け
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

信
じ
て
ね
。
ぼ
く
は
き
み
に
き
っ
と
も
っ
と
す
て
き
な
、
も
っ
と
若
い
夫
を
見
つ
け
て
あ
げ
る
。
い
つ
ま
で
も
君
を
愛
し
守
る
夫
を
。

そ
れ
に
き
み
が
ぼ
く
の
勧
め
通
り
に
し
な
け
れ
ば
、
け
っ
こ
う
な
忠
告
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
あ
の
鼠ね

ず
み

み
た
い
な
こ
と
に
な
る
よ
」。

　

そ
こ
で
鳥
の
奥
さ
ん
が
「
そ
の
鼠
さ
ん
の
身
に
何
が
起
こ
っ
た
の
」
と
訊
ね
る
と
、
モ
ー
ザ
ム
は
こ
ん
な
話
を
し
た
。

解
題

A
T
該
当
無
し
。

原
題V

on den W
olf und den M

aushunden.
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七
八　

猫
と
鼠
ね
ず
み

　
「
昔
む
か
し
、
人
間
の
男
が
い
た
。
鼠
た
ち
が
そ
の
食
料
貯
蔵
室
に
す
こ
ぶ
る
害
を
働
い
た
の
で
、
鼠
た
ち
を
追
い
払
い
、
退
治
さ

せ
よ
う
と
、
猫
を
一
匹
飼
っ
た
。
さ
て
、
鼠
た
ち
の
中
に
ま
こ
と
に
体
の
大
き
い
の
が
お
り
、
こ
れ
は
他
の
よ
り
力
も
強
か
っ
た
。
事

態
を
知
る
と
こ
の
鼠
は
安
全
な
場
所
か
ら
こ
の
猫
と
話
を
交
わ
す
折
を
窺う

か
が

い
、
こ
う
言
っ
た
。『
あ
な
た
の
主
人
が
、
私
と
仲
間
を
追

い
払
い
、
殺
す
よ
う
に
、
あ
な
た
に
指
図
い
た
し
た
こ
と
は
承
知
し
て
お
り
ま
す
。
さ
て
、
あ
な
た
と
お
近
づ
き
に
な
れ
て
嬉
し
ゅ
う

ご
ざ
い
ま
す
。
あ
な
た
の
ご
愛
顧
を
忝

か
た
じ
け
なく

し
、
あ
な
た
と
平
和
に
お
付
き
合
い
い
た
し
と
う
存
じ
ま
す
』。
猫
い
わ
く
『
あ
な
た
と
お

知
り
合
い
に
な
れ
て
殊こ

と

の
外ほ

か

喜
ば
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
ご
と
き
に
あ
な
た
と
ご
友ゆ

う

誼ぎ

を
結
ぶ
誉
れ
を
与
え
て
く
だ
さ
る
な
ら
、
ま

こ
と
に
も
っ
て
あ
り
が
た
い
こ
と
。
あ
な
た
と
の
ご
交
際
は
こ
の
上
な
く
願
わ
し
く
も
あ
り
ま
す
が
、
で
も
私
、
自
分
が
守
れ
な
い
こ

と
を
あ
な
た
に
お
約
束
す
る
わ
け
に
は
ま
い
り
ま
せ
ん
。
ね
え
、
鼠
様
、
私
の
主
人
は
私
を
こ
の
家
の
番
人
に
任
じ
ま
し
た
で
し
ょ
。

あ
な
た
と
あ
な
た
の
一
族
が
こ
れ
以
上
主
人
に
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
。
も
し
私
が
あ
な
た
に
手
出
し
を
控
え
ま
し
た
ら
、
ろ
く
で
も

な
い
猫
め
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
わ
。
で
す
か
ら
、
私
の
主
人
に
害
を
加
え
る
の
を
お
止
め
に
な
る
か
、
こ
の
家
を
出
て
、
他
に

気
持
ち
の
良
い
棲す

み
か処

を
お
探
し
に
な
る
か
、
ど
ち
ら
か
に
な
す
っ
て
く
だ
さ
い
な
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
ひ
ど
い
目
に
遭あ

っ
て
も
私
の
せ

い
に
し
な
い
こ
と
』。
鼠
『
謹
ん
で
お
願
い
い
た
し
ま
し
た
よ
う
に
、
ま
た
、
私
の
お
願
い
と
申
す
の
は
こ
れ
だ
け
な
の
で
す
が
、
ど

う
か
私
の
勝
手
な
ふ
る
ま
い
を
大
目
に
見
て
く
だ
さ
い
ま
し
。
そ
し
て
ご
友
誼
を
賜
り
と
う
存
じ
ま
す
』。『
え
え
、
え
え
』
と
猫
。

『
あ
な
た
は
私
に
と
っ
て
大
事
な
か
た
。
で
も
ね
、
あ
な
た
へ
の
友
情
と
、
お
仲
間
た
ち
が
私
の
主
人
に
加
え
る
損
害
に
つ
い
て
私
が

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
、
ど
う
や
っ
て
私
、
両
立
さ
せ
た
ら
い
い
の
か
し
ら
。
あ
な
た
が
た
を
生
か
し
て
お
い
た
ら
、
主
人
は

私
を
殺
し
ま
す
。
そ
れ
も
当
然
の
こ
と
。
で
す
か
ら
ね
、
こ
う
し
ま
し
ょ
。
私
、
あ
な
た
に
三
日
の
猶ゆ

う

与よ

を
あ
げ
ま
す
わ
。
そ
の
間
に
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あ
な
た
は
別
の
住
ま
い
に
移
れ
ば
い
い
』。
鼠
は
答
え
た
。『
こ
の
住
ま
い
か
ら
離
れ
る
の
は
と
っ
て
も
難
し
い
し
、
と
っ
て
も
厭
。

私
、
あ
な
た
に
近
寄
ら
な
い
よ
う
用
心
し
て
、
好
き
な
だ
け
こ
こ
に
ず
っ
と
お
り
ま
す
』。
猫
は
自
分
の
言
葉
を
き
ち
ん
と
守
り
、
三

日
の
間
鼠
に
手
出
し
を
差
し
控
え
た
。
そ
こ
で
鼠
は
し
ご
く
安
心
し
切
っ
て
、
家
に
猫
が
い
る
よ
う
な
進
退
は
全
く
も
う
し
な
か
っ

た
。
三
日
経
っ
た
時
、
鼠
は
ま
た
ま
た
何
も
気
に
懸
け
ず
に
巣
穴
か
ら
走
り
出
た
。
す
る
と
猫
は
食
料
貯
蔵
室
の
隅
で
待
ち
伏
せ
し
、

鼠
に
跳
び
掛
か
っ
て
、
捉と

ら

え
、
ぺ
ろ
り
と
食
べ
て
し
ま
っ
た
」。

　
「
こ
の
譬た

と

え
話
で
」
と
鳥
の
モ
ー
ザ
ム
は
言
葉
を
続
け
た
。「
き
み
に
分
か
る
だ
ろ
う
け
ど
、

信ま
こ
と実

の
友
の
忠
告
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
の
は
分
別
の
あ
る
者
に
相ふ

さ
わ応

し
く
な
い
。
そ
れ
に
こ

ん
な
諺
が
あ
る
。
友
の
忠
告
は
苦
い
薬
み
た
い
な
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
で
も
効
き
目
が
あ
っ

て
、
長
患
い
を
追
っ
払
う
、
と
ね
」。

　

鳥
の
奥
さ
ん
が
長
い
こ
と
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
そ
れ
か
ら
、
悪
業
の
証
拠
が
己お

の

が
身
を

指
し
示
さ
な
い
よ
う
に
遣や

り
遂
げ
る
に
は
ど
う
す
べ
き
か
、
思
い
惑
っ
て
い
る
と
、
偽
り
の
友

は
こ
う
知
恵
を
付
け
た
。
漁
師
が
大
き
な
魚
を
誘お

び

き
寄
せ
る
た
め
に
鋭
い
釣
り
鉤ば

り

を
差
し
込
ん

だ
魚
を
一
匹
手
に
入
れ
、
そ
れ
を
旦
那
が
食
べ
る
他
の
魚
の
中
に
混
ぜ
て
お
く
の
だ
、
そ
う
す

れ
ば
旦
那
は
そ
れ
を
咽の

ど

に
詰
ま
ら
せ
て
死
ん
で
し
ま
う
だ
ろ
う
、
と
。
妻
は
そ
う
し
た
。
夫
は

な
に
ぶ
ん
年
取
っ
て
い
た
し
、
自
分
で
は
も
う
魚
を
獲と

る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
妻
に
空
腹
で

苦
し
む
が
ま
ま
に
さ
れ
た
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
魚
を
釣
り
鉤
も
ろ
と
も
が
つ
が
つ

と
呑
み
込
み
、
そ
の
た
め
窒
息
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
起
こ
っ
た
時
、
ホ
ー
ル
ゴ
ッ
ト
は
か

く
も
惨
め
に
自
分
を
死
の
手
に
委
ね
た
者
た
ち
を
呪
っ
た
。
さ
て
こ
れ
が
終
わ
る
と
、
鳥
の
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モ
ー
ザ
ム
は
僅
か
な
間
こ
の
不
実
な
妻
と
一
緒
に
暮
ら
し
た
が
、
食
料
が
ま
す
ま
す
め
っ
た
に
手
に
入
ら
な
く
な
る
と
、
女
が
ひ
ど
く

煩
わ
し
く
な
り
始
め
、
殺
そ
う
と
襲
い
掛
か
っ
た
。
丁
度
そ
の
時
女
の
息
子
た
ち
が
そ
こ
へ
飛
ん
で
来
た
。
息
子
た
ち
は
愛
す
る
両
親

を
訪
ね
よ
う
と
や
っ
て
来
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
鳥
の
モ
ー
ザ
ム
を
押
さ
え
つ
け
た
。
彼
ら
の
母
親
は
も
う
瀕
死
だ
っ
た
が
、
子
ど
も

た
ち
に
な
に
も
か
も
告
白
し
、
身み

罷ま
か

っ
た
。
そ
こ
で
息
子
た
ち
は
尖と

が

っ
た
嘴

く
ち
ば
しで

鳥
の
モ
ー
ザ
ム
の
両
眼
を
つ
つ
き
出
し
、
悲
惨
な
て
い

た
ら
く
で
飢
え
死
に
す
る
に
任
せ
、
彼
に
よ
っ
て
両
親
に
加
え
ら
れ
た
二
重
の
お
ぞ
ま
し
い
犯
行
に
復ふ

く

讐し
ゅ
うし

た
。

解
題

A
T
一
一
一
「
猫
と
鼠
の
話
し
合
い
」T

he Cat and the M
ouse Converse.

原
題D

ie K
atze und die M

aus.
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七
九　

山
や
ま
う
ず
ら鶉（
7
）

　

昔
金
持
ち
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
あ
る
王
国
を
旅
し
て
い
た
。
金き

ん

子す

や
ら
品
物
や
ら
で
莫
大
な
財
宝
を
身
に
着
け
て
い
た
。
さ
て
、
あ
る
広

大
な
森
を
抜
け
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
、
所
持
金
の
た
め
に
森
の
中
で
命
を
奪
わ
れ
る
に
違
い
な
い
、
と
恐
ろ
し
く
な

り
、
そ
の
国
の
王
の
許も

と

に
赴
き
、
贈
り
物
を
差
し
出
し
て
、
確
か
な
男
を
一
人
、
そ
の
森
と
王
国
を
抜
け
る
ま
で
警
護
役
と
し
て
付
け

て
く
れ
る
よ
う
懇
請
し
た
。
そ
こ
で
王
は
自
分
の
酌

し
ゃ
く

人に
ん

に（
8
（

、
ユ
ダ
ヤ
人
を
護
衛
す
る
よ
う
命
じ
た
。
酌
人
は
仰
せ
畏か

し
こ

み
、
ユ
ダ
ヤ
人
に

警
護
役
と
し
て
同
伴
し
た
。

　

さ
て
こ
の
二
人
が
森
の
奥
に
入
っ
て
し
ま
う
と
、
酌
人
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
財
宝
が
な
ん
と
も

欲
し
く
て
堪
ら
な
く
な
く
な
り
、
途
中
で
つ
と
立
ち
止
ま
る
と
、「
前
を
行
け
」
と
言
っ
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
は
仰
天
し
、
酌
人
の
邪

よ
こ
し
まな

意
図
を
察
し
、
前
に
行
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。
酌
人
は

す
ぐ
さ
ま
携
え
て
い
た
剣
を
鞘さ

や

か
ら
抜
き
放
ち
、「
ユ
ダ
ヤ
人
、
き
さ
ま
は
こ
こ
で
わ
し
の

手
に
掛
か
っ
て
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
怒
鳴
っ
た
。

─
「
お
お
、
酌
人
さ
ん
、
そ
ん
な
こ

と
は
し
な
い
で
お
く
れ
」
と
ユ
ダ
ヤ
人
は
叫
ん
だ
。「
わ
た
し
を
殺
害
し
た
ら
曝あ

ば

か
れ
な
い

ま
ま
で
は
い
な
い
よ
。
隠
れ
た
殺
人
が
人
間
の
だ
れ
に
も
見
ら
れ
ず
に
犯
さ
れ
よ
う
と
も
、

こ
の
空
の
下
を
飛
ん
で
い
る
鳥
た
ち
が
明
ら
か
に
す
る
だ
ろ
う
」。

　

ユ
ダ
ヤ
人
が
こ
う
言
っ
て
い
る
時
、
丁
度
一
羽
の
山
鶉
が
森
の
中
で
舞
い
上
が
り
、
二
人

の
頭
上
を
飛
び
越
し
た
。
酌
人
は
か
ら
か
ら
と
せ
せ
ら
笑
っ
て
、
こ
う
吐
き
捨
て
た
。「
あ

の
山
鶉
が
き
っ
と
王
に
告
げ
る
だ
ろ
う
よ
、
お
れ
が
き
さ
ま
を
こ
こ
で
殺
し
た
、
と
な
」。
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こ
う
し
て
酌
人
は
ユ
ダ
ヤ
人
を
森
の
中
で
殺
害
し
、
相
手
が
身
に
着
け
て
い
た
金
子
と
財
宝
を
残
ら
ず
奪
い
、
穴
を
掘
っ
て
ひ
そ
か
に

屍し

骸が
い

を
埋
め
込
ん
で
し
ま
い
、
再
び
王
宮
に
引
返
し
た
。

　

酌
人
の
不
実
な
行
い
か
ら
丸
一
年
が
過
ぎ
た
頃
、
王
に
数
羽
の
山
鶉
が
献
上
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
酌
人
は
こ
れ
を
料
理
番
に
渡

し
、
し
か
る
べ
く
調
理
さ
せ
、
食
膳
に
運
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
山
鶉
を
王
の
前
の
食
卓
に
据
え
た
時
、
酌
人
は
自
分
が
殺
し
た
ユ
ダ
ヤ
人

と
、
鳥
た
ち
に
つ
い
て
の
そ
の
最
後
の
言
葉
を
思
い
起
こ
し
、
つ
い
声
に
出
し
て
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。
王
は
こ
れ
を
見
て
、
何
が
お
か

し
い
の
か
、
と
訊
ね
た
。
け
れ
ど
も
酌
人
は
、
自
分
が
笑
っ
た
理
由
を
偽
っ
て
王
に
答
え
た
。

　

そ
れ
か
ら
四
週
間
以
上
経
っ
た
時
、
王
が
役
人
た
ち
と
召
使
い
一
同
に
宴
会
を
開
い
て
や
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
席
に
は
か
の

酌
人
も
出
て
お
り
、
王
自
身
大
い
に
ご
満
悦
で
御み

気け

色し
き

麗
し
く
、
冗
談
を
飛
ば
し
、
陽
気
だ
っ
た
。
そ
し
て
酒
や
高
価
な
飲
み
物
を
多

量
に
運
ば
せ
た
の
で
、
召
使
い
の
何
人
か
は
酔
っ
払
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
ん
な
具
合
に
だ
れ
も
が
浮
か
れ
て
い
る
と
、
王
は
酌
人
に
こ

う
言
っ
た
。「
酌
人
よ
、
そ
な
た
は
愛う

い
や
つ
、
さ
あ
、
余
に
腹
蔵
の
な
い
本
当
の
こ
と
を
話
し
て
く
れ
い
。
先
日
何
が
お
か
し
く
て

あ
の
よ
う
に
笑
っ
た
の
か
な
。
そ
ち
が
余
に
山
鶉
を
給
仕
し
た
折
だ
。
な
に
し
ろ
そ
ち
は
あ
の
時
余
に
真ま

こ
と実

を
告
げ
な
ん
だ
か
ら
の

う
」。
酌
人
は
酩め

い
て
い酊

し
て
い
た
。
な
に
せ
酒
が
入
っ
て
来
る
と
、
分
別
は
出
て
行
く
も
の
。
そ
こ
で
い
わ
く
「
い
や
は
や
、
陛
下
、
例

の
ユ
ダ
ヤ
人
が
、
こ
の
空
の
下
を
飛
ん
で
い
る
鳥
た
ち
が
自
分
が
ひ
そ
か
に
殺
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
だ
ろ
う
、
な
ど
と
叫
び

ま
し
た
時
、
丁
度
一
羽
の
山
鶉
が
舞
い
上
が
り
ま
し
て
な
、
や
つ
が
れ
め
、
そ
れ
を
想
い
起
こ
し
て
、
笑
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
ご
ざ
い
ま
す
」。

　

王
は
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
も
黙
っ
た
ま
ま
で
、
何
一
つ
気
振
り
に
も
見
せ
ず
、
上
機
嫌
に
水
を
差
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
よ
う
に
よ
そ

お
っ
た
。
し
か
し
次
の
日
、
王
は
腹
心
の
相
談
役
た
ち
と
の
会
議
に
赴
き
、
こ
う
語
っ
た
。「
か
よ
う
な
者
は
い
か
な
る
罪
に
値
い
い

た
そ
う
ぞ
。
あ
る
人
間
を
王
国
通
過
の
み
ぎ
り
安
全
に
護
衛
せ
よ
、
と
王
の
名
に
お
い
て
命
ぜ
ら
れ
、
そ
の
人
間
を
己お

の

が
手
で
殺
害
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し
、
強
盗
を
働
い
た
者
は
」。
相
談
役
た
ち
は
こ
れ
に
対
し
異
口
同
音
に
こ
う
答
え
た
。「
さ
よ
う
な
者
は
絞
首
台
が
相
当
で
ご
ざ
い
ま

す
」。
そ
れ
か
ら
王
は
公
開
の
裁
判
を
開
き
、
あ
の
酌
人
を
告
発
す
る
公
訴
人
を
任
命
し
た
。
酌
人
は
何
人
も
の
証
人
の
前
で
酔
っ
て

自
ら
の
犯
行
を
物
語
っ
て
い
た
か
ら
、
法
廷
で
も
そ
れ
を
認
め
ざ
る
を
得
ず
、
絞
首
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
隠
れ
た
殺
人
は
山

鶉
に
よ
っ
て
あ
か
ら
さ
ま
に
衆
人
に
知
ら
さ
れ
た
し
だ
い
。

解
題

　

出
典
に
関
す
る
メ
モ
。
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
大
学
図
書
館
蔵
古
ド
イ
ツ
語
紙
手
稿
に
基
づ
く
。
M
・
ハ
ウ
プ
ト
／
H
・
ホ
フ
マ
ン
出
版
『
古
ド
イ
ツ
草
稿
』

A
ltdeutsche Blätter　

（
一
八
三
六
）
に
も
、
と
あ
る
。

　

原
型
に
つ
い
て
の
詳
細
は
B
P
二
巻
五
三
二
―
五
三
三
ペ
ー
ジ
を
参
照
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
が
D
M
B
で
出
典
と
し
て
再
三
依
拠
し
て
い

る
ラ
ス
ベ
ル
ク
男
爵
ヨ
ー
ゼ
フ
（
一
七
七
〇
―
一
八
五
五
）
編
『
歌
の
広
間

─
古
き
ド
イ
ツ
の
詩
集
成
』Joseph Freiherr v. Laßberg: Liedersaal, 

das ist Sam
m

lung altdeutscher G
edichte, 4 Bde., （820-25. 

二
巻
六
〇
一
ペ
ー
ジ
に
「
復
讐
す
る
山
鶉
た
ち
」D

ie rächenden Rebhühner

が
あ
る
、

と
の
こ
と
。

　

K
H
M
一
一
五
「
清
い
太
陽
が
明
る
み
に
出
す
」D

ie klare Sonne bringts an den T
ag.

に
相
当
。

　

A
T
九
六
〇
「
イ
ビ
ュ
コ
ス
の
鶴
」T

he Cranes of Ibycus.

　

原
題D

as R
ebhuhn.
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八
〇　

ぞ
っ
と
す
る

　

昔
む
か
し
二
人
の
兄
弟
が
あ
っ
た
。
内
一
人
、
年
上
の
方
は
、
逆
さ
ま
に
落
っ
こ
ち
た（

9
（

［
ぼ
う
っ
と
し
て
い
る
］
っ
て
わ
け
じ
ゃ
な

く
、
そ
の
反
対
で
、
お
っ
そ
ろ
し
く
利
口
で
抜
け
目
が
無
か
っ
た
。
だ
け
れ
ど
も
年
下
の
方
と
な
る
と
、
よ
く
言
う
よ
う
に
、
頭
の
前

に
板
っ
切
れ
が
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
た（

（0
（

［
お
莫ば

か迦
さ
ん
だ
っ
た
］。
父
親
に
は
こ
れ
が
大
層
心
配
の
種
だ
っ
た
け
ど
、
ご
当
人
に
は
何
の

苦
で
も
な
い
。
な
に
せ
、
お
莫
迦
さ
ん
て
の
は
そ
う
い
う
も
ん
だ
が
、
の
ほ
ほ
ん
と
無
邪
気
に
日
を
送
っ
と
っ
た
で
な
。
多
分
、
そ
れ

と
知
っ
と
っ
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
が
、
こ
ん
な
諺

こ
と
わ
ざが

頭
に
あ
っ
た
の
か
も
。
そ
ら
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン（

（（
（

、
習
い
事
を
ば
し
過
ぎ
る
な
、

さ
も
な
き
ゃ
仕
事
を
し
こ
た
ま
さ
せ
ら
れ
る
、
と
な
。
父
親
は
何
か
を
仕
上
げ
よ
う
と
思
え
ば
、
毎
度
年
上
の
方
、
マ
ッ
テ
ス（

（2
（

に
言
い

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
ん
だ
。
だ
っ
て
、
も
う
片
っ
ぽ
の
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
何
も
か
も
あ
べ
こ
べ
に
や
っ
て
の
け
た
か
ら
。
油
の
壺
や

ら
火

ブ
ラ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ン

酒
の
壜び

ん

は
ぶ
っ
壊
す
、
あ
る
い
は
長な

が

あ
い
こ
と
す
っ
ぽ
か
し
た
ま
ん
ま
。
マ
ッ
テ
ス
は
そ
れ
と
は
反
対
で
、
何
で
も
ち
ゃ
あ
ん
と

う
ま
く
や
っ
た
。
た
だ
一
つ
だ
け
欠
点
が
あ
っ
た
。
天
性
恐
が
り
で
な
、
ぞ
っ
と
し
て
ば
っ
か
り
な
ん
だ
て
。
暮
れ
方
に
教
会
墓
地
の

傍
を
通
り
過
ぎ
る
た
ん
び
に
、
ぞ
っ
と
し
た
。
幽
霊
話
を
聞
か
さ
れ
る
た
ん
び
に
、
た
だ
も
う
ぞ
っ
と
し
て
卸お

ろ

し
金が

ね

み（
（3
（

た
い
に
鳥
肌
が

立
つ
始
末
。
で
、
め
そ
め
そ
こ
う
嘆
く
の
だ
。「
あ
あ
、
あ
あ
、
ぞ
っ
と
し
ち
ま
っ
て
し
よ
う
が
な
い
よ
う
」
っ
て
な
。
と
こ
ろ
が
弟

の
抜
け
作
の
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
と
来
た
日
に
ゃ
あ
、
そ
れ
を
聞
く
と
げ
ら
げ
ら
笑
い
出
す
こ
と
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
で
な
、
こ
ん
な
こ
と
を

言
っ
た
も
ん
だ
。「「
へ
へ
え
、
ど
し
た
ら
ぞ
っ
と
で
き
る
ん
か
ね
。
そ
ん
な
伎わ

ざ倆
が
で
き
り
ゃ
あ
な
あ
。
お
い
ら
、
生
涯
ぞ
っ
と
す
る

こ
た
あ
あ
ん
め
え

─
ぞ
っ
と
す
る
っ
て
こ
と
、
お
い
ら
、
ほ
ん
と
に
習
い
た
い
も
ん
だ
」。

　
「
お
ま
え
、
ど
う
や
ら
人
並
み
に
何
か
を
習
い
た
い
よ
う
だ
が
」
と
父
親
は
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
に
小こ

言ご
と

を
言
っ
た
。「
当
た
り
前
な
ら
そ

ん
な
潮
時
だ
ろ
う
が
の
。
お
ま
え
は
図
体
が
で
か
く
力
の
あ
る
や
つ
に
な
っ
て
来
た
で
。

─
だ
が
な
、
こ
の
知
っ
た
か
ぶ
り
め
、
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ぞ
っ
と
す
る
こ
と
を
習
っ
た
っ
て
、
何
に
も
な
り
ゃ
せ
ん
。
そ
れ
は
伎わ

ざ倆
じ
ゃ
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
じ
ゃ
あ
麪パ

ン麭
に
つ
け
る
塩
一
粒

だ
っ
て
稼
げ
や
せ
ん
ぞ
。
そ
れ
に
、
一
体
全
体
ど
う
や
っ
て
ぞ
っ
と
す
る
こ
と
を
習
え
ば
い
い
の
か
、
お
ま
え
、
知
っ
て
る
ち
ゅ
う
の

か
。
賭か

け
て
も
い
い
が
、
お
ま
え
は
抜
け
過
ぎ
て
て
、
そ
れ
も
で
き
ま
い
」。

　

父
親
と
兄
貴
が
阿あ

ほ
う呆

の
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
の
こ
と
を
笑
っ
て
い
る
最
中
、
近
所
に
住
ん
で
い
る
教
会
の
聖
物
保
管
係
兼
教

き
ょ
う
じ
ょ
う

場
の
師
匠（

（4
（

が

訪
ね
て
来
た
。
そ
し
て
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
が
嗤わ

ら

い
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
を
耳
に
し
、
こ
の
ぼ
う
ず
が
ぞ
っ
と
す
る
こ
と
を
習
い
た
が
っ

て
い
る
、
と
話
し
て
聞
か
さ
れ
た
。「
そ
ん
な
こ
と
な
ら
わ
た
し
の
と
こ
ろ
で
り
っ
ぱ
に
習
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
聖
物
保
管
係
は

言
っ
た
。「
わ
た
し
の
教

き
ょ
う
じ
ょ
う

場
は
こ
の
村
中
で
こ
れ
以
上
ひ
ど
い
の
は
な
い
ち
ゅ
う
あ
ば
ら
や
で
な
。
あ
の
あ
ば
ら
や
が
わ
た
し
の
頭
の

上
へ
崩
れ
て
来
て
、
い
つ
か
は
あ
の
先
行
き
ま
こ
と
に
頼
も
し
い
限
り
の
が
き
ど
も
を
皆
一
緒
く
た
に
叩
き
潰つ

ぶ

す
だ
ろ
う
と
、
わ
た
し

は
日
が
な
一
日
ぞ
っ
と
し
と
る
。
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
を
わ
た
し
の
と
こ
ろ
へ
よ
こ
し
な
さ
い
。
な
に
し
ろ
わ
た
し
は
随
分
な
数
の
と
ん
ち

き
ど
も
に
勉
強
を
教
え
に
ゃ
な
ら
ん
身
じ
ゃ
で
、
多
分
こ
の
子
に
も
ぞ
っ
と
す
る
こ
と
を
伝
授
で
き
よ
う
て
」。
父
親
は
こ
の
申
し
出

を
受
け
た
の
で
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
聖
物
保
管
係
に
く
っ
つ
い
て
古
ぼ
け
た
が
た
が
た
の
教
場
に
出
掛
け
た
。
だ
が
の
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ

ン
は
こ
れ
っ
ぱ
か
し
も
ぞ
っ
と
な
ん
ぞ
せ
ん
か
っ
た
。
こ
の
建
物
が
ぶ
っ
壊
れ
そ
う
だ
な
ん
て
こ
と
は
、
や
っ
こ
さ
ん
に
ゃ
あ
、
村
長

さ
ん
や
教
区
の
お
歴
歴
に
と
っ
て
と
ま
さ
し
く
ご
同
様
、
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
も
ん
で
な
あ
。

　

そ
こ
で
聖
物
保
管
係
は
、
ど
う
し
た
っ
て
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
に
ぞ
っ
と
す
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
は
ず
の
別
の
悪い

た
ず
ら戯

を
考
え
た
。
ヘ

ン
ス
ヒ
ェ
ン
に
晩
鐘（

（5
（

を
鳴
ら
す
よ
う
言
い
付
け
て
お
い
て
、
こ
っ
そ
り
先
回
り
し
て
鐘
楼
に
上
が
り
込
ん
だ
も
ん
だ
。
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン

が
階
段
を
昇
っ
て
来
て
、
晩
鐘
を
鳴
ら
す
た
め
に
鐘
の
引
き
綱
を
握
っ
た
時
、
階
段
か
ら
く
ぐ
も
っ
た
呻う

め

く
よ
う
な
音
が
聞
こ
え
た
。

振
り
返
る
と
、
そ
こ
に
大
き
な
白
い
ぼ
ん
や
り
し
た
恰か

っ
こ
う好

の
も
の
が
じ
い
っ
と
身
動
き
も
せ
ず
に
突
っ
立
っ
て
お
っ
た
。「
お
め
え
は

だ
れ
だ
。
何
の
用
だ
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
訊た

ず

ね
た
。
ま
る
っ
き
り
ぞ
っ
と
し
な
い
で
な
。
返
辞
は
な
い
。「
お
め
え
は
だ
れ
だ
っ
て
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い
て
る
だ
よ
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
も
っ
と
き
つ

い
声
で
叫
ん
だ
。
返
辞
は
な
い
。「
お
め
え
、
口
が

ね
え
だ
か
、
雪
だ
る
ま
。
も
う
一
度
訊
く
だ
が
、
何

の
用
だ
」。
返
辞
は
な
い
。

─
我
が
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ

ン
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
、
人
形
芝
居
の
カ
ス
パ
ー（

（6
（

が
悪

魔
に
跳
び
掛
か
る
み
た
い
に
ぱ
っ
と
そ
の
姿
に
跳
び

掛
か
り
、
こ
ん
な
向
こ
う
見
ず
を
予
想
も
せ
ん
で
い

た
そ
の
代し

ろ
も
の物

を
ど
し
い
ん
と
突
き
倒
し
た
の
で
、
そ

の
代
物
は
階
段
を
全
部
転
げ
落
ち
た
。
ど
ん
な
階
段

か
っ
ち
ゅ
う
と
、
古
い
村
の
教
会
堂
の
塔
で
し
か
お

目
に
掛
か
れ
な
い
よ
う
な
類
の
階
段
で
な
、
踏
み
減

ら
さ
れ
て
て
、
朽
ち
て
い
て
、
何
世
紀
分
も
の
埃
で
一
杯
と
い
う
や
つ
。
幽
霊
は
階
段
の
下
に
倒
れ
て
唸う

な

っ
た
り
喘あ

え

い
だ
り
し
と
っ
た

が
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
晩
鐘
を
鳴
ら
し
に
掛
か
り
、
今
し
方
何
事
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
み
た
い
に
元
気
一
杯
鐘
の
引
き
綱
を
揺
り
動
か

し
た
。
そ
れ
が
済
む
と
ご
機
嫌
さ
ん
で
階
段
を
下
り
、
塔
か
ら
外
へ
出
る
と
、
扉
を
ぴ
し
ゃ
り
と
閉
め
た
。
聖
物
保
管
係
の
お
か
み
さ

ん
は
、
ご
亭
主
が
ど
こ
に
行
っ
ち
ま
っ
た
も
の
や
ら
皆
目
見
当
が
付
か
な
い
。「
う
ち
の
ひ
と
は
一
体
ど
こ
に
い
る
の
」
と
ヘ
ン
ス

ヒ
ェ
ン
に
訊
く
。「
だ
れ
だ
っ
て
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
。「
う
ち
の
ひ
と
よ
」
と
お
か
み
さ
ん
。「
あ
の
ひ
と
は
あ
ん
た
よ
り
前
に
塔
に

上
が
っ
て
行
っ
た
じ
ゃ
な
い
」。「
そ
う
か
ね
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
。「
す
る
と
あ
れ
が
そ
う
だ
っ
た
の
か
な
。
白
装
束
の
妙
ち
き
り
ん

な
や
ろ
う（

（7
（

が
階
段
の
と
こ
に
立
っ
て
て
、
お
い
ら
に
う
ん
と
も
す
ん
と
も
返
辞
し
ね
え
か
ら
、
階
段
か
ら
突
き
落
と
し
た
。
ま
だ
あ
っ
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ち
で
唸
っ
て
る
だ
」。

─
「
こ
の
ろ
く
で
な
し
」
と
お
か
み
さ
ん
は
金
切
り
声
を
上
げ
る
と
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
の
手
か
ら
鍵
を
引
っ
た

く
り
、
塔
へ
す
っ
飛
ん
で
行
っ
た
。
そ
こ
に
ゃ
あ
敷
布
に
く
る
ま
っ
た
ご
亭
主
が
転
が
っ
て
い
て
、
片
足
を
お
っ
ぺ
し
ょ
っ
て
お
っ
た
。

　

さ
あ
そ
れ
か
ら
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
ど
う
に
も
ま
ず
い
こ
と
に
な
っ
ち
ま
っ
た
。
聖
物
保
管
係

の
お
か
み
さ
ん
が
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
の
父
親
に
ね
じ
こ
み
、
父
親
は
か
ん
か
ん
に
な
っ
て
こ
う
怒
鳴
っ

た
。「
や
く
ざ
な
や
つ
だ
あ
、
こ
の
ぼ
う
ず
は
。
面
も
見
た
く
な
い
。
さ
っ
さ
と
出
て
け
。
さ
、
金

を
や
る
。

─
ど
こ
へ
で
も
好
き
な
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
首
を
く
く
っ
て
貰も

ら

う
が
い
い
。

─
二

度
と
再
び
わ
し
の
目
の
前
に
現
れ
る
な
。
き
さ
ま
の
せ
い
で
恥
を
曝さ

ら

し
て
、
顔
に
泥
を
塗
ら
れ
て
、

面
目
玉
を
潰つ

ぶ

し
た
わ
い
、
こ
の
能
無
し
め
が
」。

　
「
あ
ば
よ
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
」
と
マ
ッ
テ
ス
が
か
ら
か
っ
た
。「
ぞ
っ
と
す
る
こ
と
を
習
え
る
よ

う
に
せ
い
ぜ
い
が
ん
ば
り
な
。
ぞ
っ
と
す
る
っ
て
な
、
こ
れ
か
ら
は
流は

や行
り
も
の
に
な
る
そ
う

だ
。
広
い
世
間
の
人
間
は
い
ろ
ん
な
こ
と
で
ぞ
っ
と
す
る
か
ら
、
お
ま
え
も
き
っ
と
ぞ
っ
と
す
る

こ
と
の
分
け
前
を
頂

ち
ょ
う

戴だ
い

で
き
る
わ
な
」。

　

ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
家
を
出
た
。
金
は
あ
っ
た
。
で
、
人
間
、
金
を
持
っ
て
る
と
な
る
と
、
い
よ

い
よ
も
っ
て
ぞ
っ
と
す
る
必
要
は
な
い
。
旅
の
途
中
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
し
げ
し
げ
呟つ

ぶ
や

い
た
も
ん

だ
。「
お
い
ら
、
ど
う
に
か
し
て
ぞ
っ
と
し
た
い
も
ん
だ
、
お
い
ら
、
ど
う
に
か
し
て
ぞ
っ
と
し

た
い
も
ん
だ
」
と
ね
。
こ
い
つ
を
聞
き
つ
け
た
の
は
後
ろ
を
歩
い
て
い
た
一
人
の
男
。
こ
う
ヘ
ン

ス
ヒ
ェ
ン
に
言
っ
た
。「
あ
そ
こ
を
見
な
あ
よ
。
あ
そ
こ
に
ゃ
三
脚
台
が
立
っ
て
て
、
け
っ
こ
う

な
お
仲
間
連
が
ぶ
ら
下
が
っ
と
る
。

─
丁
度
数
は
七
人
だ
。
ほ
ら
、
よ
く
言
う
よ
う
に
、
絞
首
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台
一
杯
だ
あ（

（8
（

。
あ
そ
こ
へ
行
っ
て
、
七
人
衆
の
下
で
野
宿
す
る
と
え
え
。
そ
う
す
り
ゃ
お
ま
え
さ
ん
、
ぞ
っ
と
す
る
っ
ち
ゅ
う
の
を
覚

え
る
べ
え
よ
」。

　
「
も
し
も
そ
れ
が
ほ
ん
と
な
ら
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
。「
お
い
ら
、
明
日
の
朝
早
く
、
あ
ん
た
に
お
い
ら
の
有
り
金
全
部
や
る
だ
。
あ

ん
た
、
お
い
ら
の
と
こ
に
や
っ
て
来
て
も
い
い
だ
し
、
で
な
き
ゃ
こ
れ
か
ら
お
い
ら
と
一
緒
に
ず
う
っ
と
い
れ
ば
い
い
」。

　
「
お
ま
え
さ
ん
と
一
緒
に
吹
き
っ
曝
し
の
絞
首
台
の
下
に（

（9
（

ず
う
っ
と
い
た
り
し
た
ら
、
わ
し
ゃ
あ
と
ん
だ
道
化
者
だ
て
」
と
い
う
の

が
相
手
の
返
辞
。「
う
ん
に
ゃ
、
威
勢
の
え
え
若
い
衆し

ゅ

さ
ん
や
、
ぞ
っ
と
す
る
っ
ち
ゅ
う
の
は
二
人
で
い
る
よ
り
独
り
っ
き
り
の
方
が

ず
う
っ
と
習
い
易
い
で
の
う
。
え
え
夜
を
過
ご
さ
っ
し
ゃ
れ
や
。
明
日
の
朝
早
く
に
ま
た
会
い
ま
し
ょ
う
」。

─
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は

絞
首
台
の
下
に
坐
り
込
み
、
寒
か
っ
た
の
で
小
さ
い
焚た

き
火び

を
燃
や
し
た
。
こ
の
火
は
上
の
吊
さ
れ
て
い
る
代
物
の
方
ま
で
け
っ
こ
う

明
る
く
照
ら
し
出
し
た
。
そ
し
て
身
を
切
る
よ
う
な
夜
風
が
連
中
の
揺
れ
て
い
る
体
を
ぶ
う
ら
ん
か
、
ぶ
う
ら
ん
か
と
揺
り
動
か
し

た
。

　
「
お
や
ま
あ
、
お
め
え
ら
、
か
わ
い
そ
う
な
や
つ
ら
だ
な
あ
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
上
を
向
い
て
声
を
掛
け
た
。「
凍
え
て
る
だ
な
。

ぶ
る
ぶ
る
、
が
ち
が
ち
い
っ
て
る
で
ね
え
け
。
待
ち
な
、
お
い
ら
、
お
め
え
た
ち
を
下
に
降
ろ
し
て
や
る
べ
え
。
お
い
ら
の
焚
き
火
に

当
た
っ
て
暖あ

っ
た

ま
る
と
い
い
だ
」。
は
し
っ
こ
い
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
絞
首
台
の
梯は

し
ご子

を
見
つ
け
て
、
上
に
昇
り
、
吊
さ
れ
て
い
る
代
物
の

綱
を
解
き
、
焚
き
火
の
傍
に
坐
ら
せ
、
火
を
も
っ
と
か
っ
か
と
強
く
、
大
き
く
燃
や
し
た
。
だ
け
れ
ど
こ
い
つ
ら
は
な
ん
と
も
か
と
も

し
ょ
ぼ
く
れ
た
様
子
で
、
緑
が
か
っ
た
の
、
黄
色
い
の
、
惨
め
っ
た
ら
し
い
の
、
ま
る
き
り
蒼あ

お

褪ざ

め
た
の
っ
て
な
具
合
で
、
諺
に
言
う

よ
う
に
な
ん
と
も
お
ぞ
ま
し
い（

20
（

。
そ
う
し
て
ぴ
く
り
っ
と
も
動
き
は
せ
ん
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
火
が
燃
え
広
が
っ
て
、
死
骸
の
体
に
ぶ

ら
下
が
っ
て
い
る
お
ん
ぼ
ろ
衣
装
を
焦
が
し
始
め
た
。「
お
ん
や
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
。「
お
め
え
っ
ち
ゃ
、
着
て
る
物
を
燃
や
し
て
る

だ
な
。
あ
の
言い

い
種ぐ

さ

は
全
く
お
め
え
た
ち
に
ぴ
っ
た
り
だ
あ
。
ほ
れ
、
や
ど
な
し
ゃ
同お

ん
な

じ
、
ぼ
ろ
き
れ
同

お
ん
な

じ
（
2（
（

。
待
ち
な

─
お
い
ら
、
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そ
ね
え
に
う
っ
か
り
も
ん
の
お
め
え
ら
を
助
け
て
や
ん
べ
え
」。
こ
う
言
っ
て
連
中
を
一
人
ず
つ
抱
き
上
げ
て
、
ま
た
元
通
り
ぶ
ら
下

げ
る
と
、
外マ

ン
ト套

に
く
る
ま
り
、
火
の
傍
に
長
長
と
寝
そ
べ
っ
て
眠
っ
ち
ま
っ
た
。
こ
う
や
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
の
は
、
昨
日
ヘ
ン

ス
ヒ
ェ
ン
と
一
緒
に
街
道
を
歩
い
た
男
で
、
今
日
は
、
約
束
の
金
を
受
け
取
ろ
う
、
と
や
っ
て
来
た
わ
け
。
だ
け
ど
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
が

の
う
の
う
と
眠
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
や
っ
こ
さ
ん
が
夜
の
内
に
ぞ
っ
と
す
る
こ
と
を
覚
え
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
は
随
分
当
て

が
外
れ
た
し
、
そ
れ
か
ら
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
が
目
を
覚
ま
し
て
、
自
分
が
や
ら
か
し
た
こ
と
を
物
語
る
と
、
さ
っ
さ
と
退
散
す
る
こ
と
に

し
て
こ
う
言
っ
た
。「
わ
っ
し
ゃ
、
今
度
の
こ
っ
ち
ゃ
お
ま
え
さ
ん
の
金
は
貰も

ら

え
ね
え
だ
。
お
ま
え
さ
ん
は
金
輪
際
ぞ
っ
と
す
る
こ
と

を
習
や
せ
ん
な
あ
」。

　

さ
て
そ
れ
か
ら
も
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
旅
を
続
け
た
が
、
道
道
こ
う
独
り
言
を
呟
い
た
も
ん
だ
。「
お
い
ら
が
ぞ
っ
と
す
る
こ
と
を
習

え
な
い
ち
ゅ
う
の
は
、
ど
う
に
も
こ
う
に
も
口く

や惜
し
い
な
あ
。
お
い
ら
、
そ
れ
に
や
あ
莫
迦
過
ぎ
る
に
ち
げ
え
ね
え
。
や
れ
や
れ
、
お

い
ら
ど
う
に
か
し
て
ぞ
っ
と
す
る
こ
と
が
習
え
り
ゃ
な
あ
」。

　

同
じ
く
道
中
し
て
い
た
一
人
の
荷
馬
車
の
御
者（

22
（

が
こ
れ
を
聴
き
つ
け
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
に
言
う
こ
と
に
は
「
や
れ
ま
、
お
ま
え
さ

ん
、
ぞ
っ
と
す
る
こ
と
が
で
き
ね
え
の
か
。
そ
れ
じ
ゃ
、
あ
そ
こ
の
道
端
に
あ
る
旅は

た
ご籠

に
泊
ま
り
な
。
ま
、
金
を
持
っ
て
る
な
ら
だ

が
。
あ
の
亭
主
と
来
た
日
に
ゃ
ち
り
ち
り
鳥
肌
が
立
つ
よ
う
な
勘
定
書
を
突
き
つ
け
や
が
る
。
わ
し
ゃ
、
あ
の
家
に
泊
ま
ら
に
ゃ
な
ら

ん
た
び
に
毎
度
ぞ
く
ぞ
く
寒
気
が
す
る
で
な
」。「
一
つ
や
っ
て
み
る
べ
え
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
答
え
、
御
者
に
礼
を
言
っ
て
、
そ
の

旅
籠
に
歩
い
て
行
っ
た
。

　
「
何
御
用
か
ね
」
と
宿
の
主
人
が
訊
い
た
。「
ぞ
っ
と
す
る
こ
と
を
習
い
た
い
だ
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
返
辞
し
た
。「
街
道
筋
の
ひ

と
た
ち
が
言
う
に
ゃ
、
お
宅
だ
と
そ
れ
が
簡
単
に
習
え
る
っ
て
。
あ
ん
た
は
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
勘
定
書
を
出
す
し
、
つ
け（

23
（

を
ぞ
っ
と

す
る
ほ
ど
高
く
す
る
ち
ゅ
う
こ
っ
た
」。

─
見
て
ろ
、
こ
の
こ
ぞ
う
っ
子
め
が
、
と
主
人
は
考
え
た
。
ぞ
っ
と
す
る
っ
て
の
は
ど
ん
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な
こ
と
か
、
き
さ
ま
に
た
っ
ぷ
り
思
い
知
ら
せ
て
く
れ
る
ぞ
、
と
な
。
そ
し
て
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
に
向
か
っ
て
こ
う
言
っ
た
。「
旅
の
若

い
衆
さ
ん
や
、
あ
ん
た
は
嘘
っ
ぱ
ち
を
聞
か
さ
れ
た
ん
だ
。
こ
の
わ
た
し
の
家
じ
ゃ
あ
決
し
て
ぞ
っ
と
す
る
こ
と
は
習
え
な
い
。
そ
れ

に
わ
た
し
は
ど
こ
ぞ
の
剽ひ

ょ
う
き
ん軽

な
悪
戯
者
が
あ
ん
た
に
ぺ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
吹
き
込
ん
だ
よ
う
な
も
て
な
し
を
お
客
に
す
る
こ
と
は
な
い
。

ぞ
っ
と
す
る
っ
て
の
が
肝
心
な
ら
、
あ
っ
ち
の
あ
の
丘
の
上
の
古
い
呪
わ
れ
た
お
城
へ
行
か
っ
し
ゃ
い
。
そ
し
て
、
王
様
の
お
姫
様
を

お
嫁
に
貰
え
る
よ
う
試
す
が
い
い
。
王
女
様
の
お
父
上
は
あ
の
お
城
か
ら
あ
そ
こ
に
憑つ

い
と
る
騒

ポ
ル
タ
ー
ガ
イ
ス
ト

霊
ど
も（

24
（

を
祓は

ら

っ
て
く
れ
る
男
に
、
王

女
様
を
や
る
、
と
約
束
な
さ
っ
た
で
な
。
あ
そ
こ
じ
ゃ
あ
ぞ
っ
と
も
す
る
し
金
持
ち
に
も
な
る
っ
て
こ
っ
た
」。

　
「
あ
ん
た
が
勧
め
て
く
れ
た
通
り
に
す
る
だ
よ
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
が
言
う
と
、
宿
の
主
人
は
言
葉
を
継
い
だ
。「
ま
だ
あ
そ
こ
の
丘

の
上
へ
行
っ
て
は
い
け
な
い
。
ま
ず
、
王
様
に
お
許
し
を
願
わ
な
く
て
は
。
そ
れ
に
三
夜
の
間
あ
そ
こ
で
過
ご
さ
に
ゃ
な
ら
ん
。
生
き

て
あ
そ
こ
か
ら
戻
っ
た
ら
、
お
姫
様
が
あ
ん
た
の
嫁
さ
ん
だ
」。

　
「
そ
い
で
お
い
ら
が
生
き
て
あ
そ
こ
か
ら
戻
ら
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
な
る
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
が
訊
い
た
も
の
だ
。

─
す
る
と
主

人
は
面
と
向
か
っ
て
大
笑
い
し
、「
あ
ん
た
が
目
か
ら
鼻
へ
抜
け
る
よ
う
な
ひ
と
だ
っ
て
こ
と
が
よ
く
分
か
る
よ
。
ま
だ
火
薬
が
発
明

さ
れ
と
ら
ん
か
っ
た
ら
、
あ
ん
た
は
き
っ
と
火
薬
を
発
明
し
た
こ
っ
た
ろ
う
て（

25
（

」
と
返
答
し
た
。

　

そ
こ
で
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
急
い
で
王
の
と
こ
ろ
へ
出
掛
け
、
お
許
し
を
願
っ
て
許
さ
れ
た
。
王
は
こ
う
も
仰
せ
に
な
っ
た
。「
そ
れ

か
ら
な
、
お
若
い
の
、
そ
な
た
は
三
種
の
も
の
を
持
っ
て
行
っ
て
も
よ
い
。
た
だ
生
き
と
る
も
の
は
だ
め
だ
が
」。
さ
て
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ

ン
は
小
さ
い
頃
か
ら
も
う
火
を
起
こ
す
の
が
と
っ
て
も
好
き
だ
っ
た
し
、
物
彫
り
台（

26
（

に
向
か
う
の
も
、
そ
れ
か
ら
時
時
は
轆ろ

く

轤ろ

台（
27
（

で
遊

ぶ
の
も
好
き
で
、
こ
う
い
う
道
具
の
使
い
方
も
心
得
て
い
た
。
そ
こ
で
、
お
城
に
持
っ
て
行
く
の
に
ど
う
し
て
も
欲
し
い
の
は
、
上
等

の
点
火
器
一
挺ち

ょ
うと

物
彫
り
台
が
一
台
と
轆
轤
台
が
一
台
で
ご
ざ
い
ま
す
、
と
答
え
た
。「
こ
れ
で
お
い
ら
、
凍
え
ず
に
済
み
ま
す
し
」

と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
。「
そ
れ
に
暇ひ

ま
つ
ぶ潰

し
に
も
な
り
ま
す
」。
こ
れ
は
二
つ
返
事
で
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
に
与
え
ら
れ
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
古
い
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お
城
の
中
の
大
き
な
煖だ

ん

炉ろ

の
あ
る
綺
麗
な
部
屋
に
お
み
こ
し
を
据
え
た
。
夜
に
な
る
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
赤
赤
と
火
を
焚
き
つ
け
た

が
、
お
蔭か

げ

で
と
っ
て
も
す
て
き
に
暖あ

っ
た

か
く
て
明
る
く
な
っ
た
。
突
然
二
匹
の
真
っ
黒
け
な
猫
が
現
れ
た
。
猫
ど
も
は
緑
の
火
み
た
い
な

目
を
光
ら
せ
、「
に
ゃ
あ
お
う
、
に
ゃ
あ
お
う
、
寒
い
よ
う
」
と
啼な

き
叫
ん
だ
。「
あ
れ
、
寒
い
な
ら
よ
、
暖あ

っ
た

ま
る
が
い
い
や
。
ほ
ら
、

火
が
あ
ら
あ
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
。
猫
ど
も
は
そ
う
し
て
、
そ
れ
か
ら
い
わ
く
「
時
間
が
長
過
ぎ
る
。
三
人
で
カ
ー
ド
を
や
ろ
う
。

三ド
ラ
イ
ブ
ラ
ッ
ト

枚
葉
っ
ぱ
か（

28
（

ポ
ッ
ヘ
ン（

29
（

を
よ
」。「
お
い
ら
と
し
ち
ゃ
あ
ポ
ッ
ヘ
ン
だ
な
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
が
言
っ
た
。「
お
ま
え
ら
、
カ
ー
ド
を

持
っ
て
来
た
ん
な
ら
」。
猫
ど
も
は
本
当
に
カ
ー
ド
を
一
組
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
に
見
せ
た
。
そ
の
時
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ

ン
は
猫
ど
も
が
黒
い
前
脚
に
お
っ
そ
ろ
し
い
鉤か

ぎ

爪づ
め

を
生
や
し
て
い
る
の
を
見
て
、
こ
う
言
っ
た
。「
相
済
ま
ん
こ
っ
た
が
、
お
ま
え
ら

の
お
っ
か
さ
ん
は
ど
う
に
も
長
い
こ
と
お
ま
え
ら
の
爪
を
切
っ
て
や
ん
な
か
っ
た

だ
な
。
ち
っ
た
あ
恥
ず
か
し
い
と
思
い
な
。
さ
、
お
い
ら
が
お
ま
え
ら
を
ち
ゃ
ん

と
し
て
や
る
で
」。
そ
し
て
猫
ど
も
を
引
っ
捉と

ら

ま
え
る
と
、
そ
の
前
脚
を
轆
轤
台

に
挟
ん
で
締
め
付
け
た
。
す
る
と
咬か

も
う
と
し
た
の
で
、
細
工
刀が

た
なを

手
に
取
る
と

猫
ど
も
の
頭
を
ち
ょ
ん
と
切
り
落
と
し
、
頭
と
胴
体
を
城
の
濠ほ

り

に
投
げ
込
ん
だ
。

ま
た
火
に
向
き
直
る
と
、
で
っ
か
い
犬
が
一
頭
坐
っ
て
い
て
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
に

歯
を
剥む

き
出
し
、
炎
の
よ
う
な
舌
を
腕
の
長
さ
ほ
ど
も
だ
ら
り
と
垂
ら
し
て
お
っ

た
。
こ
や
つ
も
や
っ
ぱ
り
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
に
は
気
に
喰く

わ
な
か
っ
た
の
で
、
も
う

一
度
細
工
刀
を
お
っ
取
っ
て
、
ま
さ
し
く
上
下
の
歯
の
間
を
喉の

ど

の
奥
ま
で
切
り
込

ん
だ
。
そ
こ
で
舌
は
下
に
落
っ
こ
ち
、
頭
の
上
半
分
は
下
半
分
と
お
さ
ら
ば
し
ち

ま
っ
た
。
こ
れ
で
静
か
に
な
っ
た
と
思
っ
た
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
そ
れ
を
の
ん
び
り
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楽
し
む
こ
と
に
し
た
。
部
屋
の
隅
に
寝
台
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
潜
り
込
ん
で
、
体
に
布
団
を
掛
け
た
。
だ
が
ま
だ
眠
っ
ち
ま
わ
な

い
う
ち
に
寝
台
が
蒸

じ
ょ
う

気き

車し
ゃ

み（
30
（

た
い
に
動
き
始
め
、
城
中
を
走
り
回
っ
た
も
ん
だ
。
階
段
を
上
が
っ
た
り
下
っ
た
り
、
幾
つ
も
の
大
広
間

や
数
数
の
部
屋
を
抜
け
て
な
。

─
だ
が
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
「
こ
れ
は
こ
れ
は
、
お
い
ら
、
り
っ
ぱ
な
旦
那
衆
が
馬
車
で
練
っ
て
る
時

み
て
え
な
気
分
だ
よ
。
ど
ん
ど
ん
走
れ
」
と
の
た
ま
っ
た
。

─
と
う
と
う
寝
台
は
走
る
の
に
く
た
び
れ
た
よ
う
で
、
元
通
り
ヘ
ン
ス

ヒ
ェ
ン
の
部
屋
に
転
が
り
込
ん
だ
。
そ
こ
に
は
火
が
ま
だ
陽
気
に
燃
え
て
い
た
。
で
、
寝
台
は
じ
い
っ
と
動
か
な
く
な
っ
た
の
で
、
ヘ

ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
ぐ
っ
す
り
寝
込
ん
で
、
死
人
の
よ
う
に
眠
っ
た
。

　

翌
朝
王
が
寝
台
の
傍
に
立
っ
て
、
こ
う
仰
せ
ら
れ
た
。「
ふ
う
む
、
こ
れ
こ
そ
健
や
か
な
眠
り
と
申
す
も
の
じ
ゃ
。
余
に
も
こ
う
い

う
眠
り
が
授
か
れ
ば
の
う
。
王
は
か
よ
う
に
よ
く
は
眠
れ
ぬ
も
の
。
こ
の
若
者
が
ま
だ
存
命
で
鼾い

び
き

ま
で
か
い
て
お
る
の
は
喜
ば
し
い
。

こ
れ
こ
れ
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
」。

─
「
こ
れ
は
王
様
、
お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
こ
ん
な
に
早
く
っ
か
ら
お
越
し
で
」。
と
ヘ
ン
ス

ヒ
ェ
ン
。「
よ
く
休
め
た
か
の
」
と
王
。「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
王
様
も
よ
く
お
休
み
に
な
れ
ま
し
た
か
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
。

「
余
の
勘
定
で
丘
の
下
の
亭
主
の
許も

と

で
朝
食
と
昼
食
を
摂と

る
が
よ
い
。
し
た
が
晩
に
は
ま
た
こ
こ
に
上
が
っ
て
お
る
の
じ
ゃ
。
そ
れ
で

か
ま
わ
ぬ
か
」
と
王
。「
は
い
な
、
も
ち
ろ
ん
け
っ
こ
う
で
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
。「
三
夜
過
ご
さ
に
ゃ
な
り
ま
せ
ん
で
な
」。

　

ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
が
宿
の
主
人
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
る
と
、
こ
ち
ら
は
も
う
不
思
議
で
堪た

ま

ら
ず
、
問
い
質た

だ

し
た
も
の
。「
え
、
ま
だ

生
き
て
る
の
か
。

─
だ
け
ど
な
、
ぞ
っ
と
す
る
こ
と
は
昨
日
の
夜
に
習
っ
た
ろ
う
が
」。「
う
ん
に
ゃ
、
こ
れ
っ
ぱ
か
し
も
」
が
ヘ
ン

ス
ヒ
ェ
ン
の
返
辞
。
そ
こ
で
今
度
は
亭
主
自
身
の
方
が
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
に
ぞ
っ
と
し
始
め
た
。
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
王
様
の
勘
定
で
愉
快

に
や
ら
か
し
、
勘
定
の
こ
と
な
ん
ぞ
気
に
懸
け
な
か
っ
た
。
夕
方
に
な
る
と
も
う
す
ぐ
に
化
け
物
城
に
取
っ
て
返
し
、
火
を
焚
い
た
。

突
然
煖
炉
の
煙
突
の
上
の
方
で
ば
ち
ば
ち
っ
と
い
う
音
が
し
た
。
ま
る
で
な
に
も
か
も
木こ

っ
端ぱ

微み

塵じ
ん

に
砕
け
散
っ
て
い
る
み
た
い
に
。

そ
し
て
男
が
一
人
下
へ
落
ち
て
来
た
。
で
も
こ
や
つ
体
が
半
分
し
か
な
か
っ
た
。「
お
ん
や
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
。「
こ
り
ゃ
一
体
ど
う
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い
う
こ
っ
た
。
ま
だ
片
割
れ
が
足
り
な
い
て
。
一
人
の
男
と
半
分
の
男
じ
ゃ
お
互
い
五
分
の
付
き
合
い
は
で
き
な
か
ろ
う
が
」。
ヘ
ン

ス
ヒ
ェ
ン
が
そ
う
口
に
出
し
た
途
端
、
ど
っ
た
ー
ん
、
も
う
半
分
が
あ
と
か
ら
落
ち
て
来
た
。
そ
れ
も
火
の
ま
ん
真
ん
中
に
な
。
ヘ
ン

ス
ヒ
ェ
ン
は
二
つ
の
片
割
れ
を
抱
き
上
げ
る
と
、
煖
炉
か
ら
引
っ
張
り
出
し
て
部
屋
の
中
に
放
り
出
し
、
火
を
あ
ん
ば
い
し
て
元
通
り

に
直
し
た
。
そ
れ
を
済
ま
せ
て
振
り
返
る
と
、
二
つ
の
片
割
れ
は
男
一
人
に
な
っ
て
い
た
が
、
ど
う
に
も
か
わ
い
ら
し
い
ご
面
相
で
は

な
い
。
で
、
こ
い
つ
が
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
の
椅
子
に
腰
掛
け
て
お
っ
た
。

　
「
や
い
、
そ
の
椅
子
に
ゃ
あ
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
怒
鳴
っ
た
。「
こ
の
お
れ
さ
ま
が
坐
る
ん
だ
。
と
っ
と
と
失
せ
ろ
。
さ
も
な
い
と

こ
の
細
工
刀
で
き
さ
ま
を
真
っ
二
つ
に
し
ち
ま
う
ぞ
」。

　

そ
の
時
突
然
ま
た
ま
た
煙
突
の
中
で
ご
ろ
ご
ろ
が
た
が
た
音
が
し
て
、
死
人
の
脛す

ね

骨ぼ
ね

と
頭
蓋
骨
が
幾
つ
も
ば
ら
ば
ら
っ
と
降
っ
て
来

た
。
そ
の
あ
と
か
ら
ま
だ
幾
人
か
お
っ
そ
ろ
し
い
面
構
え
の
男
ど
も
が
続
い
た
。「
お
晩
で
ご
ざ
ん
す
、
皆
の
衆
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン

は
言
っ
た
。「
あ
ん
た
が
た
は
体
が
そ
ろ
っ
て
い
な
さ
る
。
こ
り
ゃ
お
い
ら
に
ゃ
あ
気
に
入
っ
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
シ
ェ
ー
ン
［
端
麗
］

ご
一
族（

3（
（

で
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
な
。
な
ん
と
も
残
念
な
こ
っ
て
す
。
こ
の
部
屋
に
鏡
が
掛
か
っ
て
ね
え
の
は
。
で
、
い
っ
た
い
ぜ
ん
た
い

御
用
は
何
で
ご
ざ
ん
し
ょ
う
」。

─
男
ど
も
は
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
を
も
の
す
ご
い
目
で
睨に

ら

み
つ
け
た
が
、
一
人
が
さ
っ
き
の
死
人
の
脛

骨
を
手
に
し
た
。
丁
度
九
本
。
こ
れ
を
九
柱
戯（

32
（

の
木ピ

ン柱
み
た
い
に
並
べ
て
立
て
る
と
、
他
の
連
中
は
頭
蓋
骨
を
摑つ

か

み
、
木ピ

ン柱
目
掛
け
て

転
が
し
た
。

　
「
九
柱
戯
遊
び
と
来
た
日
に
ゃ
お
い
ら
命
に
替
え
て
も
や
り
て
え
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
言
っ
た
。「
済
ま
ね
え
け
ん
ど
も
、
お
い
ら

に
も
一
緒
に
や
ら
し
て
く
ん
ね
え
か
。
お
め
え
さ
ん
が
た
、
ブ
レ
ッ
ト
シ
ュ
ピ
ー
ル（

33
（

を
や
る
だ
か
、
そ
れ
と
も
パ
ル
テ
ン
ス（

34
（

だ
か
。
賭

け
る
の
か
な
。
え
え
、
ど
う
だ
ね
」。

　
「
金
は
あ
る
の
か
」
と
男
ど
も
は
お
っ
か
な
い
声
で
訊
い
た
。
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「
あウ

イ
い
さ
」（

35
（

と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
言
っ
て
、
隠ポ

ケ
ッ
トし

に
手
を
突
っ
込
ん
で
ち
ゃ
ら
ち
ゃ
ら
鳴
ら
し
た
も
ん
さ
。

　
「
じ
ゃ
あ
、
や
ん
な
」
と
男
ど
も
の
一
人
が
叫
ん
で
、
頭
蓋
骨
を
一
つ
差
し
出
し
た
。

　
「
相
済
ま
ん
こ
っ
た
が
、
こ
の
球
は
角か

ど

角か
ど

が
あ
る
。
こ
っ
ち
へ
よ
こ
し
な
せ
え
。
お
い
ら
轆
轤
台
を
据
え
と
る
。
轆
轤
に
掛
け
て
綺

麗
に
丸ま

あ
る

く
し
て
や
ん
べ
え
。
そ
う
す
り
ゃ
お
ら
っ
ち
ゃ
九
本
皆
中あ

た

り
だ
あ
」。
言
う
が
早
い
か
、
台
に
向
か
っ
て
、
頭
蓋
骨
を
丸
く

削
っ
た
。
そ
れ
か
ら
試
合
が
始
ま
っ
た
。
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
上
手
だ
っ
た
が
、
男
ど
も
は
も
っ
と
上
手
で
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
い
く
ら

か
負
け
た
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
度
試
合
が
始
ま
る
と
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
転
が
し
て
、
弾
ん
だ
声
を
出
し
た
。「
全
部
で
九
だ
あ
」。

─
「
い
い
や
、
十
二
だ
」
と
男
ど
も
は
う
つ
ろ
な
声
を
挙
げ
る
と
、
骨
や
頭
蓋
骨
も
ろ
と
も
姿
を
消
し
た
。
そ
の
時
お
城
の
塔
の
古

い
時
計
が
十
二
鳴
っ
た
。「
そ
ん
な
こ
と
っ
て
あ
る
か
よ
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
わ
め
い
た
。「
こ
れ
で
も
仁
義
に
叶か

な

っ
と
る
ち
ゅ
う
の

か
。
や
つ
ら
と
来
た
ら
、
ま
ず
お
い
ら
か
ら
ち
っ
と
ば
か
り
だ
が
ま
ん
ま
と
銭
を
せ
し
め
お
っ
て
、
そ
い
で
お
い
ら
が
今
度
う
ま
く
や

る
と
、
ぱ
っ
と
ず
ら
か
り
お
る
」。
そ
れ
か
ら
ま
た
あ
の
寝
台
に
潜
り
込
ん
だ
が
、
こ
の
寝
台
、
今
日
は
全
く
お
と
な
し
く
し
て
い
た

の
で
、
明
る
い
朝
に
な
る
ま
で
ぐ
っ
す
り
眠
っ
た
。

　
「
今
日
は
多
分
も
う
生
き
て
は
お
ら
ぬ
だ
ろ
う
」。
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
の
部
屋
に
や
っ
て
来
た
時
、
王
は
仰
せ
ら
れ
た
。「
昨
日
の
よ
う

に
鼾
を
か
い
て
い
る
の
が
聞
こ
え
ぬ
。
ど
う
や
ら
お
し
ま
い
の
よ
う
だ
」。
だ
が
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
ぱ
っ
と
目
を
覚
ま
し
て
「
よ
く
お

休
み
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
、
陛
下
」
と
言
っ
た
。

─
「
あ
り
が
と
う
、
そ
な
た
も
よ
う
休
ん
だ
か
の
」
と
王
が
答
え
て
「
昨
日
の
夜

は
ど
う
じ
ゃ
っ
た
か
な
」。

─
「
け
っ
こ
う
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。
ご
親
切
に
お
訊
き
く
だ
さ
い
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
、
王
様
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
お
礼
を
言
上
。「
あ
り
ゃ
あ
煙
突
掃
除
夫（

35
（

の
類
で
ご
ざ
ん
し
た
。
や
つ
ら
あ
煙
突
か
ら
降
り
て
来
や

し
て
、
お
ら
っ
ち
ゃ
一
緒
に
死
人
の
脛
骨
で
九
柱
戯
を
や
り
や
し
た
」。
聞
い
た
王
は
ち
り
ち
り
っ
と
鳥
肌
。
で
、
い
わ
く
「
し
た
が

そ
れ
は
さ
ぞ
ぞ
っ
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
」。

─
「
ど
う
し
て
そ
ん
な
わ
け
が
ご
ざ
ん
し
ょ
う
、
王
様
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
が
訊
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き
返
す
。「
だ
っ
て

─
そ
う
で
あ
ろ
う
が
」
と
王
は
受
け
た
。「
さ
て
、
三
晩
目
の
無
事
を
祈
っ
て
お
る
ぞ
」。

　
「
お
い
ら
は
金
輪
際
ぞ
っ
と
す
る
こ
と
を
習
え
な
い
、
っ
て
ど
う
も
決
ま
っ
ち
ま
っ
て
る
だ
な
」
と
三
晩
目
に
な
る
と
、
ヘ
ン
ス

ヒ
ェ
ン
は
独
り
言
を
呟
い
た
。
そ
の
時
突
然
大
変
な
騒
ぎ
が
お
っ
始ぱ

じ

ま
り
、
男
が
六
人
部
屋
に
入
っ
て
来
た
。
こ
の
連
中
は
棺
台
に

載の

っ
け
た
柩ひ

つ
ぎ

を
担
い
で
お
り
、
そ
れ
を
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
の
前
に
置
く
な
り
消
え
失
せ
た
。
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
、
中
に
入
っ
て
る
の
は
だ

れ
だ
ん
べ
え
、
と
思
っ
て
柩
の
蓋
を
開
け
た
。
中
に
横
た
わ
っ
て
い
る
男
は
か
ち
か
ち
で
氷
の
よ
う
に
冷
た
か
っ
た
。「
あ
ら
ら
、
こ

い
つ
、
凍
え
と
る
。
寒
く
っ
て
す
っ
か
り
か
ち
か
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
だ
な
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
言
っ
た
。「
お
い
ら
が
暖あ

っ
た

め
て

や
ん
な
き
ゃ
」。
死
骸
を
柩
の
中
か
ら
引
き
起
こ
す
と
、
自
分
が
起
こ
し
た
火
の
傍
に
運
ん
だ
が
、
冷
た
い
ま
ん
ま
だ
っ
た
。「
こ
り
ゃ

寝
台
に
寝
か
せ
な
く
ち
ゃ
な
る
ま
い
。
そ
う
す
り
ゃ
す
ぐ
暖あ

っ
た

ま
る
べ
え
」

─
そ
こ
で
抱
い
て
寝
台
に
寝
か
せ
、
自
分
も
そ
の
傍
に
横

に
な
っ
た
。
暫
く
す
る
と
死
人
は
体
が
暖
か
く
な
っ
て
目
を
覚
ま
し
、
ふ
ん
ぞ
り
返
っ
て
こ
う
ぬ
か
し
お
っ
た
。「
だ
れ
が
き
さ
ま
に
、

お
れ
さ
ま
の
安
息
を
邪
魔
し
て
い
い
、
と
言
っ
た
。
き
さ
ま
、
殺
し
て
や
る
」。

─
「
は
て
、
慌あ

わ

て
な
さ
ん
な
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン

は
応
じ
る
と
、
ぱ
っ
と
男
に
摑
み
掛
か
り
、
柩
に
投
げ
込
ん
で
、
蓋
を
閉
め
、
手
早
く
螺ね

じ子
止
め
し
て
し
ま
っ
た
。
す
る
と
す
ぐ
さ
ま

さ
っ
き
の
六
人
の
男
が
や
っ
て
来
て
、
柩
を
担
ぎ
上
げ
、
運
ん
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
の
後
間
も
な
く
も
の
す
ご
い
巨
人
が
一
人
足
を
踏
み
入
れ
た
。
大
き
く
長
い
髯ひ

げ

を
生
や
し
て
お
り
、
こ
う
怒
鳴
っ
た
。「
こ
の
虫

け
ら
。
こ
れ
か
ら
き
さ
ま
、
死
な
に
ゃ
な
ら
ん
。
き
さ
ま
、
お
れ
と
一
緒
に
来
い
」。

─
「
お
い
ら
、
お
ぬ
し
と
一
緒
に
は
行
か
ん
」

と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
。「
急
ぐ
こ
た
あ
ね
え
。
お
い
ら
は
ま
だ
や
ら
に
ゃ
な
ら
ん
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
、
見
て
の
通
り
な
」。
そ
う
し
て
轆

轤
台
に
向
か
っ
て
坐
り
、
弾
み
車
を
蹴
っ
て
軸
棒
を
回
し（

37
（

、
鑿の

み

を
用
材
に
当
て
た
。
巨
人
は
弾
み
車
越
し
に
屈か

が

み
込
み
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ

ン
を
取
っ
捕
ま
え
よ
う
と
し
た
。
け
れ
ど
突
然
で
っ
か
い
悲
鳴
を
挙
げ
た
。「
痛
た
た
た
、
わ
し
の
髯
が
、
わ
し
の
髯
が
」。
こ
れ
は
だ

な
、
弾
み
車
が
回
転
す
る
の
を
助
け
る
腸ガ

ッ
ト弦

の
間
に
髯
の
端
っ
こ
が
入
っ
た
の
を
、
車
が
急
速
に
回
転
し
て
ぐ
い
っ
と
巻
き
込
み
、
巨
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人
の
頭
全
体
を
引
き
寄
せ
た
わ
け
。
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
威
勢
良
く
車
を
蹴
り
つ
け
て
い
わ
く
「
や
い
、
き
さ
ま
、
よ
く
聞
け
。
こ
れ
か

ら
お
い
ら
は
き
さ
ま
の
で
っ
か
い
鼻
を
削
り
取
っ
て
く
れ
る
。
き
さ
ま
の
目
の
く
り
玉
を
削
り
抜
い
て
く
れ
る
。
そ
い
で
き
さ
ま
の
大お

お

頭あ
た
まで

も
っ
て
九
柱
戯
の
球
を
削
り
あ
げ
て
く
れ
る
。
そ
れ
で
こ
そ
お
い
ら
、
ほ
ん
と
に
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
様
ち
ゅ
う
わ
け
だ
」。
す
る
と

巨
人
が
お
世
辞
た
ら
た
ら
で
約
束
す
る
に
は
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
自
分
を
放
し
て
く
れ
な
く
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
、
そ
う
し
て
く
れ
れ
ば

こ
っ
ち
も
長な

が
び
つ櫃

三
つ
に
ぎ
っ
し
り
の
黄き

ん金
を
見
せ
て
あ
げ
る
、
一
つ
は
王
の
も

の
、
も
う
一
つ
は
貧
民
の
も
の
と
決
め
ら
れ
て
い
る
、
で
、
三
つ
目
は
ヘ
ン
ス

ヒ
ェ
ン
に
贈
り
物
に
し
よ
う
、
と
。「
よ
か
ろ
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
言
っ
た
。

「
そ
の
代
物
を
よ
こ
し
な
。
だ
が
な
、
お
い
ら
が
そ
れ
を
手
に
入
れ
る
ま
で
、
き

さ
ま
、
こ
の
台
に
繋
が
れ
た
ま
ん
ま
だ
ぞ
。
そ
れ
か
ら
轆
轤
台
は
き
さ
ま
の
肩
に

ひ
っ
ち
ょ
っ
て
行
く
だ
」。

　

轆
轤
台
を
肩
に
背
負
い
、
髯
を
弾
み
車
に
絡
み
込
ま
れ
、
行
進
っ
て
の
は
糞
お

も
し
ろ
く
も
な
い
運
搬
だ
っ
た
て
。
巨
人
は
先
に
立
っ
て
と
あ
る
別
の
部
屋
に
行

く
と
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
に
黄
金
で
一
杯
の
長
櫃
を
披
露
し
た
。
そ
の
時
、
時
計
が

十
二
時
を
打
ち
、
巨
人
は
か
き
消
え
ち
ま
っ
た
。
轆
轤
台
は
担
ぎ
手
が
い
な
く

な
っ
て
そ
の
ま
ま
立
ち
往
生
。
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
長
櫃
も
姿
を
消
し
ち
ま
い
そ
う

な
気
が
し
て
「
止
ま
れ
い
、
止
ま
れ
い
」
と
叫
び
、
飛
び
つ
い
て
、
し
っ
か
り
押

さ
え
、
そ
れ
を
自
分
の
部
屋
に
引
き
ず
っ
て
来
、
そ
の
上
に
寝
っ
転
が
っ
て
眠
っ

た
。
今
度
も
ぞ
っ
と
せ
ん
か
っ
た
の
だ
。
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次
の
日
の
朝
王
が
来
て
、
お
訊
ね
に
な
っ
た
。「
さ
あ
て
昨
日
の
夜
に
は
さ
だ
め
し
そ
な
た
は
ま
こ
と
ぞ
っ
と
し
た
で
あ
ろ
う
な
」。

　
「
一
体
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
、
王
様
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
。「
お
い
ら
は
長
櫃
一
杯
の
黄
金
を
贈
り
物
に
貰
い

ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
長
櫃
一
つ
は
王
様
の
も
の
、
も
う
一
つ
は
貧
乏
人
の
も
の
で
す
。
黄
金
を
贈
り
物
に
貰
う
っ
ち
ゅ
う
と
、
ぞ
っ
と

し
な
く
っ
ち
ゃ
な
り
ま
せ
ん
の
で
」。

　
「
そ
な
た
は
天
晴
れ
な
こ
と
を
遣や

り
遂
げ
た
」
と
王
の
仰
せ
。「
そ
な
た
の
怖
い
物
知
ら
ず
の
お
蔭
で
こ
の
城
か
ら
騒

ポ
ル
タ
ー
ガ
イ
ス
ト

霊
が
祓
わ
れ
た

し
、
魔
法
を
掛
け
ら
れ
て
い
た
財
宝
が
い
た
し
か
た
な
く
明
る
み
に
出
て
来
た
の
じ
ゃ
。
そ
な
た
に
褒
美
を
遣
わ
そ
う
。
余
の
息
女
と

結
婚
い
た
す
が
よ
い
」。

　
「
忝

か
た
じ
け
のう

ご
ざ
い
ま
す
、
王
様
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
。「
で
も
、
お
い
ら
が
結
婚
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
の
と
、
い
ま
だ
に
阿
呆
で
、
ぞ
っ

と
す
る
こ
と
を
習
っ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
す
」。

　
「
そ
な
た
は
愛う

い
若
者
じ
ゃ
の
、
婿
殿
」
と
王
が
応
じ
た
。「
結
婚
い
た
す
が
よ
い
。
さ
す
れ
ば
何
も
か
も
分
か
ろ
う
ぞ
。
ぞ
っ
と
す

る
こ
と
が
で
き
な
ん
だ
者
は
少
な
く
な
い
が
、
結
婚
い
た
す
と
な
、
飛
び
切
り
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
鳥
肌
が
立
ち
通
し
に
な

る
の
じ
ゃ
」。

　
「
そ
う
な
る
か
も
知
ん
ね
え
、
と
思
う
と
お
い
ら
嬉
し
い
で
す
、
王
様
」
と
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
満
足
し
て
叫
ん
だ
。

　

間
も
な
く
す
ん
ば
ら
し
い
ご
婚
礼
が
挙
げ
ら
れ
た
。
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
と
っ
て
も
幸
せ
に
な
り
、
と
っ
て
も
金
持
ち
に
な
り
、
世
に

も
麗
し
い
奥
方
を
持
っ
た
。
だ
け
ど
も
「
分
か
ら
ん
な
あ
、
ど
れ
く
ら
い
経
て
ば
、
わ
た
し
は
ぞ
っ
と
す
る
こ
と
が
習
え
る
の
だ
ろ

う
」
と
言
い
言
い
し
た
。

　

よ
う
し
、
見
て
ら
っ
し
ゃ
い
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
。
ど
う
し
た
っ
て
あ
な
た
を
ぞ
っ
と
さ
せ
て
あ
げ
る
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
の
奥
方
の
う

ら
若
い
王
妃
は
そ
う
独
り
言
を
呟
き
、
鮴ご

り

と
か
鮠は

え

な（
38
（

ん
か
の
小
魚
が
入
っ
た
水
を
桶お

け

一
杯
持
っ
て
来
さ
せ
て
お
き
、
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
が
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眠
っ
て
し
ま
う
と
、
掛
け
布
団
を
剥は

い
で
か
ら
、
桶
一
杯
の
水
を
小
魚
も
ろ

と
も
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
に
、
ざ
ん
ぶ
り
こ
、
と
ぶ
っ
掛
け
た
。「
ぶ
る
る
る
」。

ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
わ
っ
と
目
を
覚
ま
し
、
寒
く
て
堪
ら
ず
口
を
ぱ
く
ぱ
く
さ

せ
た
。「
わ
た
し
は
養
魚
池
に
落
ち
た
よ
う
な
夢
を
見
た
。

─
ぶ
る
る
る
、

ぞ
っ
と
す
る
、
ぞ
っ
と
す
る
。
鳥
肌
が
立
つ
。
ま
る
で
卸
し
金
み
た
い
だ
。

ほ
ら
ね
、
妃き

さ
き

や
、
と
う
と
う
こ
れ
で
、
こ
れ
で
わ
た
し
は
ぞ
っ
と
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
れ
で
わ
た
し
は
ぞ
っ
と
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
」。

　
解
題

　

出
典
に
関
す
る
メ
モ
。
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
記
述
か
ら
は
結
局
特
定
で
き
な
い
。

　

こ
れ
は
後
半
の
古
城
の
部
分
で
は
伝
説
種
を
い
ろ
い
ろ
取
り
込
ん
で
あ
る
も
の
の
、
全

体
と
し
て
は
よ
く
で
き
た
笑シ

ュ
ヴ
ァ
ン
ク

い
話
で
あ
る
。
そ
し
て
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
彼
一
流
の
語
り

口
を
恣

ほ
し
い
ま
まに

展
開
、
い
か
に
も
気
持
ち
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

K
H
M
四
「
ぞ
っ
と
す
る
こ
と
を
覚
え
る
た
め
に
旅
に
出
た
男
の
話
」M

ärchen von 
einem

, der auszog, das Fürchten zu lernen.

に
相
当
。

　

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

he Y
outh W

ho 
W

anted to Learn W
hat Fear Is.

　

原
題D

as G
ruseln.
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二　

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
七
人
衆
の
昔メ

ル
ヒ
ェ
ン話

　

昔
む
か
し
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男（

39
（

が
七
人
お
っ
た
。
偉
い
勇
士
に
な
っ
て
世
界
中
武
者
修
行
を
し
よ
う
、
と
思
い
立
っ
た
。
だ
が
立
派

に
武
装
せ
に
ゃ
あ
な
ら
ん
と
い
う
わ
け
で
、
ま
ず
世
に
も
名
高
い
町
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク（

40
（

に
出
掛
け
、
防
具
と
武
器
を
調
達
す
る
た
め
、

取
る
物
も
と
り
あ
え
ず
ご
当
地
で
一
番
腕
の
い
い
親
方（

4（
（

を
訪
ね
た
。
な
に
せ
皆
が
こ
れ
こ
そ
と
も
く
ろ
ん
で
い
た
の
は
他
で
も
な
い
、

そ
の
頃
ま
こ
と
に
厭い

と

わ
し
い
こ
と
に
ボ
ー
デ
ン
湖（

42
（

界か
い
わ
い隈

に
巣す

喰く

っ
と
っ
た
巨
大
な
怪
物
退
治
だ
っ
た
ん
で
な
。
親
方
は
七
人
衆
を
見
る

と
と
て
も
び
っ
く
り
し
た
が
、
こ
の
大
胆
不
敵
な
面
面
が
似
合
い
の
も
の
を
選
べ
る
よ
う
、
陳
列
さ
れ
て
い
る
武
具
室
を
さ
っ
さ
と
開

い
た
。「
神
か
け
て
」
と
叫
ん
だ
の
は
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
。「
こ
れ
で
も
槍
だ
っ
ち
ゅ
う
の
か
。
爪つ

ま

楊よ
う

枝じ

に
使つ

こ

う
た
ら
丁
度
え
え
か
知
れ
ん

が
の
う
。
わ
し
に
ゃ
あ
男
の
身
の
丈
七
人
分
の
槍（

43
（

だ
っ
て
ま
ん
だ
長
過
ぎ
ゃ
せ
ん
の
だ
が
」。
こ
れ
を
聞
い
た
親
方
は
ま
た
し
て
も
妙

な
目
つ
き
で
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
を
見
遣や

っ
た
が
、
見
ら
れ
た
ご
当
人
は
か
っ
と
怒
り
出
し
そ
う
に
な
っ
た
。
て
の
は
な
、
こ
ち
ら
も
怖
い

目
つ
き
で
親
方
を
睨に

ら

み
返
し
た
の
よ
。
こ
の
時
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
が
折
良
く
こ
う
割
っ
て
入
ら
な
か
っ
た
ら
、
あ
や
う
く
な
ん

ぞ
起
こ
り
か
ね
な
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
。「
こポ

ッ

ツ

・

ブ

リ

ッ

ツ

り
ゃ
ぶ
っ
た
ま
げ
た
」
と
大
声
で
。「
お
ぬ
し
ゃ
あ
う
め
え
こ
と
を
言
う
た
。
お
ら
、
お
ぬ

し
の
考
え
た
こ
と
が
分
か
る
で
よ
。
七
人
皆
が
一
人
の
た
め
に
あ
る
だ
で
、
そ
れ
と
同
じ
に
七
人
皆
に
槍
一
本
ち
ゅ
う
こ
と
だ
な
」。

ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
に
は
こ
の
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
他
の
者
は
そ
れ
で
全
く
異
存
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
ひ
と
も
「
そ
う

と
も
」
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
親
方
は
一
時
間
足
ら
ず
で
男
の
身
の
丈
七
人
分
に
相
当
す
る
槍
を
拵こ

し
ら

え
た
。

─
も
っ
と
も
一
同
が
工
房

を
後
に
す
る
前
に
、
め
い
め
い
自
分
な
り
の
品
を
買
い
込
ん
だ
。
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
安
物
の
剣（

44
（

を
、
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
は

羽
根
飾
り
が
一
本
付
い
た
鉄て

つ

兜か
ぶ
とを
（
45
（

、
ゲ
ル
プ
フ
ュ
ー
ス
ラ
ー
は
履
い
て
い
る
長
靴
に
付
け
る
拍
車
を
。
こ
り
ゃ
あ
馬
に
乗
る
の
に
い
い

ば
か
り
じ
ゃ
な
く
、
後
ろ
へ
蹴
り
飛
ば
す
の
に（

46
（

も
役
立
つ
、
と
わ
け
を
言
っ
て
な
。
ゼ
ー
ハ
ー
ス
は
や
っ
と
の
こ
と
で
胸

き
ょ
う

甲こ
う

を（
47
（

選
ん
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だ
。
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
こ
う
い
っ
た
用
心
ぶ
り
に
は
全
く
賛
成

だ
っ
た
が
、
胸
甲
は
体
の
前
よ
り
後
ろ
に
付
け
た
方
が
い
い
、
と
の
意
見
を
述
べ

た
も
の
。
そ
う
し
て
親
方
の
が
ら
く
た
置
き
場
か
ら
使
い
古
し
の
理
髪
師
用
金か

な

盥だ
ら
い

を
見
つ
け
、
大
満
足
で
買
い
込
ん
だ
。
体
の
後
ろ
側
の
ず
っ
と
下
の
方
に
被か

ぶ

せ
る

た
め
。「
分
か
る
か
の
。
お
ら
に
えク

ラ
シ
ェ

え
気
［（

48
（

勇
気
］
た
ら
い
う
も
ん
が
あ
っ
て
、

先
頭
行
く
な
ら
、
鎧よ

ろ
い

な
ん
ぞ
要
り
は
し
ね
え
。
だ
ど
も
ど
ん
じ
り
歩
い
て
て
、
そ

れ
か
ら
えク

ラ
シ
ェ

え
気
が
ど
っ
か
他
に
行
っ
ち
ま
っ
た
場
合
に
ゃ
、
こ
れ
で
ち
ゃ
ん
と
し

た
場
所
に
鎧
が
あ
る
ち
ゅ
う
わ
け
だ
」。

　

さ
て
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
七
人
衆
が
律
儀
者
ら
し
く
買
っ
た
物
全
部
の
代
金
を

残
ら
ず
き
っ
か
り
払
い
、
そ
れ
か
ら
ま
た
善
良
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
聖

ザ
ン
ク
トウ

ル

リ
ヒ
教
会
で（

49
（

御ご

弥ミ

サ撒
を（

50
（

聴
聞
し
、
最
後
に
ゲ
ッ
ピ
ン
ゲ
ン
門（

5（
（

の
脇
の
肉
屋
で
上
等

の
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
腸ソ

ー
セ
ー
ジ詰

を
い
ろ
い
ろ（

52
（

を
買
い
込
ん
で
、
門
か
ら
市
外
へ
出
て
、

旅
を
続
け
た
。
例
の
槍
は
と
い
う
と
七
人
皆
が
一
列
に
前
後
に
並
ん
で
し
っ
か
と
握
っ
て
歩
い
て
行
っ
た
の
で
、
そ
の
様
さ
な
が
ら
炙や

き
串ぐ

し

に
刺
さ
れ
た
雲ひ

ば
り雀

の（
53
（

ご
と
し
。
真
っ
先
駈か

け
る
は
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
の
シ
ュ
ル
ツ
さ
ん（

54
（

。
中
で
一
番
雄
雄
し
い
男
。
次
に
続
く
は

ヨ
ッ
ケ
レ
で
、
別
名
ゼ
ー
ハ
ー
ス（

55
（

、
そ
れ
か
ら
マ
ル
レ
、
綽あ

だ

名な

し
て
ネ
ス
テ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ（

56
（

、
そ
れ
に
従
う
は
イ
ェ
ル
グ
レ
、
通
称

ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ（

57
（

、
そ
の
後
ろ
に
は
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
と
異
名
を
取
っ
た
る
ミ
ヒ
ェ
ル（

58
（

で
、
そ
れ
か
ら
ク
ネ
プ

フ
ェ
レ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
の
ハ
ン
ス（

59
（

、
さ
て
ど
ん
じ
り
は
フ
ァ
イ
ト
レ
で
、
こ
れ
は
ゲ
ル
プ
フ
ュ
ー
ス
ラ
ー（

60
（

。
こ
う
し
た
添
え
名
に
は
そ

れ
ぞ
れ
立
派
な
理
由
が
あ
っ
た
。
シ
ュ
ル
ツ
さ
ん
が
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
と
呼
ば
れ
る
の
は
ア
ル
ガ
ウ
［
＝
ア
ル
ゴ
イ
］
生
ま
れ
だ
か
ら
。
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ゼ
ー
ハ
ー
ス
は
以
前
ボ
ー
デ
ン
湖
畔
に
住
ん
ど
っ
た
の
で
。
ネ
ス
テ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
釦ボ

タ
ン

の
代
わ
り
に
紐ひ

も

で
洋ズ

ボ
ン袴

を
結
ん
で
い
る
か

ら
こ
う
い
う
名
前
を
付
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
洋ズ

ボ
ン袴

だ
が
、
ほ
と
ん
ど
ひ
っ
き
り
な
し
に
片
手
を
添
え
て
押
さ
え
て
お
ら
に
ゃ
な
ら

ん
か
っ
た
。
紐
が
よ
く
ち
ぎ
れ
ち
ま
っ
た
で
な
。
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
と
言
わ
れ
る
の
は
、
や
っ
こ
さ
ん
、

「
こポ

ッ

ツ

・

ブ

リ

ッ

ツ

り
ゃ
ぶ
っ
た
ま
げ
た
」

（
6（
（

と
い
う
言
い
回
し
が
口
癖
な
ん
で
。
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
、
鼻
を
自
分
の
上
着
の
前
袖
で
拭

く
習
慣
の
せ
い
で
、
そ
こ
が
［
洟

は
な
じ
るが

く
っ
つ
い
て
］
な
ん
か
こ
う
鏡
み
た
い
に
ぴ
か
ぴ
か
し
と
る
の
で
、
こ
う
い
う
清
ら
か
な
名
前
を

貰も
ら

っ
た
わ
け
。
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
、
シ
ュ
ペ
ッ
ツ
レ
と
も
い
う
旨う

ま

い
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ（

62
（

を
作
る
の
が
上
手
な
男
。
バ
イ
エ

ル
ン
・
ド
イ
ツ
語
じ
ゃ
あ
ク
ネ
ー
テ
ル（

63
（

、
ザ
ク
セ
ン
・
ド
イ
ツ
語
じ
ゃ
あ
ク
レ
ー
セ（

64
（

だ
な
。
さ
て
最
後
の
ゲ
ル
プ
フ
ュ
ー
ス
ラ
ー
だ

が
、
こ
れ
は
ボ
プ
フ
ィ
ン
グ
地
方（

65
（

の
出
で
、
こ
こ
の
住
民
の
こ
と
を
周
辺
の
人
た
ち
は
か
ら
か
っ
て
ゲ
ル
プ
フ
ュ
ー
ス
ラ
ー
と
呼
ぶ
の

さ
あ
ね
。
昔
連
中
が
領
主
の
公
爵
の
と
こ
ろ
へ
年
貢
と
し
て
荷
車
一
台
一
杯
の
卵
を
持
っ
て
行
か
な
き
ゃ
な
ら
ん
こ
と
に
な
っ
た
が
、

ち
ゃ
ん
と
一
杯
に
詰
め
よ
う
と
思
っ
て
、
卵
を
足
で
踏
み
固
め
た
も
ん
で
、
卵
が
い
く
ら
か
ぶ
っ
壊
れ
、
ボ
プ
フ
ィ
ン
グ
の
人
間
の
足

が
黄
色
く
な
っ
ち
ま
っ
た
、
と
い
う
話
が
あ
る
も
ん
で
な
。

　

さ
て
七
人
衆
い
ず
れ
も
が
槍
を
押
っ
取
り
、
上
上
の
ご
機
嫌
で
旅
を
重
ね
る
う
ち
、
乾し

ち

が

つ

し
草
月
の（

66
（

あ
る
日
、
黄た

そ
が
れ昏

時ど
き

も
遅
い
時
分
、

緑
の
牧
場
に
さ
し
か
か
っ
た
。
す
る
と
一
匹
の
雀

す
ず
め

蜂ば
ち

が（
67
（

敵
意
を
籠
め
た
唸う

な

り
を
立
て
て
一
同
か
ら
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
茨い

ば
ら

の
生
け
垣
の
蔭
か

ら
姿
を
現
し
、
傍
を
ぶ
う
ん
と
飛
び
去
っ
た
。
こ
れ
に
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
の
シ
ュ
ル
ツ
は
お
っ
そ
ろ
し
く
仰
天
、
冷
や
汗
た
ら
た
ら
で
、

戦
仲
間
に
呼
び
掛
け
た
。「
聴
け
。
早
く
も
敵
が
太
鼓
を
打
ち
よ
る
」。
シ
ュ
ル
ツ
の
す
ぐ
後
ろ
に
い
た
ヨ
ッ
ケ
レ
が
妙
な
臭
い
を
嗅か

ぎ

つ
け
て
怒
鳴
っ
た
。「
確
か
に
、
確
か
に
。
こ
り
ゃ
す
ぐ
近
く
だ
。
も
う
火
薬
の
臭
い
が
す
る
ぞ
な
」。
そ
こ
で
尻
に
帆
掛
け
た
シ
ュ
ル

ツ
さ
ん
、
槍
を
お
っ
ぽ
り
だ
し
、
垣
根
を
ぴ
ょ
い
と
跳
び
越
え
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
辺
に
あ
っ
た
熊く

ま

手で

の
歯
の
真
上
に
跳
び
降
り
た
の

で
、
熊
手
の
柄
が
［
跳
ね
返
っ
て
］
真
っ
向
か
ら
顔
に
中あ

た

り
、
し
た
た
か
な
一
撃
を
喰く

ら
わ
せ
た
。
シ
ュ
ル
ツ
は
、
敵
に
打
っ
て
掛
か
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ら
れ
た
、
と
思
い
込
み
、「
勘
弁
し
て
く
れ
え
、
降
参
す
る
う
」
と
金
切
り
声
を
出
し
た
。
他
の
六
人
も
続
い
て
垣
根
を
跳
び
越
え
て
来

た
が
、
お
頭か

し
ら

が
こ
う
叫
ん
だ
の
を
聞
い
た
の
で
、「
お
ぬ
し
が
降
参
す
る
な
ら
、
お
ら
も
降
参
す
る
う
。
お
ぬ
し
が
降
参
す
る
な
ら
、
お

ら
も
降
参
す
る
う
」
と
皆
叫
ん
だ
。
で
も
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
七
人
衆
を
取
っ
て
押
さ
え
よ
う
と
す
る
者
は
だ
あ
れ
も
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
気
づ
い
た
一
同
は
、
度
胸
が
な
さ
す
ぎ
た
の
を
恥
ず
か
し
が
り
、
こ
の
初う

い
じ
ん陣

の
勲い

さ
お

を
ひ
と
に
洩
ら
さ
な
い
よ
う
誓
い
合
っ
た
。

　

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
七
人
衆
が
な
お
も
こ
う
や
っ
て
旅
を
し
て
、
と
あ
る
凹く

ぼ

道み
ち

に（
68
（

入
り
込
ん
だ
。
大
胆
不
敵
に
こ
れ
を
行
進
し
て
行
っ

た
が
、
行
く
手
に
で
っ
か
い
熊
が
一
頭
横
た
わ
っ
て
い
る
の
に
、
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
が
鼻
を
ぶ
っ
つ
け
そ
う
に
な
る
ま
で
気
づ
か
な
ん

だ
。
熊
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
た
シ
ュ
ル
ツ
さ
ん
は
、
び
っ
く
り
仰
天
し
た
あ
ま
り
我
を
忘
れ
、
た
た
ら
を
踏
む
な
り
、
真
っ
直
ぐ

熊
に
槍
を
突
っ
掛
け
た
ん
だ
が
、
そ
れ
以
上
は
な
に
も
で
き
ず
、
い
と
も
情
け
な
い
声
音
で
「
熊
だ
あ
、
熊
だ
あ
」
と
が
な
る
ば
か

り
。
自
分
の
最
後
の
麪パ

ン麭
は
焼
か
れ
て
、
平
ら
げ
ら
れ
ち
ま
っ
た（

69
（

［
最
期
は
目
前
、
そ
ろ
そ
ろ
年
貢
の
納
め
時
］、
と
思
い
込
ん
で
な
。

だ
が
、
熊
は
ぴ
く
り
と
も
動
か
な
か
っ
た
。
と
こ
と
ん
死
ん
じ
ま
っ
て
い
た
の
で
な
あ
。
こ
れ
に
は
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
大
喜
び
。
そ
こ
で

仲
間
た
ち
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
ま
た
ま
た
び
っ
く
り
仰
天
。
全
員
ひ
っ
そ
り
か
ん
と
死
ん
だ
よ
う
に
地
面
に
転
が
っ
て
い
た
か

ら
。
そ
こ
で
シ
ュ
ル
ツ
さ
ん
は
、
自
分
が
槍
で
後
ろ
突
き
に
皆
を
刺
し
て
し
ま
っ
た
、
と
思
い
、
悲
鳴
を
挙
げ
た
。
地
面
に
転
が
っ
て

た
衆
は
、
熊
が
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
を
ぺ
ろ
り
と
や
ら
な
か
っ
た
の
を
知
っ
て

─
て
の
も
び
っ
く
り
仰
天
し
た
の
で
も
ん
ど
り
う
っ
て
倒

れ
た
だ
け
だ
っ
た
の
さ

─
用
心
深
く
目
を
上
げ
て
覗の

ぞ

く
と
、
熊
が
死
ん
で
い
る
の
が
見
え
た
か
ら
、
元
気
一
杯
で
立
ち
上
が
り
、
熊

の
周
り
を
歩
き
回
り
、
槍
が
加
え
た
傷
の
深
さ
は
ど
れ
く
ら
い
か
の
う
、
と
調
べ
に
掛
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
傷
は
一
箇
所
も
見
当
た
ら

な
い
。
そ
こ
で
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
い
わ
く
「
こポ

ッ

ツ

・

ブ

リ

ッ

ツ

り
ゃ
ぶ
っ
た
ま
げ
た
。
こ
の
熊
は
く
た
ば
っ
と
る
。
と
っ
く
の
昔
に
死
ん
で
る

で
よ
う
」。

─
「
そ
う
と
も
、
そ
う
と
も
」
と
ヨ
ッ
ケ
レ
。「
炙や

き
肉
に
あ
り
つ
け
る
だ
な
」。
熊
の
皮
を
剥は

い
で
勝
利
の
印
と
し
て

持
っ
て
歩
こ
う
、
だ
が
肉
の
方
は
残
し
て
行
こ
う
、
と
一
同
衆
議
一
決
。「
今
度
は
羊
ど
も
が
喰
う
と
え
え
。
以
前
熊
が
羊
ど
も
を
喰
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う
た
よ
う
に
の
」
と
七
人
衆
の
だ
れ
か
が
言
い
、
皆
は
熊
の
皮
と
槍
を
携
え
、
前
へ
進
め
、
と
歩
き
出
し
た
。

　

さ
あ
て
、
そ
れ
か
ら
と
あ
る
森
に
踏
み
込
ん
だ
が（

70
（

、
茂
み
の
中
に
ま
す
ま
す
深
く
入
る
一
方
、
と
う
と
う
出
ら
れ
な
く
な
っ
ち
ま
っ

た
。
お
し
ま
い
に
は
樹
樹
が
び
っ
し
り
密
生
し
て
い
る
の
で
、
歩
き
続
け
る
こ
と
は
思
い
も
寄
ら
ぬ
あ
り
さ
ま
。
と
う
と
う
ア
ル
ゴ
イ

ア
ー
は
一
本
の
太
い
樹
の
前
に
立
ち
止
ま
り
、
槍
を
掲
げ
て
獅
子
の
よ
う
に
吼ほ

え
た
。「
神
か
け
て
。
ぜ
ひ
と
も
突
ん
抜
け
に
ゃ
あ
」

こ
う
言
う
な
り
す
ご
い
力
で
樹
の
脇
の
地
面
に
槍
を
突
き
刺
し
た
の
で
、
ク
ネ
プ

フ
ェ
レ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
が
樹
と
槍
の
間
に
楔く

さ
び

み
た
い
に
挟
ま
れ
ち
ま
っ
て
、
ぴ
く

り
と
も
動
け
な
く
な
っ
た
。
こ
い
つ
は
冗
談
事
じ
ゃ
あ
済
ま
な
い
。
て
の
は
一
行

が
に
っ
ち
も
さ
っ
ち
も
行
か
な
く
な
り
、
だ
れ
一
人
と
し
て
前
へ
も
後
ろ
へ
も
進

め
な
く
な
っ
た
ん
で
。
な
る
ほ
ど
、
七
人
衆
は
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
を

こ
の
締
め
金
の
中
か
ら
引
っ
張
り
出
そ
う
と
、
い
ろ
い
ろ
仰

ぎ
ょ
う

山さ
ん

な
試
み
を
し
て
み

た
が
、
全
部
無
駄
骨
折
り
。
ハ
ン
ス
は
ぎ
ゅ
っ
と
嵌は

ま
り
込
ん
で
い
て
、
ぐ
ら
つ

き
も
し
な
い
。
そ
の
時
突
然
、
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
の
脳
味
噌
の
中
を
大
層
な
思
い
つ

き
が
じ
わ
じ
わ
と
拡
が
っ
て
行
っ
た
様
子
で
、
振
り
返
る
な
り
、
こ
う
叫
ん
だ
。

「
神
か
け
て
。
神
様
の
お
助
け
が
あ
る
な
ら
、
わ
し
ゃ
あ
悪
魔
に
も
な
ら
に
ゃ
あ
」。

そ
し
て
、「
え
え
、
こ
ん
ち
く
し
ょ
う
」
と
言
う
が
早
い
か
、
が
し
っ
と
樹
を
ば

引
っ
摑つ

か

み
、
根
こ
そ
ぎ
ぐ
い
っ
と
引
っ
こ
抜
い
た
。
生
き
て
い
る
と
い
う
よ
り
死

ん
だ
み
た
い
だ
っ
た
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
打
ち
箆べ

ら

遊
び
で
叩
か
れ
た

球（
7（
（

の
よ
う
に
弾は

じ

け
出
し
、
六
ク
ラ
フ
タ
ー（

72
（

も
空
中
高
く
舞
い
上
が
り
、
そ
れ
か
ら
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ど
す
ん
と
落
っ
こ
ち
た
の
で
、
大
地
は
た
め
に
震し

ん
か
ん撼

し
た
。
他
の
五
人
は
い
か
に
も
恭
し
く
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
を
仰
ぎ
見
た
。
な
に
し
ろ

こ
の
時
初
め
て
、
シ
ュ
ル
ツ
さ
ん
は
な
ん
と
も
大
し
た
掘
り
出
し
物
だ
、
と
い
う
こ
と
を
よ
く
よ
く
得
心
し
た
か
ら
だ
。

　

少
し
ば
か
り
先
に
行
く
と
、
ま
た
し
て
も
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
は
心
臓
を
洋ズ

ボ
ン袴

の
留
め
革
の
中
に
落
と
し
ち
ま
っ
て
る
わ
け
じ
ゃ
あ
な
い（

73
（

［
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
は
臆
病
者
で
は
な
い
］
っ
て
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。
て
の
は
こ
う
い
う
し
だ
い
。
七
人
衆
が
茂
み
の
中
か
ら
よ
う

や
く
外
へ
出
る
と
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン（

74
（

の
麦ビ

ー
ル酒

作
り
が
一
人
道
中
し
て
来
た
。
こ
の
男
、
一ひ

と
む
れ群

の
剛こ

わ

毛げ

の
家
畜
［
豚
］
を
追
い
立
て
て
お

り
、
百
歩
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
で
も
ど
こ
の
土
地
っ
子
だ
か
看み

て
取
れ
た
。
槍
を
携
え
た
七
人
衆
が
目
に
留
ま
る
と
、
男
は
道
に
立
ち

は
だ
か
り
、
こ
の
勇
ま
し
い
人
人
を
笑
い
飛
ば
そ
う
と
い
っ
た
顔
つ
き
を
し
た
。
す
ぐ
さ
ま
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
が
そ
や
つ
の
前

に
出
て
行
き
、
居
丈
高
に
こ
う
訊
い
た
も
の
。「
ぬ
し
ゃ
あ
何
を
じ
ろ
じ
ろ
見
て
い
る
だ
。
ま
ん
だ（

75
（

シシ

ュ

ヴ

ォ

ー

ベ

ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
を
見
た
こ
と

が
ね
え
だ
か
」。

─
「
い
や
っ
て
え
ほ
ど
見
と
る
」
と
男
が
や
り
返
し
た
。「
わ
し
ん
と
こ
の
麦
芽
乾
燥
場（

76
（

に
ゃ
あ
何
千
匹
も
走
り

回
っ
と
る
」。
こ
れ
は
、
ど
う
し
て
か
知
ら
な
い
が
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
、
例
の
黒
い
虫
ど
も（

77
（

［
ご
き
ぶ
り
］
を
皮
肉
っ
て
指
し
た
わ

け
。
今
が
今
五
月
の
蛙か

え
る

み
た
よ
う
に
む
し
ゃ
く
し
ゃ
し
て
い
た
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
に
は
こ
れ
だ
け
言
わ
れ
り
ゃ
瘡か

さ

蓋ぶ
た

の
上
に
虱

し
ら
み

を
這は

わ
せ
る（

78
（

［
か
っ
と
す
る
］
に
は
十
分
だ
っ
た
。
麦ビ

ー
ル酒

作
り
に
詰
め
寄
る
な
り
、
素
早
く
横
っ
面
に
び
ん
た
を
喰
ら
わ
せ
た
の
で
、

相
手
は
、
目
か
ら
火
が
出
る
は
、
で
っ
か
い
雀
蜂
さ
な
が
ら
ぶ
ん
ぶ
ん
耳
鳴
り
が
す
る
は
。
麦ビ

ー
ル酒

作
り
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
、
両
腕
を
高

高
と
振
り
上
げ
て
、
小こ

癪し
ゃ
くな

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
っ
子
に
も
一
撃
を
お
見
舞
い
し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
生
涯
で
相
手
が
夢
に
も
考

え
な
か
っ
た
よ
う
な
一
発
を
な
。
け
れ
ど
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
奇き

た
い態

な
や
っ
こ
さ
ん
、
片
足
を
軸
に
七
遍
回
転
し
た
も
ん
だ
。

こ
れ
ま
で
の
生
涯
、
こ
の
逃
げ
か
た
以
上
の
こ
と
は
身
に
着
け
な
か
っ
た
で
な
。
そ
こ
で
麦ビ

ー
ル酒

作
り
は
し
た
た
か
に
空く

う

を
打
っ
た
の

で
、
独こ

ま楽
み
た
い
に
完
全
に
一
回
転
、
た
た
ら
を
踏
ん
で
、
乾
し
草
棒（

79
（

の
よ
う
に
ど
た
り
と
地
面
に
ぶ
っ
倒
れ
た
。
こ
れ
が
男
が
止と

ど

め

を
刺
さ
れ
る
も
と
。
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
かク

ヴ
ェ
ッ
ケ
ン

も
じ
草
朝ハ

ム
ス
タ
ー

鮮
鼠
み（

80
（

た
い
に
そ
の
体
に
跳
び
掛
か
り
、
喉の

ど
く
び頸

を
摑
ん
だ
。
一
方
他
の
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連
中
は
両
手
両
足
を
押
さ
え
、
そ
の
上
で
愉
快
に
ぽ
ん
ぽ
ん
弾
ん
だ
。
さ
は

さ
り
な
が
ら
こ
の
男
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
そ
れ
で
も
勝
ち
を
占
め
た
か
も
。

大
柄
で
逞た

く
ま

し
い
や
つ
だ
っ
た
か
ら
な
。
も
し
も
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
が
マ
ル
タ
ー

袋（
8（
（

さ
な
が
ら
ど
さ
り
と
襲
い
掛
か
ら
な
か
っ
た
ら
ば
の
話
。
そ
こ
で
男
は
い

や
お
う
な
し
に
許
し
を
請
わ
に
ゃ
あ
な
ら
な
ん
だ
。
な
に
せ
そ
う
せ
ぬ
う
ち

は
上
に
乗
っ
か
っ
た
一
団
は
手
を
緩
め
て
退ど

い
ち
ゃ
く
れ
な
か
っ
た
か
ら
。

　

暢の
ん
き気

な
同
勢
が
更
に
旅
路
を
重
ね
て
行
く
と
、
広
広
と
し
た
青
い
湖
に
出

く
わ
し
た
。
と
申
そ
う
か
、
連
中
に
は
そ
う
見
え
た
っ
て
わ
け
。
な
に
せ
そ

う
こ
う
す
る
う
ち
い
く
ら
か
薄
暗
く
な
っ
て
い
た
し
、
風
に
吹
か
れ
て
波

打
っ
て
い
た
し
な
。
そ
こ
へ
下
る
坂
の
上
に
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
七
人
衆
は
佇

た
た
ず

ん
で
、
ど
う
や
っ
た
ら
一
番
手
っ
取
り
早
く
こ
の
湖
を
渡
れ
る
も
の
か
、
と

下
を
眺
め
た
。
実
は
下
に
は
水
な
ぞ
無
く
て
、
亜
麻
が
一
面
の
畑
が
拡
が
っ
て
い
た
の
だ
。
折
し
も
青
い
そ
の
花
の
な
ん
と
も
素
晴
ら

し
い
花
盛
り
だ
っ
た
。

　
「
こポ

ッ

ツ

・

ブ

リ

ッ

ツ

り
ゃ
ぶ
っ
た
ま
げ
た
」
と
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
が
叫
ん
だ
。「
こ
り
ゃ
ど
う
し
た
ら
よ
か
ん
べ
え
。
お
ら
た
ち
、
こ
の
荒
れ

狂
う
湖
を
渡
ら
に
ゃ
な
ら
ね
え
だ
」。

　
「
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
、
お
ぬ
し
、
向
こ
う
へ
渡
し
て
く
れ
え
。
聖
ク
リ
シ
ュ
ド
フ
様（

82
（

が
巡
礼
衆
を
渡
し
た
よ
う
に
よ
」
と
ゼ
ー
ハ
ー
ス
。

─
「
神
か
け
て
」
と
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
が
答
え
た
。「
水
に
入
る
な
あ
な
ん
で
も
ね
え
。
肩
の
と
こ
よ
り
深
く
な
け
り
ゃ
あ
な
」。
ネ
ス

テ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
片
手
で
洋ズ

ボ
ン袴

の
腰
帯
を
摑
み
、
こ
の
上
品
な
衣
類
が
落
ち
な
い
よ
う
に
し
っ
か
り
押
さ
え
、
も
う
片
っ
ぽ
の
手
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で
泳
ぐ
よ
う
な
恰か

っ
こ
う好

を
し
た
。
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
に
は
こ
り
ゃ
好い

い
加
減
に
済
ま
さ
れ
る
こ
っ
ち
ゃ
な
か
っ
た
。
こ
の
男
、

鮫さ
め

や
鯨く

じ
ら

、
あ
る
い
は
鰐わ

に

が
水
中
に
う
ご
め
い
て
は
い
な
い
か
、
と
じ
い
っ
と
睨
ん
だ
。
他
の
者
も
全
く
途
方
に
暮
れ
て
突
っ
立
っ
て
い

た
が
、
と
う
と
う
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
が
連
中
の
後
ろ
を
う
ろ
つ
き
回
り
、「
思
い
切
っ
て
始
め
り
ゃ
、
半
分
泳
い
じ
ま
っ
た
よ

う
な
も
ん
だ
あ
よ
う（

83
（

」
と
叫
ぶ
な
り
、
二
、三
人
を
下
へ
突
き
落
と
し
た
。
こ
の
者
た
ち
が
沈
ま
な
か
っ
た
の
で
、
ゲ
ル
プ
フ
ュ
ー
ス

ラ
ー
も
一
番
勇
気
を
出
し
て
、
ぴ
ょ
ん
と
跳
び
込
ん
だ
。
も
っ
と
安
心
し
て
こ
れ
に
続
い
た
の
は
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
と
ネ
ス
テ

ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
。
そ
し
て
最
後
は
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
が
槍
に
ま
た
が
っ
て
駆
け
下
り
た
。
か
く
し
て
下
で
は
ど
し
ん
ど
し
ん
と
折
り
重

な
っ
た
が
、
と
う
と
う
鼻
か
ら
先
に
畑
に
突
っ
込
ん
だ
の
に
気
づ
き
、
打
ち
身
の
付
い
た
脇
腹
を
抱
え
て
だ
ん
だ
ん
に
起
き
上
が
り
、

槍
を
拾
い
上
げ
、
ま
た
し
て
も
、
前
へ
進
め
、
と
歩
き
出
し
た
。

　

こ
の
時
ま
で
七
人
衆
は
和わ

き気
藹あ

い
あ
い藹

で
槍
を
運
び
、
仲
間
内
に
揉も

め
事
も
悶も

ん
ち
ゃ
く着

も
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
か
の
邪

よ
こ
し
まな

敵
［
悪

魔
］
が
現
れ
て
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
と
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
の
間
に
い
さ
か
い
の
種
を
蒔ま

い
た
。
こ
れ
が
起
こ
っ
た
の

は
次
の
よ
う
な
し
だ
い
。
一
行
が
か
な
り
歩
い
た
と
こ
ろ
で
、
も
う
夜
に
な
り
、
折
し
も
月
が
昇
っ
た
。
す
る
と
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
シ
ュ

ヴ
ァ
ー
プ
は
何
か
妙
に
故
郷
に
帰
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
、
こ
う
言
っ
た
。「
こ
い
つ
は
儲も

う

け
た（

84
（

。
メ
ン
メ
ン
ゲ（

85
（

［
メ
ン
ミ
ン
ゲ
ン
］

は
決
し
て
遠
く
ね
え
だ
よ
」。
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
び
っ
く
り
し
て
ま
じ
ま
じ
見
つ
め
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
分
か
る
の

か
、
と
訊た

ず

ね
た
。
相
手
は
得
得
と
し
て
笑
っ
て
い
わ
く
「
お
ら
あ
、
メ
ン
メ
ン
ゲ
の
月
は
よ
お
く
知
っ
と
る
だ
で
」。
そ
こ
で
こ
ち
ら

は
目
か
ら
涙
を
こ
ぼ
し
て
大
笑
い
。「
こポ

ッ

ツ

・

ブ

リ

ッ

ツ

り
ゃ
ぶ
っ
た
ま
げ
た
、
お
ぬ
し
ゃ
あ
な
ん
と
ま
あ
た
ま
げ
た
莫ば

迦か

だ
の
」
と
叫
ん
だ
。
さ
て

シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
確
か
に
当
た
り
障
り
の
あ
る
こ
と
を
言
わ
れ
て
も
こ
た
え
な
い
人
間
だ
っ
た
し
、
事
実
こ
れ
ま
で
に

も
も
う
何
度
も
と
や
か
く
品
評
さ
れ
ち
ゃ
い
た
け
れ
ど
、
莫
迦
と
決
め
つ
け
ら
れ
た
く
は
な
か
っ
た
。
い
か
に
も
こ
れ
が
こ
の
男
の
泣

き
所
だ
っ
た
で
な
。
こ
う
口
走
っ
た
途
端
、
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
も
う
横
っ
面
を
一
発
張
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
二
人
は
肉
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屋
の
犬
同
士
そ
こ
の
け
と
い
う
態て

い

で
取
っ
組
み
合
い
、
負
け
る
も
の
か
、
と
殴
り
合
っ
た
。
他
の
連
中
は
物
見
高
く
見
物
し
て
い
た

が
、
と
う
と
う
ゼ
ー
ハ
ー
ス
が
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
に
仲
裁
を
頼
ん
だ
。
頼
ま
れ
る
と
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
は
す
ぐ
さ
ま
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー

プ
の
洋ズ

ボ
ン袴

の
腰
帯
を
摑
み
、
蛙
み
た
い
に
高
高
と
宙
に
差
し
上
げ
た
か
ら
、
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
思
う
さ
ま
手
足
を
じ
た
ば
た

さ
せ
た
。
そ
う
な
っ
て
も
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
の
胸
板（

86
（

を
叩
く
の
を
止
め
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
は
こ
っ
ち
も
取
っ
捕
ま
え
、
胸
倉
を
ぎ
ゅ
う
と
締
め
付
け
た
の
で
、
こ
ん
こ
ち
に
つ
っ
ぱ
ら
か
っ
て
、
ぴ
く
り
と
も
動

け
な
く
な
っ
た
。「
神
か
け
て
」
と
シ
ュ
ル
ツ
さ
ん
は
叫
ん
だ
。「
わ
し
は
お
ぬ
し
ら
に
行
儀
ち
ゅ
う
も
の
を
教
え
て
や
る
わ
。
こ
の
忌

ま
忌
ま
し
い
抜
け
作
ど
も
め
が
」。
こ
う
し
て
ま
す
ま
す
手て

酷ひ
ど

く
片
方
を
揺
す
ぶ
り
、
も
う
片
方
を
締
め
上
げ
た
の
で
、
と
う
と
う
二

人
は
お
互
い
に
、
こ
れ
か
ら
元
通
り
親
し
い
友
だ
ち
に
な
る
つ
も
り
だ
、
と
約
束
を
交
わ
し
、
そ
の
時
か
ら
死
ぬ
ま
で
間
柄
は
変
わ
ら

な
か
っ
た
。

　

間
も
な
く
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
一
向
莫
迦
な
ん
か
じ
ゃ
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
。
大
概
の
場
合
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー

プ
は
そ
う
思
っ
て
い
た
の
だ
が
。
な
に
し
ろ
四し

半は
ん

刻と
き

［
三
〇
分
］
も
歩
く
と
、
一
同
は
メ
ン
ミ
ン
ゲ
ン
を
目
の
前
に
し
て
い
た
の
だ
。

シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
が
月
を
見
て
予
言
し
た
通
り
。
で
も
こ
の
町
は
今
で
は
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
に
不
幸
し
か
齎

も
た
ら

さ
な
い
み
た
い
で
、
す
ぐ
さ
ま
こ
の
哀
れ
な
男
の
命
に
関
わ
る
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
そ
の
前
に
「
お
ら
、
メ
ン
メ
ン
ゲ
は
通
り

抜
け
な
い
」
と
言
っ
た
も
の
。
理
由
を
訊き

か
れ
る
と
、
頭か

ぶ
り

を
振
っ
て
、
お
ら
に
し
か
分
か
ら
ん
こ
っ
ち
ゃ
、
と
答
え
た
の
だ
っ
た
。
そ

こ
で
七
人
衆
は
市
壁
を
ぐ
る
り
と
廻
り
、
向
こ
う
の
端
で
ま
た
大
街
道
に
戻
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
か
ら
ま
た
し
て
も
は
っ
き
り
示
さ

れ
た
の
は
、
人
間
、
己お

の

が
運
命
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。
な
ぜ
な
ら
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
に
と
っ
て
あ
っ
と
い

う
間
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
葎ホ

ッ
プ穂

畑（
87
（

の
一
つ
か
ら
女
が
走
り
寄
っ
て
来
た
ん
で
。
こ
り
ゃ
正
真
正
銘
の
が
た
が
た
糸
巻
き
棹ざ

お

［（
88
（

老
い
ぼ
れ

婆
さ
ん
］
だ
っ
た
。
で
、
骨
身
に
突
き
刺
さ
る
よ
う
な
金
切
り
声
を
張
り
上
げ
た
も
の
だ
。「
と
う
と
う
帰
っ
て
来
た
ん
だ
ね
、
こ
の
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の
ら
く
ら
者
。
こ
ん
な
に
長
い
こ
と
ど
こ
を
の
た
く
っ
て
い
た
の
さ
、
こ
の
絞
首
台
の
縄
［
や
く
ざ
者
］」。
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
シ
ュ

ヴ
ァ
ー
プ
は
目
が
ち
ら
く
ら
し
て
、
こ
い
つ
は
年
貢
の
納
め
時
だ
、
と
観
念
し
た
。
と
い
う
の
は
こ
の
婆
様
、
他
で
も
な
い
、
他
の
仲

間
と
連
れ
立
っ
て
旅
に
出い

で
立
っ
た
時
、
彼
が
委
細
構
わ
ず
お
っ
ぽ
ら
か
し
て
来
た
、
い
と
も
愛
す
べ
き
嬶

か
か
あ

左ざ

衛え

門も
ん

だ
っ
た
か
ら
。
考

え
る
間
な
ぞ
あ
ら
ば
こ
そ
、
ぱ
っ
と
一
っ
飛
び
で
そ
の
葎ホ

ッ
プ穂

畑
に
逃
げ
込
ん
だ
。
笑
っ
て
笑
っ
て
腹
が
弾
け
ん
ば
か
り
の
他
の
連
中
の

大
歓
声
を
後
に
し
て
。
と
こ
ろ
が
婆
様
は
、
紡つ

む錘
の
よ
う
に
細
っ
こ
い
足
を
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
動
か
し
、
鶺せ

き
れ
い鴒

み（
89
（

た
い
な
速
さ
で
敏
捷
に

追
い
す
が
っ
た
。
も
し
、
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
が
丁
度
う
ま
い
具
合
に
あ
る
悪い

た
ず
ら戯

を
思
い
つ
か
な
か
っ
た
ら
、
ご
両
人
の
間

に
も
の
す
ご
い
喧け

ん

嘩か

口
論
が
お
っ
始ぱ

じ

ま
っ
て
た
こ
と
だ
ろ
う
。
や
っ
こ
さ
ん
は
手
ぶ
ら
で
、
例
の
熊
の
皮
を
持
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ

た
。
こ
れ
が
あ
り
が
た
い
こ
と
に
役
に
立
っ
た
。
急
い
で
毛
皮
を
頭
か
ら
被か

ぶ

る
と
、
巧
み
に
前
脚
の
部
分
に
手
を
滑
り
込
ま
せ
、
四
つ

ん
這
い
に
な
っ
た
か
ら
、
生
き
て
い
る
熊
そ
の
も
の
、
唸う

な

り
な
が
ら
女
房
殿
に
駆
け
寄
り
、
鋭
い
鉤か

ぎ

爪づ
め

を
相
手
の
体
に
回
し
て
、
ぐ
い

と
抱
き
締
め
た
の
で
、
女
房
は
気
を
失
っ
ち
ま
っ
て
、
耳
も
聞
こ
え
ず
目
も
見
え
な
く
な
っ
た
。
こ
の
悪
戯
者
か
ら
逃
れ
る
こ
と
の
で

き
た
女
は
嬉
し
が
っ
た
が
、
こ
ち
ら
も
喜
び
勇
ん
で
仲
間
と
一
緒
に
そ
の
場
か
ら
す
た
こ
ら
さ
っ
さ
。
と
こ
ろ
で
、
ご
機
嫌
の
悪
い
亭

主
が
お
か
み
さ
ん
か
ら
よ
く
ぶ
う
す
か
熊
さ
ん（

90
（

と
呼
ば
れ
る
け
れ
ど
、
そ
う
し
た
習
わ
し
は
こ
の
時
が
始
ま
り
な
ん
だ
。

　
「
苦
あ
れ
ば
楽
あ
り
」
と
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
は
叫
ん
で
、
ロ
イ
ト
キ
ル
ヒ
門（

9（
（

を
指
し
た
。
そ
こ
に
は
一
軒
の
旅は

た
ご籠

屋や

が
あ
り
、
戸
口
の

上
に
は
「
当
館
三

メ
ル
ツ
ェ
ン月

麦ビ
ー
ル酒

あ（
92
（

り
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
麦ビ

ー
ル酒

を
き
ゅ
っ
と
一
杯
き
こ
し
め
す
の
を
好
ま
な
い
な
ん
て
の
は
、
七
人
衆
の

中
に
は
一
人
も
い
や
あ
し
な
か
っ
た
か
ら
、
一
同
た
ち
ま
ち
旅
籠
に
足
を
向
け
、
槍
を
携
え
た
ま
ん
ま
玄
関
の
間
に
入
り
込
ん
だ
。
丁

度
そ
の
時
太
っ
ち
ょ
の
麦ビ

ー
ル酒

作
り
は
、
天
候
を
見
定
め
よ
う
と
、
外
に
出
て
来
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
お
っ
そ
ろ
し
い
槍
を
持
っ
た
同
勢

が
目
に
入
る
と
、
心
甚
だ
穏
や
か
な
ら
ず
、
急
い
で
縁
無
し
帽
を
脱
ぐ
な
り
、
鄭て

い

重ち
ょ
うに

ご
用
件
を
伺
っ
た
。「
ち
ょ
っ
く
ら
お
た
く
の

麦ビ
ー
ル酒

の
味
見
を
し
た
い
で
よ
」
と
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
は
言
っ
て
、
仲
間
と
一
緒
に
ま
っ
し
ぐ
ら
に
酒
場
に
足
を
踏
み
入
れ
た
。
そ
こ
で
宿



30（

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（その六）　訳・注・解題　鈴木　滿

の
主
人
の
腑ふ

に
落
ち
た
の
は
、
そ
の
頃
よ
く
あ
っ
た
こ
と
だ
が
、
こ
の
槍
を
持
っ
た
代
表
団
は
、
値
段
相
応
で
あ
る
か
ど
う
か
、
麦ビ

ー
ル酒

の
鑑
定
・
吟
味
を
す
る
た
め
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
管
区
の
そ
の
筋
か
ら
派
遣
さ
れ
て
来
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。
そ
こ
で
拍
車
を
掛
け

ら
れ
た
馬
の
よ
う
に
地
下
の
穴
蔵
に
急
行
、
自
分
と
家
族
用
に
醸か

も

し
た
極
上
物
を
一
籠
持
っ
て
上
が
っ
た
。
そ
の
籠
の
分
は
あ
れ
よ
と

い
う
間
に
空
っ
ぽ
に
な
り
、
二
つ
目
の
籠
も
そ
れ
よ
り
僅
か
な
時
間
で
空
、
七
人
衆
は
二
時
間
も
経た

た
な
い
う
ち
に
半
ア
イ
マ
ー（

93
（

近
く

飲
み
乾
し
た
の
で
、
主
人
は
、
こ
り
ゃ
こ
の
連
中
、
お
気
に
召
し
た
、
と
看み

て
い
い
わ
さ
、
と
考
え
た
。
け
れ
ど
も
い
つ
も
口
が
先
に

立
つ
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
い
わ
く
「
麦
芽
と
葎ホ

ッ
プ穂

が
少
な
過
ぎ
な
き
ゃ
、
も
っ
と
上
等
な
ん
だ
が
の
」。「
そ
り
ゃ
違
い
ま
す
」。

冗
談
好
き
の
主
人
が
応
酬
し
た
。「
葎ホ

ッ
プ穂

と
麦
芽
が
少
な
過
ぎ
た
ん
じ
ゃ
ご
ざ
ん
せ
ん
。
水
が
多
過
ぎ
た
ん
で
す
な
」。
こ
い
つ
は
好
い

相
手
に
巡
り
会
っ
た
わ
い
、
と
喜
ん
だ
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
も
う
ち
ょ
っ
く
ら
一
マ
ー
ス（

94
（

ば
か
り
流
し
込
む
と
、
心
に
浮
か
ん

だ
こ
ん
な
一
節
を
述
べ
立
て
た
。

「
ラ
ン
ゲ
ン
ザ
ル
ツ（

95
（

じ
ゃ
、
ラ
ン
ゲ
ン
ザ
ル
ツ
じ
ゃ

（
メ
ン
メ
ン
ゲ
で
も
そ
う
言
う
べ
え
、
と
ご
当
人
）

一
つ
麦
芽
で
醸
す
麦ビ

ー
ル酒

が
三
種
類
。

最
初
は
本ケ

ル
ン命

と（
96
（

銘
打
た
れ
、

市
長
ど
ん
の
お
気
に
入
り
。

二
番
目
の
名
は
中

ミ
ッ
テ
ル

麦ビ
ー
ル酒

、（
97
（

平
民
ど
も
の
飲
み
料
さ
。

三
番
目
こ
そ
は
弱コ

ー
フ
ェ
ン
ト

麦
酒
、（

98
（
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ど
ち
く
し
ょ
う
め
が
飲
む
も
の
よ
」。

　

さ
て
そ
れ
か
ら
全
員
、
前
へ
進
め
、
と
歩
き
出
し
た
が
、

メ
ン
ミ
ン
ゲ
ン
の
旅
籠
の
主
人
は
今
な
お
天
地
神
明
に
誓
っ

て
、
あ
の
一
団
は
絶
対
に
メ
ン
ミ
ン
ゲ
ン
管
区
の
上
級
麦ビ

ー
ル酒

吟
味
役
だ
っ
た
、
と
断
言
す
る
。

　
「
苦
あ
れ
ば
楽
あ
り
」
と
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
は
言
っ
た
け
れ
ど

も
、
こ
の
賢
明
な
諺

こ
と
わ
ざに

つ
い
て
は
、
逆
も
ま
た
真
な
り
、
の

方
が
遙
か
に
多
い
こ
と
を
考
え
も
せ
ず
に
だ
っ
た
。
七
人
衆

の
武
者
修
行
で
は
雨
降
り
と
日
照
り
が
ま
あ
し
ょ
っ
ち
ゅ
う

代
わ
る
代
わ
る
だ
っ
た
そ
う
だ
か
ら
、
こ
の
哀
れ
な
一
団
が

間
も
な
く
再
び
墨す

み

壺つ
ぼ

に
嵌は

ま
り
込
ん
だ
［
困
っ
た
こ
と
に
な
っ

た
］
の
も
不
思
議
は
な
い
。
た
ら
ふ
く
あ
お
っ
た
三

メ
ル
ツ
ェ
ン月

麦ビ
ー
ル酒

の
せ
い
で
頭
が
ふ
ら
ふ
ら
ぐ
ら
ぐ
ら
し
て
い
た
こ
の
連
中
を
ま
た
し
て
も

底
意
地
の
悪
い
運
命
が
待
ち
構
え
て
い
た
。
ク
ロ
ー
ン
ブ
ル
ク（

99
（

の
近
郊
を
通
り
掛
か
っ
た
と
こ
ろ
を
、
そ
こ
の
郷
士（

（00
（

殿
が
窓
か
ら
目
に

留
め
た
。
見
た
と
こ
ろ
ど
う
に
も
堅
気
ら
し
か
ら
ぬ
恰
好
で
練
り
歩
い
て
い
る
こ
の
陽
気
な
同
勢
が
ま
こ
と
に
怪
し
く
思
わ
れ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
御ご

仁じ
ん

、
部
下
の
捕
吏
を
呼
ん
で
い
わ
く
「
あ
そ
こ
を
行
く
浮
浪
人
ど
も
を
見
る
が
よ
い
。

─
わ
し
に
は

な
ん
だ
か
い
か
が
わ
し
い
一
味
徒
党
の
よ
う
に
思
え
る
」。
捕
吏
は
、
ど
れ
も
が
危
急
の
際
に
は
熊
と
も
十
分
闘
え
る
大
き
さ
の
七
頭

の
牛ブ

ル
ド
ッ
グ

攻
め
犬
を（

（0（
（

引
き
連
れ
て
、
館や

か
た

か
ら
街
道
へ
下
り
て
行
き
、
不
幸
な
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
狩
り
に
取
り
掛
か
っ
た
。
狩
猟
隊
は
す
ぐ
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さ
ま
追
い
つ
き
、
い
つ
も
の
こ
と
だ
が
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
が
小
生
意
気
な
態
度
を
取
っ
た
の
で
、
と
っ
捕
ま
え
役
は
ち
ょ
い
と

立
ち
回
り
を
や
ら
か
し
て
、
一
団
を
し
ょ
っ
ぴ
い
た
。
な
る
ほ
ど
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
は
そ
う
む
ざ
む
ざ
と
同
行
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た

が
、
犬
ど
も
が
恐
ろ
し
い
様
子
で
唸
る
と
、
槍
も
耳
も
一
緒
に
下
げ
て
と
ぼ
と
ぼ
随つ

い
て
来
た
。
さ
て
全
員
が
ク
ロ
ー
ン
ブ
ル
ク
の
郷

士
の
御
前
に
連
行
さ
れ
る
と
、
郷
士
は
厳
し
い
訊じ

ん
も
ん問

を
開
始
し
た
。
ゼ
ー
ハ
ー
ス
が
一
同
の
代
弁
者
を
務
め
、
こ
う
あ
り
て
い
に
申
し

述
べ
た
。
ボ
ー
デ
ン
湖
畔
の
地
方
に
恐
ろ
し
い
獣
が
巣
喰
っ
て
い
る
し
だ
い
、
そ
し
て
、
自
分
た
ち
は
勇
敢
な
同
郷
人
と
し
て
、
ま
た

実
直
な
人
間
と
し
て
、
郷
土
を
こ
の
怪
物
か
ら
解
放
し
よ
う
と
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
か
ら
馳は

せ
集
ま
っ
た
の
だ
、
と
。

　

け
れ
ど
も
郷
士
は
信
用
せ
ず
、
こ
の
連
中
は
浮
浪
人
で
泥
棒
ど
も
だ
、
と
い
う
思
い
込
み
に
固
執
、
一
同
を
「
小
屋
」、
す
な
わ
ち

牢
屋
に
放
り
込
ん
だ
。

「
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
レ
ブ
ッ
ツ（

（02
（

の
『
小
屋
』
の
中
じ
ゃ
よ
、

小こ

鼠ね
ず
みが

歌
っ
て
踊
る
は
な
。

そ
れ
か
ら
蛞な

め
く
じ蝓

吼
え
猛た

け

る

─
」。

　

ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
「
小
屋
」
で
こ
う
歌
っ
た
が
、
た
だ
し
、
小
鼠
み
た
い
に
し
ご
く
低こ

声ご
え

で
。

　

さ
て
郷
士
だ
が
、
こ
れ
は
つ
い
そ
の
前
日
、
足そ

く

痛つ
う
ふ
う風

に（
（03
（

苦
し
め
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
盗
賊
や
の
ら
く
ら
者
へ
の
威
嚇
、

市
民
た
ち
の
安
寧
、
庶
民
ら
の
啓
蒙
に
役
立
つ
よ
う
、
監
獄
を
設
置
し
よ
う
と
い
う
賞
讃
す
べ
き
決
意
を
固
め
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
へ

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
七
人
衆
が
丁
度
や
っ
て
来
た
と
い
う
わ
け
。
い
つ
も
は
こ
の
御
仁
、
慈
悲
深
く
温
厚
な
殿
様
で
、
自
分
の
領
分
の
お

百
姓
た
ち
か
ら
だ
っ
て
、
暖
か
い
衣
類
を
作
る
の
に
必
要
と
す
る
以
上
の
羊
毛
を
刈
り
取
り
は
せ
な
ん
だ
。
そ
こ
で
、
囚
人
た
ち
に
足
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り
る
だ
け
の
食
料
を
支
給
し
て
や
れ
、
と
指
図
し
た
。
と
こ
ろ
で
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
郷
士
の
人
柄
を
よ
く
わ
き
ま
え
て

い
て
、
骨シ

ュ
マ
ー
ル
ハ
ン
ス

皮
筋
右
衛
門
が
こ
の
人
の
厨

ち
ゅ
う

房ぼ
う

と
酒
蔵
の
主ぬ

し

だ
［
食
べ
る
物
も
飲
む
物
も
と
て
も
切
り
詰
め
た
暮
ら
し
を
し
て
い
る
］、
と

い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
一
案
を
捻ひ

ね

り
出
し
、
そ
れ
を
仲
間
た
ち
に
打
ち
明
け
た
。
そ
う
い
う
し
だ
い
で
、

昼
飯
時
、
捕
吏
が
大
き
な
鍋
一
杯
の
小
さ
い
ク
レ
ー
セ
、
こ
の
辺
り
で
乳ミ

ル

ヒ
入
り
シ
ュ
ペ
ッ
ツ
レ
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
を
運
ん
で
来
る

と
、
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
が
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
に
い
わ
く
「
こ
れ
は
お
ぬ
し
、
好
物
だ
ん
べ
え
」。
捕
吏
は
、
こ
れ

だ
け
で
全
員
に
十
分
だ
、
と
思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
、
足
り
る
か
ど
う
か
検
分
し
て
み
る
べ
え
、

と
言
う
と
、
坐
り
込
ん
で
、
一
人
で
鍋
を
空
に
し
て
し
ま
い
、
一
か
け
ら
も
残
さ
な
か
っ
た
。
捕
吏
は
び
っ
く
り
仰
天
、
郷
士
の
と
こ

ろ
に
走
っ
て
行
き
、
あ
の
浮
浪
人
ど
も
の
た
め
に
は
一
回
に
醸
造
鍋（

（04
（

一
杯
の
シ
ュ
ペ
ッ
ツ
レ
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ぬ
、
そ
れ
で

も
ま
だ
十
分
で
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ぬ
、
と
言
上
し
た
。
ク
ロ
ー
ン
ブ
ル
ク
の
郷
士
に
し
て
ク
ロ
ー
ン
ブ
ル
ク
の
館
の
主あ

る
じ

は
沈
思
黙

考
、
僅
か
数
人
の
浮
浪
人
の
た
め
に
己お

の
れ

の
館
の
中
で
飢
え
に
苦
し
む
羽
目
に
陥
る
ほ
ど
多
大
な
犠
牲
を
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
負
い
目
は
わ

し
に
は
な
い
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
管
区
と
人
類
に
対
す
る
負
い
目
な
ん
ぞ
は
な
、
と
結
論
。
か
く
し
て
七
人
衆
は
即
刻
釈
放
さ
れ
た
。

た
だ
し
郷
士
は
七
人
衆
の
行
く
先
先
に
人
相
書
き
を
差
し
回
し
、
他
の
諸
当
局
お
よ
び
牢
番
た
ち
に
当
然
の
義
務
と
し
て
ク
ネ
プ
フ
ェ

レ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
の
旺お

う
せ
い盛

な
食
欲
を
警
告
し
た
。

　

一
つ
な
ら
ぬ
冒
険
を
後
に
し
て

─
物
語
る
に
は
数
が
あ
り
過
ぎ
る

─
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
衆
は
大
き
な
湖
の
畔ほ

と
り

に
辿た

ど

り
着
い
た
。

す
る
と
ゼ
ー
ハ
ー
ス
は
す
ぐ
に
こ
の
湖
を
見
分
け
て
、「
こ
れ
が
ボ
ー
デ
ン
湖
だ
あ
よ
」
と
言
っ
た
。
言
い
伝
え
に
よ
れ
ば
、
こ
の
岸

辺
に
危
険
な
怪
物
が
巣
喰
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
こ
れ
と
闘
っ
て
殪た

お

さ
ん
も
の
と
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
七
人
衆
が
固
く
心
に
決
め
た

の
は
ど
な
た
も
ご
存
じ
の
通
り
。
さ
て
今
や
そ
の
湖
と
、
同
時
に
怪
物
が
棲
ん
で
い
る
森
を
目
の
当
た
り
に
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が

お
ぞ
ま
し
い
無リ

ン
ト
ヴ
ル
ム

翼
龍
な
の
か
炎
を
吐
く
有ド

ラ
ッ
ヘ

翼
龍
な
の
か
知
ら
な
い
あ
り
さ
ま
な
の
で
、
一
同
お
お
か
た
心
臓
が
洋ズ

ボ
ン袴

の
中
に
落
ち
て
し
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ま
い
、
狩
り
場
で
い
う
野ハ

ル

ト

天
で
の
食
事
を（

（05
（

や
ら
か
す
こ
と
に
し
、
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
が
こ
れ
を
最
後
と
（
な
に
せ
、
怪
獣

が
皆
を
引
っ
く
る
め
て
、
槍
も
一
緒
に
、
あ
る
い
は
槍
は
抜
き
で
、
そ
っ
く
り
全
部
跡
形
も
な
く
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
か
も
知
れ
な

か
っ
た
の
で
な
）
一
食
分
の
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ
と
い
う
か
シ
ュ
ペ
ッ
ツ
レ
と
い
う
か
、
そ
い
つ
の
支
度
が
で
き
る
よ
う
、
小
さ
な
焚た

き
火

を
起
こ
し
、
そ
れ
か
ら
食
事
の
間
死
に
関
す
る
考
察
を
試
み
た
。「
そ
う
さ
の
」
と
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
は
言
っ
て
、
長
く
大
き
な
溜
め
息

を
つ
い
た
。「
人
生
最
後
の
食
事
が
昼
飯
だ
、
と
つ
ら
つ
ら
考
え
て
み
る
ち
ゅ
う
と
、
こ
り
ゃ
問
題
だ
わ
な
」。
そ
し
て
も
う
一
度
長
大

息
し
て
言
っ
た
。「
こ
り
ゃ
問
題
だ
て
」。
そ
れ
か
ら
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
声
を
立
て
ず
に
泣
き
始
め
た
が
、
そ
う
す
る
う

ち
に
も
食
べ
る
こ
と
は
忘
れ
な
か
っ
た
。
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
が
三
度
目
に
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
深
く
嘆
息
し
て
「
こ
り
ゃ
問
題
だ
の
う
」

と
言
う
と
、
全
員
な
ん
と
も
惨
め
な
声
で
、
野
蛮
な
異
教
徒
で
さ
え
哀
れ
を
催
さ
ん
ば
か
り
の
啜す

す

り
泣
き
や
ら
泣
き
わ
め
き
や
ら
を
開

始
。
ネ
ス
テ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
だ
け
は
死
ぬ
な
ん
て
思
い
煩
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
だ
っ
て
な

─
と
ご
当
人

─
お
っ
母か

あ

が
よ
く
お

い
ら
に
言
う
た
も
ん
だ
、
お
ま
え
の
時（

（06
（

な
ん
ぞ
決
し
て
来
や
し
ま
い
よ
、
っ
て
な
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
仲
間
に
つ
き
あ
わ
な
き
ゃ
悪
か

ん
べ
え
、
と
一
緒
に
わ
ん
わ
ん
吼
え
立
て
た
。
さ
て
、
す
っ
か
り
泣
き
く
た
び
れ
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
で
も
さ
す
が
、
戦
闘
序
列
を
調

え
る
潮
時
だ
、
と
思
い
当
た
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
際
い
ろ
い
ろ
な
い
ざ
こ
ざ
、
い
さ
か
い
が
お
っ
始ぱ

じ

ま
っ
た
。
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
の
意

見
は
こ
う
。
わ
し
は
こ
れ
ま
で
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
先
頭
に
お
っ
た
で
、
そ
ろ
そ
ろ
一
度
は
最し

ん
が
り

後
尾
に
回
る
頃
合
い
だ
て
。
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ

ヴ
ァ
ー
プ
が
前
に
出
る
と
え
え
、
と
。
け
れ
ど
も
言
わ
れ
た
当
人
い
わ
く
「
お
ら
、
えク

ラ
シ
ェ

え
気
は
十
分
体
に
あ
る
だ
ど
も
よ
、
体
の
方
は

そ
の
えク

ラ
シ
ェ

え
気
と
怪き

ゃ
あ
ぶ
つ物

の
け
だ
も
の
を
引
き
受
け
る
に
十
分
で
ね
え
だ
」。
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
鼻
を
袖
で
拭
い
て
、
こ
ん

な
提
案
を
し
た
。
一
人
が
皆
の
た
め
に
死
ぬ
方
が
ど
う
や
ら
い
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
そ
こ
で
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
が
自

分
た
ち
に
こ
う
し
た
さ
さ
や
か
な
善
行
を
施
し
て
く
れ
れ
ば
な
あ
、
と
思
う
、
と
。
け
れ
ど
も
言
わ
れ
た
当
人
は
、
ま
る
で
も
う
怪
物

が
自
分
の
襟
髪
を
引
っ
摑
ん
だ
か
の
よ
う
に
、
人
殺
し
い
、
と
悲
鳴
を
挙
げ
た
。
こ
う
や
っ
て
ま
だ
し
ば
ら
く
の
間
あ
あ
だ
こ
う
だ
と
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議
論
を
交
わ
し
た
が
、
と
う
と
う
円
満
に
話
し
合
い
が
つ
い
て
、
さ
っ
さ
と
槍
を
手
に
携
え
、
怪
物
が
棲
ん
で
い
る
と
い
わ
れ
る
森
を

目
指
し
て
真
っ
直
ぐ
に
、
前
へ
進
め
、
と
足
を
踏
み
出
し
た
。
森
に
着
か
な
い
う
ち
、
そ
の
手
前
に
拡
が
る
斜
面
に
出
た
と
こ
ろ
、
そ

こ
に
一
匹
の
兎う

さ
ぎ

が
い
て
、
後
脚
で
立
ち
、
長
い
匙さ

じ

［（
（07
（

耳
］
を
ぴ
ん
と
伸
ば
し
て
い
た
。
こ
の
光
景
に
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
衆
は
ぞ
お
っ
と

し
て
急
停
止
、
会
議
を
開
き
、
前
進
し
て
、
長
く
伸
ば
し
た
槍
を
怪
獣
目
掛
け
て
突
っ
込
む
べ
き
か
、
で
な
け
れ
ば
、
回
れ
右
し
て
逃

げ
出
す
べ
き
か
、
と
っ
く
り
思
案
し
た
。
も
っ
と
も
だ
れ
も
が
槍
を
し
っ
か
と
握
っ
て
い
た
。
さ
て
フ
ァ
イ
ト
レ
は
一
番
後
ろ
に
い
て

安
全
こ
の
上
な
し
だ
っ
た
の
で
、
鶏と

さ
か冠

を
膨
ら
ま
せ
［
調
子
に
乗
り
］、
先
頭
の
シ
ュ
ル
ツ
に
こ
う
が
な
り
立
て
た
。

「
突
っ
掛
け
ろ
や
、
あ
ん
た
、
あ
ら
ゆ
る
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
の
名
に
お
い
て
、

で
な
け
り
ゃ
、
あ
ん
た
、
よ
い
よ
い
に
で
も
な
る
が
え
え
」。

　

ゲ
ル
プ
フ
ュ
ー
ス
ラ
ー
の
フ
ァ
イ
ト
レ
の
前
に
い
る
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
の
ハ
ン
ス
は
こ
う
言
っ
て
フ
ァ
イ
ト
レ
の

えク
ラ
シ
ェ

え
気
を
か
ら
か
っ
た
。

「
あ
き
れ
た
も
ん
だ
よ
。
つ
べ
こ
べ
ほ
ざ
く
が
、

龍り
ゅ
う退

治
と
な
り
ゃ
お
ぬ
し
ゃ
あ
ど
ん
じ
り
」。

　

ミ
ヒ
ェ
ル
の
肝
っ
玉
は
髪
の
毛
が
お
っ
立
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
怪
物
の
方
へ
は
全
然
目
を
や
ら
ず
、
顔
を
そ
む
け
て
、
袖
で
顔
を

隠
し
な
が
ら
、
こ
う
言
っ
た
。
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「
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
外
れ
は
し
な
か
ろ
、

あ
り
ゃ
あ
て
っ
き
り
悪
魔
ぞ
な
」。

　

イ
ェ
ル
グ
レ
は
ミ
ヒ
ェ
ル
の
顔
を
覗
き
込
み
、
こ
れ
も
お
っ
そ
ろ
し
い
け
だ
も
の
の
方
に
は
全
く
目
を
向
け
ず
、
び
く
び
く
も
の
で

調
子
を
合
わ
せ
た
。

「
た
ま
げ
た
こ
と
だ
よ
、
悪
魔
で
な
け
り
ゃ
悪
魔
の
お
っ
母か

あ

、

さ
も
な
き
ゃ
悪
魔
の
腹
違
い
の
兄
弟
」。

　

ネ
ス
テ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
の
マ
ル
レ
は
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
衆
が
摑
ま
っ
て
い
る
槍
の
も
う
か
な
り
前
の
と
こ
ろ
に
い
た
の
で
、
居
場

所
が
お
も
し
ろ
く
な
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
こ
の
時
よ
い
考
え
が
浮
か
ん
だ
。
怪
物
を
見
詰
め
て
い
る
必
要
な
ん
て
な
い
、
と
思
っ
た

の
で
、
こ
れ
も
後
ろ
を
振
り
向
い
て
フ
ァ
イ
ト
レ
に
呼
び
掛
け
た
。

「
行
け
や
、
フ
ァ
イ
ト
レ
、
行
け
、
行
け
、
前
へ
、

お
ぬ
し
の
代
わ
り
に
ゃ
お
ら
が
そ
け
行
く
」。

　

で
も
フ
ァ
イ
ト
レ
は
両
耳
に
ぴ
っ
た
り
蓋ふ

た

を
し
て
、
聞
こ
え
な
か
っ
た
よ
う
な
ふ
り
を
し
た
。
そ
れ
か
ら
マ
ル
レ
が
ヨ
ッ
ケ
レ
に

言
っ
た
。
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「
行
け
や
、
ヨ
ッ
ケ
レ
、
行
け
、
行
け
、
前
へ
、

お
ぬ
し
ゃ
あ
拍
車
と
長
靴
を
着
け
と
る
、

龍
も
お
ぬ
し
を
咬か

む
こ
た
で
き
ま
い
」。

　

さ
て
ヨ
ッ
ケ
レ
の
せ
め
て
も
の
慰
め
は
、
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
が
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
七
人
衆
の
構
え
る
槍
と
遣や

り
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
冒
険
の
最
前
線
に
い
る
こ
と
だ
っ
た
か
ら
、
こ
う
言
っ
た
。

「
シ
ュ
ル
ツ
じ
ゃ
、
シ
ュ
ル
ツ
が
一は

な番
で
な
き
ゃ
、

そ
う
し
た
誉
れ
に
相ふ

さ
わ応

し
い
な
あ
こ
の
ひ
と
だ
け
だ
で
」。

　

ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
の
シ
ュ
ル
ツ
は
元
気
を
奮ふ

る

い
起
こ
し
て
、
勇
ま
し
く
言
っ
た
。
ど
う
せ
い
つ
か
は
避
け
ら
れ
な
い
危
険
に
跳
び
込
む

の
だ
し
。「

さ
れ
ば
雄
雄
し
く
闘
い
に
赴
か
ん
、

果
敢
な
る
者
は
そ
れ
に
て
分
か
ろ
う
」。

　

そ
し
て
神
の
御み

な名
を
唱
え
、
襲

し
ゅ
う

歩ほ

［
歩
兵
の
突
撃
時
の
歩
調
］
で
怪
物
目
掛
け
て
進
ん
だ
が
、
心
臓
が
ど
き
ど
き
高
鳴
る
と
、
な
ん

と
も
怖
く
て
堪た

ま

ら
ず
、「
ハ
ウ
、
フ
エ
ル
ハ
ウ
、
ハ
ウ
、
ハ
ウ
ハ
ウ（

（08
（

」
と
叫
ん
だ
。
す
る
と
兎
は
び
っ
く
り
仰
天
、
拍
車
を
掛
け
ら
れ
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た
よ
う
に
雲
を
霞か

す
み

、
走
れ
る
だ
け
の
速
さ
で
す
っ
飛
ん
で
行
っ
た
。
さ
あ
、
シ
ュ
ル
ツ
は
喜
ん
で
声
を
掛
け
た
。

「
や
れ
ま
、
フ
ァ
イ
ト
レ
、
あ
れ
が
何
だ
か
見
た
か
や
、
見
た
か
。

怪き
ゃ
あ
ぶ
つ

物
ち
ゅ
う
の
は
兎
で
ね
え
だ
か
」。

　
「
な
ん
と
見
た
か
や
。
な
ん
と
見
た
か
や
」
と
他
の
連
中
も
お
互
い
に
。
訊
き
交
わ
し
た
。「
こポ

ッ

ツ

・

ブ

リ

ッ

ツ

り
ゃ
ぶ
っ
た
ま
げ
た
」
と
ブ
リ
ッ
ツ

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
が
叫
ん
だ
。「
仔こ

牛う
し

み
て
え
な
代し

ろ
も
の物

だ
っ
た
の
」。
ネ
ス
テ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
が
持
ち
合
わ
せ
の
一
番
ひ
ど
い
悪
態
を
つ

い
た
。「
相
済
ま
ん
こ
っ
た
が
、
お
ぬ
し
な
ん
ぞ
は
鼠
に
咬
ま
れ
ち
ま
い
な
。
肥
や
し
飼
い
の
牡
牛（

（09
（

み
て
え
な
け
だ
も
の
だ
っ
た
で
」。

「
へ
へ
ん
だ
」
と
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
が
叫
ん
だ
。「
象
だ
っ
て
あ
の
怪き

ゃ
あ
ぶ
つ物

に
較
べ
り
ゃ
猫
み
て
え
な
も
ん
さ
な
」。「
神
か
け

て
」
と
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
が
応
じ
た
。「
あ
れ
が
兎
で
な
か
ろ
う
も
ん
な
ら
、
わ
し
は
三ド

ラ

イ

メ

ン

ナ

ー

ヴ

ァ

イ

人
懸
か
り
ぶ
ん
ど
う
酒
と（

（（0
（

喉ラ
ッ
ヘ
ン
プ
ッ
ツ
ァ
ー

掃
除
の

（
（（（
（区

別
も
で

き
ん
ち
ゅ
う
こ
と
に
な
る
」。

　
「
ま
あ
、
ま
あ
」
と
ゼ
ー
ハ
ー
ス
が
仲
裁
に
入
っ
た
。「
兎
だ
ろ
う
と
な
ん
だ
ろ
う
と
え
え
で
ね
え
か
。
と
に
か
く
湖ゼ

ー
ハ
ー
ス

産
の
兎
は
し
ん

0

0

せ0

レ
マ
帝
国（

（（2
（

［
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
］
の
ど
ん
な
兎
よ
り
も
で
っ
か
く
て
お
っ
か
な
い
で
な
」。「
湖ゼ

ー

ヴ

ァ

イ

産
ぶ
ん
ど
う
酒
が（

（（3
（

し
ん
せ

0

0

0

レ
マ
帝
国

の
ど
ん
な
ぶ
ん
ど
う
酒
よ
り
酸
っ
ぱ
く
て
渋
い
よ
う
に
の
」
と
後
ろ
で
ゲ
ル
プ
フ
ュ
ー
ス
ラ
ー
が
言
っ
た
。
こ
の
厭
が
ら
せ
を
耳
に
し

た
ゼ
ー
ハ
ー
ス
は
あ
や
う
く
二
、三
発
横
っ
面
に
び
ん
た
を
喰
ら
わ
す
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
な
に
し
ろ
よ
ち
よ
ち
歩
き
の
頃
か
ら
味
わ
っ

て
来
た
湖ゼ

ー

ヴ

ァ

イ

ン

産
葡
萄
酒
を
フ
ァ
イ
ト
レ
が
嗤わ

ら

い
も
の
に
し
た
の
が
、
ひ
ど
く
気
に
障
っ
た
の
で
ね
。
と
こ
ろ
で
湖ゼ

ー

ヴ

ァ

イ

ン

産
葡
萄
酒
に
関
し
て
は

こ
ん
な
あ
ん
ば
い
な
ん
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
は
三
種
類
ご
ざ
る
。
先
ず
第
一
が
酸

ザ
ウ
ア
ー
ア
ン
プ
フ
ア
ー

い
葉
。

（
（（4
（

酢
よ
り
は
ま
あ
い
く
ら
か
増
し
な

味
で
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
口
が
歪ゆ

が

む
程
度
。
こ
と
に
飲
み
慣
れ
て
い
れ
ば
。
二
番
目
の
種
類
が
三ド

ラ
イ
メ
ン
ナ
ー
ヴ
ァ
イ
ン

人
懸
か
り
葡
萄
酒
と
呼
ば
れ
て
い
る
や
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つ
。
味
覚
に
お
い
て
は
酢
よ
り
一
〇
段
階
下
で
、
命
名
の
理
由
だ
け
ど
、
こ
れ
を
飲
む
羽
目
に
な
っ
た
男
は
、
三
人
目
が
そ
れ
を
口
の

中
に
注
ぎ
込
ん
で
い
る
間
中
、
二
人
の
男
に
抑
え
つ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
、
と
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
三
番
目
の
品
種
が

喉ラ
ッ
ヘ
ン
プ
ッ
ツ
ァ
ー

掃
除
で
、
痰た

ん

そ
の
他
も
ろ
も
ろ
を
排
除
し
て
く
れ
る
と
い
う
あ
っ
ぱ
れ
な
効
能
を
持
っ
て
い
る
が
、
た
だ
し
、
こ
の
酒
を
体
内
に
収

め
て
寝
床
に
横
に
な
っ
て
眠
る
者
は
、
夜
中
に
起
こ
し
て
貰
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
体
を
引
っ
繰
り
返
せ
る
よ
う
に
。
さ
も
な
い
と

喉ラ
ッ
ヘ
ン
プ
ッ
ツ
ァ
ー

掃
除
は
胃
袋
に
穴
を
開
け
て
し
ま
う
。

　

か
く
し
て
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
七
人
衆
の
怪
物
退
治
の
冒
険
は
あ
り
が
た
い
こ
と
に
成
就
し
た
の
で
、
今
や
偉
業
の
お
疲
れ
休
め
を

し
、
お
と
な
し
く
故
郷
へ
引
き
揚
げ
る
こ
と
に
し
ょ
う
、
と
衆
議
一
決
し

た
。
だ
が
そ
の
前
に
七
人
衆
の
武
勲
を
当
代
お
よ
び
後
世
の
人
人
に
永と

こ
し
え久

に
伝
え
る
戦
勝
記
念
碑
を
設
立
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
さ
て
、
昔
む
か
し

の
勇
猛
果
敢
な
騎
士
が
し
た
よ
う
に
、
龍
の
皮
を
ど
こ
ぞ
の
教
会
に
ぶ
ら

下
げ
る
な
ん
て
今
は
で
き
っ
こ
な
い
。
な
に
し
ろ
自
分
の
皮
を
市
場
に
運

ん
で
行
く
龍
な
ん
ぞ
い
や
し
な
い（

（（5
（

し
、
例
の
兎う

さ

公こ
う

は
自
分
の
毛
皮
に
恙つ

つ
が

な

く
く
る
ま
っ
て
逃
げ
ち
ま
っ
た
し
な
。
そ
こ
で
皆
の
衆
は
手
に
入
れ
た
熊

の
皮
と
所
持
の
槍
と
を
戦
勝
記
念
品
と
し
て
近
間
の
教
会
に
奉
納
す
る
こ

と
に
全
員
一
致
、
こ
の
礼
拝
堂
は
そ
の
後
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
救
世
主
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
多
分
槍
は
ま
だ
掛
か
っ
て
い
よ

う
が
、
熊
の
皮
の
方
は
衣い

蛾が

が（
（（6
（

食
い
尽
く
し
、
雀
が
そ
の
毛
を
巣
作
り
に

運
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
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解
題

　

出
典
に
関
す
る
メ
モ
。
民
衆
本
と
古
い
絵V

olksbuch und altes Bild 

。

　
「
民
衆
本
」
と
は
、
B
P
二
巻
五
五
五
ペ
ー
ジ
以
降
か
ら
類
推
す
る
に
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ア
ウ
ル
バ
ッ
ハ
ー
編
著
『
あ
る
さ
さ
や
か
な
民
衆
本
』

（
一
八
二
七
］Ludw

ig A
urbacher: E

in V
olksbüchlein

、
お
よ
び
同
編
著
『
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
の
亀
鑑
の
旅
』（
一
八
二
九
）W

anderungen des 
Spiegelschw

aben

か
、
と
想
わ
れ
る
。
し
か
し
「
古
い
絵
」
と
な
る
と
こ
れ
は
特
定
し
難
い
。
こ
の
物
語
は
た
っ
ぷ
り
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
」
と
い
う
名
称
は
古
代
西
ゲ
ル
マ
ン
の
一
部
族
「
ス
エ
ー
ビ
」
に
由
来
す
る
が
、
で
は
こ
の
「
ス
エ
ー
ビ
」
の
語
源
は
何
か
と
な
る
と
、

い
ま
だ
に
学
者
た
ち
の
論
争
の
的
ら
し
い
。
近
代
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
グ
リ
ム
兄
弟
は
ス
ラ
ヴ
語
の
「
ス
ヴ
ォ
ボ
ー
ダ
」Svoboda

（「
自
由
」
ほ
ど
の
意
）

と
関
係
が
あ
る
の
で
は
、
と
言
い
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ウ
ー
ラ
ン
ト
は
古
代
北
欧
語
「
ス
ヴ
ァ
フ
」Svaf

と
結
び
つ
け
た
。「
ス
ヴ
ァ
フ
」
は
「
槍
」、
特
に

「
振
ら
れ
る
槍
」
の
意
だ
そ
う
な
。
こ
の
よ
う
な
説
を
聴
く
と
、
な
ん
と
な
く
双
方
を
く
っ
つ
け
て
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
は
「
自
由
な
、
槍
で
武
装
し
た
人

人
」
と
考
え
て
し
ま
う
。
け
だ
し
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
七
人
衆
」
で
あ
る
。

　

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
は
お
人
好
し
、
勤
勉
、
懐な

ず

け
に
く
く
、
あ
る
時
は
粗
野
、
あ
る
時
は
繊
細
、
倹つ

ま

し
く
、
く
よ
く
よ
思
い
悩
み
、
旨う

ま

い
も
の
好
き
、
気
持

ち
が
傷
つ
き
易
い
。「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
と
ん
ち
き
」Schw

abenstreich

な
る
慣
用
句
が
あ
り
、
そ
の
愚
行
を
他
地
方
の
人
間
は
嗤
い
も
の
に
す
る
。

V
d
D
収
録
の
「
奪
わ
れ
た
面ヴ

ェ
ー
ル紗

─
あ
る
い
は
モ
ン
ゴ
ル
フ
ィ
エ
風
の
お
伽
話
」（
鈴
木
滿
訳
『
リ
ュ
ー
ベ
ツ
ァ
ー
ル
の
物
語　

ド
イ
ツ
人
の
民
話
』、
国
書

刊
行
会
、
平
成
一
五
、
所
収
）
の
主
人
公
で
あ
る
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
若
者
フ
リ
ー
ト
ベ
ル
ト
は
勇
敢
で
生
一
本
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
お
姫
様
へ
の
恋
を
み
ご
と

成
就
す
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
こ
の
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
と
ん
ち
き
」
を
や
ら
か
す
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
に
対
す
る
揶や

ゆ揄

は
既
に
十
五
世
紀
に
夥
し
く
知
ら
れ
て
い
た
。

　

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
七
人
衆
の
物
語
が
初
め
て
登
場
し
た
の
は
上

オ
ー
バ
ーバ

イ
エ
ル
ン
の
湖
テ
ー
ゲ
ル
ン
ゼ
ー
で
記
さ
れ
た
ラ
テ
ン
語
の
手
稿
に
お
い
て
で
、

一
四
九
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
勇
士
た
ち
は
三
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
明
瞭
に
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
と
な
っ
て
い
る
。

　

K
H
M
一
一
九
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
七
人
男
」D

ie sieben Schw
aben

に
相
当
。
こ
ち
ら
は
哀
れ
や
全
員
が
溺
死
し
て
し
ま
う
悲
し
い
結
末
だ
が
。

　

A
T
一
三
二
〇
「
愚
か
者
た
ち
蜜
蜂
の
羽
音
に
怯
え
る
」Fools are Frightened at the H

um
m

ing of Bees.

＋
A
T
一
二
九
〇
「
亜
麻
畑
で
泳
ぐ
」

Sw
im

m
ing in the Flax-Field.

＋
A
T
一
三
三
四
「
地
方
の
月
」T

he Local M
oon.

＋
A
T
一
二
三
一
「
兎
（
ざ
り
が
に
）
に
突
撃
」T

he A
ttack on 

the H
are （Crayfish

）.

原
題D

as M
ärchen von den sieben Schw

aben.
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三　

肝
臓
を
平
ら
げ
ち
ま
っ
た
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
の
話

　

我
ら
が
御お

ん

主あ
る
じに

し
て
救
世
主
が
ま
だ
こ
の
地
上
を
町
か
ら
町
へ
と
旅
し
、
福
音
を
伝
え
、
数
数
の
御み

徴し
る
しを

行
っ
て
い
ら
し
た
頃
の
こ

と
、
一
人
の
暢の

ん
き気

で
無
邪
気
な
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
が
あ
る
時
御み

許も
と

に
や
っ
て
来
て
、「
御ご

難な
ん

同
士
の
お
仲
間
や
い（

（（7
（

、
お
ぬ
し
ゃ
あ
ど

こ
へ
行
か
っ
し
ゃ
る
つ
も
り
だ
」
と
訊き

い
た
も
の
。
我
ら
が
主し

ゅ

な
る
神
は
こ
う
お
答
え
に
な
っ
た
。「
わ
た
し
は
巡
り
歩
い
て
、
人
人

を
救
っ
て
い
る
の
だ
よ
」。
す
る
と
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
い
わ
く
「
お
い
ら
を
道
連

れ
に
し
て
く
れ
る
か
の
」。

─
「
い
い
と
も
」
と
我
ら
が
主
な
る
神
。「
そ
な
た

が
信
心
深
く
し
て
、
た
っ
ぷ
り
お
祈
り
を
す
る
な
ら
な
」。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
は

こ
れ
を
承
知
し
た
。
さ
て
二
人
が
歩
い
て
行
く
う
ち
、
二
つ
の
村
の
中
間
に
や
っ

て
来
た
。
ど
ち
ら
の
村
で
も
鐘
が
鳴
っ
て
い
た
。
お
し
ゃ
べ
り
好
き
の
シ
ュ
ヴ
ァ
ー

ベ
ン
男
は
我
ら
が
主
な
る
神
に
こ
う
訊た

ず

ね
た
。「
御
難
同
士
の
お
仲
間
や
、
あ
そ
こ

じ
ゃ
何
で
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
だ
」。
我
ら
が
救
世
主
は
、
万よ

ろ
ず

の
こ
と
ど
も
を
ご
存

じ
だ
か
ら
、「
一
つ
の
村
で
は
婚
礼
の
た
め
に
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
の
だ
。
も
う
一

つ
の
村
で
は
死
者
の
埋
葬
の
た
め
に
な
」
と
お
答
え
に
な
っ
た
。

─
「
お
ぬ
し
ゃ

あ
死し

人び
と

の
と
こ
へ
行
け
や
」
と
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
は
言
っ
た
。「
お
い
ら
は
婚
礼

の
方
に
行
く
ぞ
」。

　

そ
れ
か
ら
我
ら
が
主
な
る
神
は
村
へ
行
き
、
そ
の
死
者
を
甦

よ
み
が
えら

せ
て
お
や
り
に
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な
っ
た
。
す
る
と
グ
ル
デ
ン
銀
貨（

（（8
（

百
枚
が
贈
ら
れ
た
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
は
婚
礼
の
場
を
あ
ち
こ
ち
歩
き
回
り
、
酒
を
注
ぐ
手
伝
い

を
し
た
。
お
客
に
次
か
ら
次
へ
、
そ
れ
か
ら
自
分
自
身
に
も
。
さ
て
、
婚
礼
が
お
開
き
に
な
る
と
、
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
銅
貨（

（（9
（

を
一
枚
恵
ま

れ
た
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
は
こ
れ
に
す
っ
か
り
ご
満
悦
で
、
と
っ
と
こ
足
を
踏
み
出
し
、
我
ら
の
主
な
る
神
の
許
に
戻
っ
た
。
シ
ュ

ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
は
遠
く
か
ら
主
の
お
姿
を
目
に
す
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
自
分
の
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
銅
貨
を
空
に
投
げ
上
げ
て
叫
ん
だ
。「
お

お
い
、
御
難
同
士
の
お
仲
間
よ
う
、
お
い
ら
に
ゃ
金
が
手
に
入
っ
た
。
お
ぬ
し
は
一
体
何
を
貰も

ら

っ
た
」。
と
ま
あ
、
こ
ん
な
具
合
に
そ

の
小
銭
を
う
ん
と
こ
さ
ひ
け
ら
か
し
た
。
我
ら
が
主
な
る
神
は
お
笑
い
に
な
っ
て
、
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
あ
あ
、
わ
た
し
は
そ
な

た
よ
り
多
く
戴い

た
だ

い
た
よ
」。
そ
う
し
て
袋
を
開
い
て
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
に
百
枚
の
グ
ル
デ
ン
銀
貨
を
お
示
し
に
な
っ
た
。
け
れ
ど

も
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
は
の
ろ
ま
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
く
、
自
分
の
け
ち
な
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
銅
貨
を
素
早
く
百
枚
の
グ
ル
デ
ン
銀
貨
の

中
に
放
り
込
ん
で
、
こ
う
叫
ん
だ
。「
も
や

0

0

い0

（
（（（
（

［
共
有
］
だ
、
も
や
い

0

0

0

だ
。
手
に
入
っ
た
も
の
は
何
も
か
も
お
互
い
同
士
、
も
や
い

0

0

0

ち
ゅ
う
こ
と
に
す
る
べ
え
よ
」。
我
ら
が
主
な
る
神
は
こ
れ
を
善
し
と
さ
れ
た
。

　

さ
て
更
に
二
人
が
連
れ
立
っ
て
歩
い
て
行
く
と
、
羊
の
群
に
行
き
会
っ
た
。
す
る
と
我
ら
が
主
な
る
神
は
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
に
こ

う
言
わ
れ
た
。「
さ
あ
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
お
人ひ

と

、
そ
な
た
、
あ
の
羊
飼
い
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
仔こ

羊ひ
つ
じを

一
匹
く
れ
、
と
頼
み
な

さ
い
。
そ
し
て
臓
物
と
か
臓
腑
と
か
い
う
の（

（2（
（

を
煮
て
、
食
事
に
し
よ
う
で
は
な
い
か
」。

─
「
え
え
と
も
」
と
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男

は
答
え
て
、
主
が
お
言
い
付
け
に
な
っ
た
通
り
、
羊
飼
い
の
と
こ
ろ
に
出
掛
け
、
仔
羊
を
一
匹
貰
い
受
け
、
皮
を
剥は

い
で
、
臓
物
を
食

べ
る
支
度
を
し
た
。
鍋
の
中
が
ぐ
ら
ぐ
ら
煮
立
っ
て
来
る
と
、
小
さ
な
肝
臓
が
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
表
面
に
浮
か
び
出
た
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ

ン
男
は
杓

し
ゃ
く

子し

で
底
に
押
し
付
け
た
が
、
そ
れ
は
沈
ん
で
い
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
は
法
外
に
腹
を
立
て

た
。
で
、
小
刀
を
押
っ
取
っ
て
肝
臓
を
真
っ
二
つ
に
す
る
と
、
よ
く
煮
え
て
い
た
の
で
、
両
方
と
も
平
ら
げ
て
し
ま
っ
た
。
さ
て
、
食

べ
物
が
食
卓
に
並
べ
ら
れ
る
と
、
我
ら
が
主
な
る
神
は
、
一
体
肝
臓
は
ど
こ
へ
消
え
た
の
か
、
と
お
訊
き
に
な
っ
た
。
で
も
シ
ュ
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ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
は
ち
ゃ
ん
と
答
え
を
用
意
し
て
い
て
、
あ
の
仔
羊
に
ゃ
あ
肝
臓
は
無
か
っ
た
だ
よ
、
と
言
っ
た
も
の
。「
お
や
ま
あ
」

と
我
ら
が
主
な
る
神
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
一
体
肝
臓
が
無
く
て
ど
う
し
て
生
き
て
い
た
と
言
え
よ
う
」。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
は
手
を

高
く
挙
げ
て
固
く
誓
っ
た
。「
神
か
け
て
、
そ
れ
か
ら
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
聖
人
が
た
に
か
け
て
、
あ
れ
に
ゃ
あ
無
か
っ
た
だ
よ
」。
我
ら

が
主
な
る
神
は
ど
う
な
さ
ろ
う
と
し
た
か
っ
て
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
が
口
を
つ
ぐ
む
こ
と
を
お
望
み
だ
っ
た（

（22
（

の
で
、
そ
れ
で
善
し
と

な
さ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

さ
て
再
び
二
人
が
放
浪
の
旅
を
続
け
て
い
る
と
、
ま
た
し
て
も
二
つ
の
村
で
鐘
が
鳴
ら

さ
れ
て
い
た
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
い
わ
く
「
な
あ
、
相あ

い
ぼ
う棒

、
あ
そ
こ
じ
ゃ
何
で
鐘
を
鳴

ら
し
て
い
る
だ
」。

─
「
あ
の
村
で
は
死
者
の
た
め
に
、
も
う
一
つ
の
村
で
は
婚
礼
の

た
め
に
な
」
と
我
ら
が
主
な
る
神
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
よ
し
き
た
」
と
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ

ン
男
。「
今
度
は
お
ぬ
し
が
婚
礼
の
方
に
行
く
だ
。
お
い
ら
は
死
人
の
と
こ
ろ
に
行
く
で

な
」（
百
グ
ル
デ
ン
稼
ご
う
、
と
思
っ
て
の
こ
と
）。
そ
れ
か
ら
更
に
主
に
こ
う
訊
い
た
。

「
な
あ
、
相
棒
、
お
ぬ
し
、
ど
う
や
っ
て
死
人
の
目
を
覚
ま
さ
せ
た
」。

─
「
そ
れ
は

ね
」
と
主
は
仰
せ
に
な
っ
た
。「
わ
た
し
は
そ
の
ひ
と
に
こ
う
言
っ
た
の
だ
よ
。
父
と
子

と
聖
霊
の
御み

な名
に
お
い
て
立
ち
上
が
れ
、
と
。
す
る
と
そ
の
ひ
と
は
立
ち
上
が
っ
た
」。

─
「
よ
ろ
し
、
よ
ろ
し
」
と
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
は
叫
ん
だ
。「
こ
れ
で
お
い
ら
も
う

ま
く
や
っ
て
の
け
ら
れ
ら
」。
そ
し
て
村
へ
向
か
っ
た
と
こ
ろ
、
死
者
が
運
ば
れ
て
来
る

の
に
行
き
会
っ
た
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
は
こ
れ
を
目
に
す
る
と
、
高
ら
か
に
声
を
挙
げ

た
。「
止
ま
れ
、
止
ま
れ
え
。
お
い
ら
そ
の
人
を
生
か
し
て
み
せ
る
。
も
し
、
生
か
せ
な
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け
り
ゃ
、
お
裁
き
も
な
に
も
抜
き
で
お
い
ら
を
縛
り
首
に
す
る
が
え
え
」。

　

皆
の
衆
は
喜
ん
で
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
に
、
百
グ
ル
デ
ン
払
う
、
と
約
束
し
、
死
者
が
横
た
わ
っ
て
い
る
棺
台
を
地
面
に
下
ろ
し

た
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
は
柩ひ

つ
ぎ

の
蓋ふ

た

を
開
き
、
唱
え
始
め
た
。「
聖
な
る
三さ

ん

位み

一い
っ

体た
い

の
御
名
に
お
い
て
立
ち
上
が
れ
」。
け
れ
ど
も
死
者

は
立
ち
上
が
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
は
心
配
に
な
り
、
お
祈
り
を
も
う
一
度
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
度
唱
え
た
が
、

死
者
は
一
向
体
を
起
こ
そ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
、
か
ん
か
ん
に
な
っ
て
こ
う
怒
鳴
っ
た
。「
や
れ
ま
あ
、
そ
ん
な
ら
悪
魔
千
匹
の
名

に
お
い
て
寝
た
っ
き
り
に
な
っ
と
る
が
え
え
」。
村
の
人
人
は
こ
う
し
た
冒ぼ

う
と
く瀆

の
科せ

り
ふ白

を
耳
に
し
、
能の

う

天て
ん

気き

な
や
つ
に
騙だ

ま

さ
れ
た
と
分

か
る
と
、
柩
を
そ
こ
に
置
い
た
ま
ま
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
を
取
っ
摑つ

か

ま
え
、
や
が
て
男
を
連
れ
て
絞
首
台
の
丘
へ
登
っ
て
行
っ
た
。

　

我
ら
が
主
な
る
神
は
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
が
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
よ
く
よ
く
ご
存
じ
だ
っ
た
の
で
、
静
静
と
そ
ち
ら
へ
赴
か
れ

た
が
、
男
が
ど
ん
な
ふ
る
ま
い
を
見
せ
る
か
ご
覧
に
な
ろ
う
と
お
ぼ
し
め
し
て
、
こ
う
声
を
お
掛
け
に
な
っ
た
。「
お
お
、
お
仲
間
さ

ん
や
、
そ
な
た
は
何
を
し
た
の
か
ね
。
な
ん
と
い
う
て
い
た
ら
く
に
な
っ
た
の
だ
」。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
は
ひ
ど
く
腹
を
立
て
て
、

主
が
お
祈
り
を
ち
ゃ
ん
と
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
、
と
文
句
を
言
い
始
め
た
。「
わ
た
し
は
そ
な
た
に
ち
ゃ
ん
と
教
え
て
あ
げ
た
よ
」

と
主
は
言
わ
れ
た
。「
だ
が
、
そ
な
た
が
ち
ゃ
ん
と
覚
え
ず
、
ち
ゃ
ん
と
や
ら
な
か
っ
た
の
だ
よ
。
だ
が
、
ま
あ
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し

て
お
こ
う
。
あ
の
小
さ
な
肝
臓
が
ど
こ
へ
消
え
て
し
ま
っ
た
の
か
、
わ
た
し
に
話
す
つ
も
り
が
あ
る
な
ら
、
わ
た
し
は
そ
な
た
を
救
っ

て
あ
げ
る
」。

─
「
あ
あ
」
と
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
。「
あ
の
仔
羊
に
ゃ
あ
ほ
ん
と
に
肝
臓
が
無
か
っ
た
ん
だ
っ
て
ば
。
お
ぬ
し
、
な

ん
だ
っ
て
お
い
ら
を
咎と

が

め
立だ

て
す
る
」。

─
「
お
や
ま
あ
、
そ
な
た
は
ど
う
し
て
も
言
う
つ
も
り
は
な
い
の
だ
ね
」
と
主
。「
さ
あ

さ
、
告
白
す
れ
ば
、
わ
た
し
は
あ
の
死
者
を
生
か
し
て
み
せ
る
が
」。
だ
が
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
は
わ
め
き
始
め
た
。「
皆
の
衆
、
お
い

ら
を
吊
し
て
く
れ
え
。
吊
し
て
く
れ
え
。
そ
う
す
り
ゃ
お
い
ら
は
こ
ん
な
責
め
苦
か
ら
お
さ
ら
ば
だ
あ
。
あ
い
つ
は
ち
っ
ぽ
け
な
肝
臓

の
こ
と
で
お
い
ら
に
む
り
や
り
白
状
さ
せ
よ
う
っ
ち
ゅ
う
だ
。
皆
の
衆
、
ど
う
か
よ
っ
く
聴
い
て
く
れ
え
。
あ
の
仔
羊
に
ゃ
あ
肝
臓
は
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無
か
っ
た
だ
あ
」。

　

我
ら
が
主
な
る
神
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
が
、
本
当
の
こ
と
を
打
ち
明
け
る
よ
り
縛
り
首
に
さ
れ
る
方
が
ま
し

だ
、
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
お
分
か
り
に
な
り
、
絞
首
台
か
ら
下
ろ
し
て
や
る
よ
う
お
言
い
つ
け
に
な
る
と
、
今
度
は
ご
自
身
で
死
者

を
生
か
し
て
お
や
り
に
な
っ
た
。

　

さ
て
、
ま
た
ま
た
二
人
が
連
れ
立
っ
て
そ
こ
を
離
れ
る
と
、
我
ら
が
主
な
る
神
は
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
に
こ
う
言
わ
れ
た
。「
さ
あ
、

わ
た
し
た
ち
は
戴
い
た
お
金
を
お
互
い
に
分
配
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
済
ん
だ
ら
お
別
れ
だ
。
だ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
道
道
ず
っ

と
、
ど
こ
で
も
か
し
こ
で
も
、
そ
な
た
を
絞
首
台
か
ら
救
っ
て
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
わ
た
し
に
は
荷
が
勝
ち
過
ぎ
る
の
で

ね
」。
そ
し
て
例
の
二
百
グ
ル
デ
ン
を
お
出
し
に
な
り
、
三
つ
の
山
に
お
分
け
に
な
っ
た
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
は
こ
れ
を
見
て
、「
あ

れ
、
相
棒
、
お
ぬ
し
ど
う
し
て
山
を
三
つ
作
っ
た
だ
ね
。
お
い
ら
た
ち
ゃ
あ
二
人
し
か
い
ね
え
で
ね
え
か
」
と
訊
ね
た
。

─
「
ふ

む
」
と
我
ら
が
主
な
る
神
様
は
仰
せ
に
な
っ
た
。「
一
つ
の
山
、
こ
れ
は
わ
た
し
の
だ
。
も
う
一
つ
の
山
、
こ
れ
は
そ
な
た
の
も
の
。

で
、
三
つ
目
の
山
は
ね
、
こ
れ
は
あ
の
肝
臓
を
平
ら
げ
て
し
ま
っ
た
者
に
あ
げ
る
分
だ
よ
」。
こ
れ
を
聞
い
た
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
は

嬉
し
そ
う
に
こ
う
叫
ん
だ
。「
神
か
け
て
、
そ
れ
か
ら
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
聖
人
が
た
に
か
け
て
、
あ
り
ゃ
あ
お
い
ら
が
平
ら
げ
ち
ま
っ

た
だ
」。
そ
う
言
う
な
り
、
三
つ
目
の
山
も
さ
っ
と
攫さ

ら

い
込
み
、
我
ら
が
主
な
る
神
の
御
許
か
ら
退
散
つ
か
ま
つ
っ
た
。
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ベ
ン
男
の
話
」M

artin M
ontanus: W

egkürzer, ein sehr schön lustig aus der M
aßen kurzw

eilig Büchlein 

（（557

）. N
r.6: 

“Von einem
 

schw
aben, der das leberlein gefressen

＂

を
指
す
、
と
思
わ
れ
る
。
K
H
M
八
一
（
一
八
一
九
年
第
二
版
で
初
め
て
収
録
）
は
こ
れ
が
源
泉
で
は
な
く
、 
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ウ
ィ
ー
ン
に
お
け
る
口
頭
伝
承
の
記
録
に
よ
る
。
し
か
し
な
が
ら
グ
リ
ム
兄
弟
は
K
H
M
第
三
版
に
お
い
て
出
典
を
モ
ン
タ
ヌ
ス
の
テ
キ
ス
ト
と
し
た
。
ベ
ヒ

シ
ュ
タ
イ
ン
は
ほ
と
ん
ど
一
語
一
句
モ
ン
タ
ヌ
ス
の
物
語
を
継
承
し
て
お
り
、
た
だ
結
び
の
教
訓
を
省
い
た
に
過
ぎ
な
い
。

　

類
話
は
既
に
『
パ
ン
チ
ャ
タ
ン
ト
ラ
』
に
あ
る
、
と
の
こ
と
。

　

K
H
M
八
一
「
お
気
楽
あ
に
い
」Bruder Lustig

に
相
当
。

　

A
T
七
八
五
「
仔
羊
の
心
臓
を
食
べ
た
の
は
だ
れ
か
」W

ho A
te the Lam

b

’s H
eart?

。

　

原
題V

om
 Schw

aben, der das Leberlein gefressen.
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四　

泥
棒
の
親
方
の
認
定
作
品

　

あ
る
村
に
と
て
も
貧
乏
な
年
寄
り
の
夫
婦
者
が
二
人
っ
き
り
で
み
す
ぼ
ら
し
い
小
屋
に
住
ん
で
い
た
。
村
の
中
心
か
ら
ず
う
っ
と
離

れ
て
い
て
、
こ
の
小
屋
で
村
は
お
し
ま
い
に
な
る
の
だ
っ
た
。
爺
さ
ん
婆
さ
ん
は
実
直
で
働
き
者
だ
っ
た
が
、
子
ど
も
は
い
な
か
っ

た
。
息
子
が
、
た
っ
た
一
人
の
息
子
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
で
き
損
な
い
の
少
年
で
、
こ
っ
そ
り
ど
こ
か
へ
雲
隠
れ
し
て
し
ま

い
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
何
の
音
沙
汰
も
な
く
、
姿
も
現
さ
な
か
っ
た
、
そ
こ
で
爺
さ
ん
婆
さ
ん
は
、
自
分
た
ち
の
一
人
っ
子
は
と
っ
く

の
昔
に
死
ん
で
神
様
の
御み

許も
と

に
召
さ
れ
て
い
る
、
と
信
じ
て
い
た
。

　

さ
て
、
あ
る
時
の
こ
と
、
爺
さ
ん
婆
さ
ん
が
家
の
戸
口
の
外
に
坐
っ
て
い
た
。
祝
日
の
こ
と
だ
っ
た
。
向
こ
う
か
ら
村
を
指
し
て
堂

堂
と
し
た
馬
車
が
一
台
向
か
っ
て
来
た
。
六
頭
の
素
晴
ら
し
い
馬
が
こ
れ
を
牽ひ

い
て
い
て
、
中
に
は
上う

え

つ
方か

た

が
一
人
乗
っ
て
い
る
だ

け
、
後
ろ
に
は
従
僕
が
一
人
立
っ
て
い
た
が
、
そ
の
帽
子
と
上
着
は
べ
た
一
面
の
金
糸
と
銀
糸
の
縫
い
取
り
で
ご
わ
ご
わ
に
突
っ
張
ら

か
っ
て
い
た
。
馬
車
は
村
を
ず
っ
と
通
り
抜
け
た
。
折
し
も
教
会
か
ら
出
て
来
た
小こ

百び
ゃ
く姓し
ょ
うた

ち
は
、
こ
り
ゃ
あ
公
爵
様
か
、
も
し
か
し

た
ら
王
様
の
お
通
り
す
が
り
じ
ゃ
あ
る
ま
い
か
、
と
思
い
込
み
そ
う
に
な
っ
た
。
な
に
せ
こ
ん
な
豪
勢
な
贅ぜ

い
た
く沢

は
丘
の
上
の
古
い
城
に

住
む
殿
様
に
だ
っ
て
で
き
な
い
こ
と
だ
っ
た
か
ら
。
す
る
と
突
然
馬
車
は
村
外
れ
の
こ
の
小
屋
の
前
に
止
ま
り
、
従
僕
が
後
部
台
か
ら

跳
び
下
り
て
、
中
に
坐
っ
て
い
る
ご
主
人
の
た
め
に
馬
車
の
扉
を
開
い
た
。
こ
の
紳
士
は
馬
車
か
ら
降
り
る
と
、
す
っ
か
り
度
を
失
っ

て
長ベ

ン

チ

腰
掛
け
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
い
た
爺
さ
ん
婆
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
早
足
で
歩
み
寄
っ
た
。
紳
士
は
愛
想
良
く
、
ご
機
嫌
よ
う
、
と
挨

拶
を
し
、
握
手
の
手
を
差
し
伸
べ
、
じカ

ル

ト

ッ

フ

ェ

ル

ヒ

ュ

ー

テ

ス

ゃ
が
い
も
の
ヒ
ュ
ー
テ
ス
（
団ク

レ
ー
セ子

）（
（23
（

料
理
を
ご
一
緒
に
戴い

た
だ

く
こ
と
は
で
き
ま
い
か
、
と
訊た

ず

ね

た
。
こ
れ
を
聞
い
て
い
や
な
ん
と
も
訝い

ぶ
か

し
く
思
っ
た
の
は
婆
ち
ゃ
ん
だ
っ
た
が
、
こ
の
う
ら
若
く
、
綺
麗
で
、
と
っ
て
も
上
品
な
旦
那

様
は
す
ぐ
さ
ま
婆
ち
ゃ
ん
の
び
っ
く
り
を
鎮
め
た
。
こ
の
ひ
と
は
こ
う
言
っ
た
も
の
。
こ
の
ヒ
ュ
ー
テ
ス
と
い
う
も
の
、
こ
れ
ま
で
ど
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の
料
理
番
も
ち
ゃ
ん
と
作
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
、
子
ど
も
の
時
に
作
っ
て
貰も

ら

っ
た
よ
う
な
田
舎
の
ひ
と
の
料
理
を
食
べ
た
く
て
な

ら
な
い
、
と
。
そ
こ
で
老
人
た
ち
は
こ
の
貴
公
子
を
、
知
ら
な
い
方
だ
、
と
思
っ
て
、
愛
想
良
く
小
屋
に
請し

ょ
う

じ
入
れ
た
。
貴
公
子
の
方

は
馬
車
を
御
者
と
従
僕
と
も
ど
も
さ
し
あ
た
っ
て
村
の
旅は

た
ご籠

屋や

に
回
し
た
。
婆
ち
ゃ
ん
は
急
い
で
小
屋
の
小
さ
な
穴
蔵
か
ら
幾
つ
も

じ
ゃ
が
い
も
を
持
っ
て
上
が
り
、
皮
を
剥む

い
て
擂す

り
潰つ

ぶ

し
、
搾し

ぼ

る
と
、
湯
を
沸
か
し
て
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
脂

シ
ュ
マ
ル
ツを

混
ぜ
た
丸
め
た
団ク

レ
ー
セ子

を
放

り
込
ん
だ
。
そ
う
し
て
こ
の
食
べ
物
を
「
神
様
、
ごベ

ヒ
ュ
ー
テ
ス

加
護
を
」
と
い
う
敬け

い
け
ん虔

な
唱
え
言ご

と

で
祝
福
し
た
。
そ
の
た
め
こ
の
団ク

レ
ー
セ子

は
南

テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
数
多
く
の
土
地
で
「
ヒ
ュ
ー
テ
ス
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ（

（24
（

。
老
婆
が
食
事
の
用
意
を
し
て
い
る
間
、
亭
主
の
方

は
こ
の
知
ら
な
い
御ご

仁じ
ん

と
一
緒
に
さ
さ
や
か
な
菜
園
を
歩
き
回
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
爺
さ
ん
は
少
し
前
に
植
え
た
若
木
に
ち
ょ
っ
と
し

た
仕
事
を
し
た
。
つ
ま
り
、
柳
の
枝
で
若
木
の
細
い
幹
に
結
ば
れ
て
い
る
支
柱
が
ま
だ
し
っ
か
り
立
っ
て
い
る
か
、
風
が
柳
の
枝
を
引

き
ち
ぎ
っ
て
い
は
し
な
い
か
を
検
分
し
、
そ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
、
爺
さ
ん
は
細
い
幹
を
一
本
一
本
き
ゅ
っ
と
結
び
直
し
た
。

す
る
と
見
知
ら
ぬ
青
年
は
訊き

き
始
め
た
。「
こ
の
小
さ
い
幹
で
す
が
ね
、
あ
な
た
は
ど
う
し
て
三
箇
所
も
縛
っ
た
の
で
す
か
」。

─
「
さ
よ
う
」
と
爺
さ
ん
。「
こ
れ
に
は
曲
が
っ
た
と
こ
ろ
が
三
つ
も
あ
り
ま
し
ょ
。
で
す
か
ら
わ
し
は
こ
れ
が
真
っ
直
ぐ
伸
び
る

よ
う
に
縛
っ
た
の
で
さ
」。

─
「
け
っ
こ
う
な
こ
と
で
す
ね
、
ご
老
人
」
と
見
知
ら
ぬ
男
。「
で
す
が
、
あ
そ
こ
に
一
本
、
曲
が
り
く

ね
っ
た
こ
ぶ
こ
ぶ
の
木
が
あ
り
ま
す
ね
。
あ
な
た
は
ど
う
し
て
あ
れ
に
も
支
柱
を
結
び
付
け
て
、
真
っ
直
ぐ
に
直
し
て
や
ら
な
い
の
で

す
か
」。

─
「
あ
っ
は
」
と
爺
さ
ん
は
笑
っ
た
。「
古
い
木
は
の
、
曲
が
っ
た
ら
真
っ
直
ぐ
に
は
直
り
ま
せ
ん
の
じ
ゃ
。
真
っ
直
ぐ
に

し
て
お
き
た
け
れ
ば
、
若
い
う
ち
に
ち
ゃ
ん
と
育
て
上
げ
な
け
れ
ば
」。

─
「
あ
な
た
に
も
お
子
さ
ん
は
お
あ
り
で
」
と
知
ら
な
い

ひ
と
は
更
に
訊
ね
た
。「
お
お
、
神
様
、
ご
恩お

ん

寵ち
ょ
うを

垂
れ
た
ま
え
」
と
亭
主
は
応
じ
た
。「
わ
し
に
は
男
の
子
が
一
人
あ
り
ま
し
た
。
こ

れ
が
と
こ
と
ん
や
く
ざ
者
で
し
た
。
乱
暴
な
悪
さ
を
い
ろ
い
ろ
働
き
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
わ
し
の
許
を
出
奔
い
た
し
、
こ
れ
ま
で
戻
っ

て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
あ
れ
を
神
様
が
ど
こ
へ
お
導
き
に
な
っ
た
の
か
、
と
ん
と
分
か
り
ま
せ
ん
。
い
や
、
悪
魔
め
が
ど
こ
へ
連
れ
て
ま
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い
っ
た
や
ら
、
と
申
す
方
が
よ
い
の
か
も
」。「
一
体
な
ぜ
あ
な
た
は
息
子
さ

ん
を
早
い
う
ち
に
真
っ
直
ぐ
に
育
て
上
げ
な
か
っ
た
の
で
す
か
。
こ
こ
に
あ

る
何
本
も
の
あ
な
た
の
若
木
の
よ
う
に
」。
知
ら
な
い
ひ
と
は
暗
い
顔
を
し

て
非
難
を
籠
め
て
言
っ
た
。「
息
子
さ
ん
が
今
で
き
損
な
い
の
、
曲
が
り
く

ね
っ
て
瘤こ

ぶ

だ
ら
け
の
、
野
育
ち
の
木
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ

は
あ
な
た
の
責
任
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
も
し
息
子
さ
ん
が
あ
な
た
の
前
に

戻
っ
て
来
た
ら
、
息
子
さ
ん
だ
と
お
分
か
り
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
」。

─

「
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
な
あ
、
旦
那
様
」
と
お
百
姓
は
答
え
た
。「
生
き

長
ら
え
て
い
る
な
ら
、
と
て
も
大
き
く
な
っ
て
お
り
ま
し
ょ
う
か
ら
。
し
た

が
あ
れ
の
体
に
は
生
ま
れ
つ
い
て
の
痣あ

ざ

が
一
つ
あ
り
ま
し
て
な
、
そ
れ
で
ど

う
に
か
見
分
け
が
つ
き
ま
し
ょ
う
わ
い
。
け
れ
ど
や
っ
ぱ
り
あ
れ
が
や
っ
と

こ
家
に
戻
っ
て
来
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
り
っ
こ
な
い
日
と
や
ら
に
で

し
ょ
う
な
」。
す
る
と
見
知
ら
ぬ
ひ
と
は
着
て
い
る
上
着
を
脱
い
で
、
爺
さ

ん
に
痣
を
見
せ
た
。
爺
さ
ん
は
び
っ
く
り
仰
天
、
頭
の
上
で
両
手
を
打
ち
合

わ
せ
て
、
叫
ん
だ
。「
イ
エ
ス
様
［
な
ん
た
る
こ
と
］。
お
ま
え
は
わ
し
の
倅

せ
が
れ

だ
。
い
や
は
や
と
ん
で
も
ね
え
。
お
ま
え
は
お
っ
そ
ろ
し
く
出
世
し
た
も
ん
だ
な
。
伯
爵
に
で
も
な
っ
た
の
か
。
も
し
か
し
た
ら
公
爵

な
ん
ぞ
か
の
」。「
そ
う
じ
ゃ
な
い
の
で
す
」
と
息
子
は
低こ

声ご
え

で
言
っ
た
、「
な
っ
た
の
は
別
の
も
の
で
す
。
泥
棒
に
な
っ
た
の
で
す
よ
、

わ
た
し
は
。
あ
な
た
が
わ
た
し
を
真
っ
直
ぐ
に
育
て
て
く
だ
さ
ら
な
か
っ
た
か
ら
。
で
も
ま
あ
そ
れ
は
い
い
と
し
ま
し
ょ
う
。
わ
た
し
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は
伎わ

ざ倆
を
十
分
に
磨
き
ま
し
た
。
そ
ん
じ
ょ
そ
こ
ら
に
ご
ろ
ご
ろ
い
る
け
ち
な
こ
そ
ど
ろ
の
類た

ぐ
い

で
は
あ
り
ま
せ
ん
」。

　

爺
さ
ん
は
あ
ん
ま
り
驚
い
た
の
と
あ
ん
ま
り
嬉
し
い
の
で
黙
り
こ
く
っ
て
し
ま
い
、
倅
の
手
を
取
る
と
、
家
の
中
に
い
る
、
丁
度

団ク
レ
ー
セ子

を
作
り
終
わ
っ
て
、
食
卓
に
並
べ
た
母
親
の
と
こ
ろ
に
連
れ
て
行
き
、
一
切
を
物
語
っ
た
。
す
る
と
婆
ち
ゃ
ん
は
息
子
の
胸
に
飛

び
込
み
、
頸く

び

っ
玉
に
抱
き
つ
き
、
接く

ち
づ
け吻

を
し
、
泣
い
て
こ
う
言
っ
た
。「
泥
棒
だ
ろ
う
と
な
ん
だ
ろ
う
と
か
ま
や
し
な
い
。
な
ん
て
っ

た
っ
て
お
ま
え
は
あ
た
し
が
こ
の
お
腹
を
痛
め
た
あ
た
し
の
か
わ
い
い
息
子
だ
。
こ
ん
な
に
あ
た
し
が
年
取
っ
た
時
に
ま
た
逢
え
た
な

ん
て
、
あ
た
し
は
胸
が
ど
き
ど
き
し
て
堪た

ま

ら
な
い
よ
。
あ
あ
、
お
ま
え
の
代パ

ー
テ父

様（
（25
（

は
、
丘
の
上
の
お
城
に
お
住
ま
い
の
殿
様
は
、
な
ん

て
お
っ
し
ゃ
る
だ
ろ
う
ね
え
」。

─
「
そ
う
さ
な
」
と
父
親
が
口
を
挟
ん
だ
。
そ
の
間
、
三
人
な
が
ら
一
緒
に
団ク

レ
ー
セ子

を
も
り
も
り
と

退
治
し
て
い
た
。「
お
ま
え
の
代パ

ー
テ父

様
は
お
ま
え
と
は
一
切
か
か
わ
り
を
お
持
ち
に
な
り
た
か
な
か
ろ
う
。
お
ま
え
の
身
の
上
が
こ
ん

な
あ
り
さ
ま
で
は
の
う
。
野の

天て
ん

の
絞
首
台
で
お
ま
え
を
じ
た
ば
た
さ
せ
て
お
し
ま
い
に
な
る
の
が
落
ち
だ
ろ
う
て
」。

─
「
さ
て
、

そ
れ
で
も
や
は
り
わ
た
し
は
お
訪
ね
す
る
つ
も
り
で
す
。
代パ

ー
テ父

様
を
ね
」
と
息
子
は
答
え
、
自
家
用
馬
車
に
馬
を
繋
が
せ
、
丘
の
上
の

城
へ
と
登
っ
て
行
っ
た
。

　

殿
様
は
、
哀
れ
な
赤
児
の
時
情
け
を
掛
け
て
洗
礼
式
に
立
ち
会
っ
て
や
っ
た
自
分
の
名
付
け
子
が
、
こ
う
も
堂
堂
と
し
た
風ふ

う
さ
い采

で
前

に
現
れ
、
素
性
を
明
か
す
と
、
大
層
喜
ん
だ
。
け
れ
ど
も
、
世
間
に
出
て
一
体
何
に
な
っ
た
か
、
と
の
問
い
に
、
若
い
名
付
け
子
が
、

修
行
を
終
え
た
泥
棒
に
な
り
ま
し
た
、
と
返
答
し
た
の
に
は
、
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
喜
ば
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
ど
う
す
れ
ば
う
ま
い
具

合
に
時
期
を
失し

っ

せ
ず
こ
ん
な
物
騒
な
男
を
厄
介
払
い
で
き
る
か
、
す
ぐ
と
思
案
に
耽ふ

け

っ
た
。

　
「
さ
れ
ば
な
」
と
殿
様
は
名
付
け
子
に
言
っ
た
。「
そ
ち
が
お
の
れ
の
伎わ

ざ倆
を
き
ち
ん
と
修
行
し
て
、
敬
意
を
持
っ
て
大
目
に
見
て
や

れ
る
大
盗
賊
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
ゆ
き
あ
た
り
ば
っ
た
り
の
絞
首
台
で
処
刑
さ
れ
る
よ
う
な
こ
そ
こ
そ
泥
棒
に
な
っ
た
の
か
、

一
つ
検
分
い
た
そ
う
で
は
な
い
か
。
余
が
こ
れ
か
ら
そ
ち
に
課
す
三
つ
の
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
、
そ
ち
を
処
断
す
る
余
の
領
主
裁
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判
権（

（26
（

に
お
い
て
間
違
い
な
く
縛
り
首
を
執
行
い
た
す
」。

─
「
ど
う
か
問
題
を
お
出
し
く
だ
さ
い
ま
し
、
代パ

ー
テ父

の
お
殿
様
。
わ
た
し

は
い
か
な
る
試
練
も
恐
れ
ま
せ
ん
」。

　

殿
様
は
し
ば
ら
く
考
え
を
巡
ら
し
て
か
ら
、
こ
う
言
っ
た
。「
よ
い
か
。
こ
れ
が
三
つ
の
試
験
だ
。
一
つ
目
は
な
、
余
の
愛
馬
を
厩

う
ま
や

か
ら
盗
み
出
す
こ
と
。
余
は
厩
を
兵
士
た
ち
と
厩
番
た
ち
に
よ
く
よ
く
見
張
ら
せ
よ
う
。
だ
れ
で
あ
ろ
う
と
厩
に
忍
び
込
む
よ
う
な
そ

ぶ
り
を
い
た
す
者
は
、
彼
ら
に
打
ち
殺
さ
れ
る
の
だ
。
二
つ
目
は
、
余
が
妻
と
寝
床
に
入
っ
て
い
る
時
、
体
の
下
の
敷
布
を
、
そ
れ
か

ら
妻
の
指
に
嵌は

ま
っ
て
い
る
結
婚
指
環
を
盗
め
。
だ
が
、
覚
え
て
お
け
、
余
は
装そ

う
て
ん填

し
た
拳

ピ
ス
ト
ー
レ銃

を（
（27
（

手
許
に
置
い
て
お
く
。
三
つ
目
、
そ

し
て
最
後
の
だ
が

─
心
す
る
が
よ
か
ろ
う
、
こ
れ
は
最
も
難
し
い
仕
事
ぞ
。
司
祭（

（28
（

と
教

き
ょ
う
じ
ょ
う

場
の
師
匠（

（29
（

を
教
会
か
ら
盗
み
出
し
、
二
人
を

生
き
た
ま
ま
袋
に
入
れ
て
こ
の
城
の
煙
突
の
中
に
吊
す
の
だ
。
城
の
門
と
城
内
の
扉
の
数
数
は
そ
ち
が
入
れ
る
よ
う
に
開
け
た
ま
ま
に

い
た
し
て
お
く
」。

　

泥
棒
の
親
方
は
、
か
よ
う
に
た
や
す
い
仕
事
を
お
言
い
つ
け
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
と
代パ

ー
テ父

に
に
こ
や
か
に
礼
を
述
べ
て
立
ち
去
り
、

早
速
次
の
夜
、
最
初
の
課
題
の
実
行
に
取
り
掛
か
っ
た
。
殿
様
は
愛
馬
を
十
分
見
張
ら
せ
る
た
め
あ
ら
ゆ
る
手
配
を
講
じ
た
。
殿
様
の

筆ひ
っ
と
う頭

馬ば

丁て
い

は
馬
に
ま
た
が
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
も
う
一
人
の
下
僕
は
手
綱
を
、
三
番
目
の
召
使
い
は
尻
尾
を
握
ら
さ

れ
、
厩
の
幾
つ
も
の
戸
口
の
外
に
城
主
は
哨

し
ょ
う

兵へ
い

を
一
人
づ
つ
配
置
し
た
。
一
同
、
見
張
り
に
見
張
り
、
凍
え
上
が
っ
て
、
悪あ

く
た
い態

を
つ
い

た
。
な
に
し
ろ
寒
か
っ
た
し
、
皆
喉の

ど

が
か
ら
か
ら
に
な
っ
た
の
で
。
す
る
と
一
人
の
く
た
び
れ
た
婆
ち
ゃ
ん
が
現
れ
た
。
背
負
い
籠
に

小こ

樽だ
る

を
入
れ
て
担
っ
て
お
り
、
ひ
ど
く
咳せ

き
込
み
な
が
ら
、
喘あ

え

ぎ
喘
ぎ
城
の
中
庭
に
入
っ
て
来
た
の
だ
。
こ
の
小
樽
を
見
て
兵
士
た
ち

の
心
の
中
に
目
を
覚
ま
し
た
の
は
殊こ

と

の
外ほ

か

魅
惑
的
な
考
え
。
つ
ま
り
、
も
し
か
し
た
ら
あ
れ
に
火

ブ
ラ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ン酒

が（
（30
（

入
っ
て
る
か
も
な
あ
、
火

ブ
ラ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ン

酒
は

夜
の
霜
や
体
に
良
く
な
い
霧
の
特
効
薬
だ
も
の
な
あ
、
っ
て
や
つ
。
そ
こ
で
、
こ
っ
ち
へ
来
て
体
を
温あ

っ
た

め
な
よ
、
と
婆
ち
ゃ
ん
を
火
の

傍
に
呼
び
寄
せ
て
、
小
樽
の
中
身
を
問
い
質た

だ

し
た
。
す
る
と
、
い
や
も
う
、
思
っ
た
通
り
。
中
身
は
火

ブ
ラ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ン

酒
、
そ
れ
も
強
化
橙

だ
い
だ
い酒

と（
（3（
（

か
イ
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ス
パ
ニ
ア
苦ビ

タ

ー
味
酒
と（

（32
（

か
い
う
類
の
品
。
ま
た
こ
の
小
樽
た
る
や
、
意
地
悪
く
木き

脂や
に

や

木も
く

栓せ
ん

で
密
封
さ
れ
て
な
ん
か
お
ら
ず
、
ち
い
ち
ゃ
な
活コ

ッ
ク栓

が
付
い
て
い
た
の
で
、
こ

の
女
が
火

ブ
ラ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ン

酒
を
売
る
に
は
も
っ
て
こ
い
。
そ
こ
で
兵
士
た
ち
は
代
わ
る
代
わ
る
小
さ

い
酒
杯
に
一
杯
買
い
、
厩
に
い
る
張
り
番
た
ち
に
も
、
外
の
中
庭
じ
ゃ
あ
小
麦
が
花

盛
り
［
い
い
調
子
で
や
っ
と
る
わ
い
］、
と
声
を
掛
け
た
も
の
。
そ
こ
で
婆
様
、
酒
の

お
酌
で
大
忙
し
。
と
う
と
う
小
樽
は
ほ
と
ん
ど
空
っ
ぽ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ

ろ
で
こ
の
老
女
、
他
で
も
な
い
、
例
の
大
泥
棒
だ
っ
た
。
上
手
に
変
装
し
、
火

シ
ュ
ナ
ッ
プ
ス酒

に（
（33
（

蛮
地
に
産
す
る
眠
り
薬
を
混
ぜ
て
お
い
た
の
だ
。
大
し
て
時
間
も
掛
か
ら
ぬ
う
ち
に
、

兵
士
た
ち
は
一
人
、
ま
た
一
人
と
眠
り
に
落
ち
、
厩
の
番
人
た
ち
も
ぱ
た
ん
と
目
を

閉
じ
た
。
頃
合
い
や
よ
し
、
と
泥
棒
は
厩
の
馬
の
傍
に
立
ち
、
筆
頭
馬
丁
を
両
腕
に

抱
き
留
め
た
。
丁
度
馬
か
ら
落
ち
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
。
そ
れ
か
ら
静
か
に
横
木

に
ま
た
が
ら
せ
、
罪
の
な
い
こ
の
御
仁
が
転
が
り
落
ち
て
怪
我
な
ど
し
な
い
よ
う
、

ち
ょ
い
と
結
び
つ
け
た
。
手
綱
を
摑つ

か

ん
で
、
隅
っ
こ
で
鼾い

び
き

を
か
い
て
い
た
殿
様
お
気
に
入
り
の
御
者
の
手
に
は
綱
を
一
本
握
ら
せ
、
厩

番
に
は
馬
の
尻
尾
の
代
わ
り
に
藁わ

ら

縄
を
あ
て
が
っ
た
。
そ
れ
か
ら
馬
に
着
せ
て
あ
っ
た
馬ば

い衣
を
脱
が
せ
、
そ
れ
を
切
り
こ
ま
ざ
い
て
、

馬
の
脚
を
包
み
、
ひ
ら
り
と
鞍
に
飛
び
乗
る
と
、
そハ

イ
デ
ィ
ー

ら
行
け
、
て
な
し
だ
い
で

─
い
や
あ
、
あ
ん
た
に
見
せ
た
か
っ
た
ね
え

─
厩

と
開
け
っ
放
し
に
な
っ
て
い
た
城
門
か
ら
外
へ
出
て
行
っ
た
。

　

翌
日
明
る
く
な
っ
て
、
殿
様
が
窓
か
ら
外
を
眺
め
る
と
、
堂
堂
た
る
騎の

り
手て

が
疾
駆
し
て
来
る
の
が
見
え
た
。
ま
た
が
っ
て
い
る
駒

も
負
け
ず
劣
ら
ず
堂
堂
と
し
て
お
り
、
ど
う
も
見
覚
え
が
あ
る
よ
う
に
思
え
た
。
騎
り
手
は
馬
を
止
め
る
と
、
城
の
窓
を
見
上
げ
て
朝
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の
挨
拶
を
よ
こ
し
た
。「
お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
。
代パ

ー
テ父

様
。
お
馬
は
素
晴
ら
し
い
値
打

ち
物
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
」。

─
「
え
え
い
、
く
そ
忌い

ま
い
ま忌

し
い
」
と
、
そ
の
馬
が
自
分

の
牝ひ

ん

馬ば

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
殿
様
は
叫
ん
だ
。「
そ
ち
は
大
泥
棒
だ
の
。
な
ん
と
、

な
ん
と
。

─
さ
あ
、
や
れ
い
。
そ
ち
の
伎わ

ざ倆
を
も
っ
と
見
せ
る
が
よ
い
」。
殿
様
は

乗
馬
鞭
を
手
に
す
る
と
、
か
ん
か
ん
に
腹
を
立
て
て
厩
に
向
か
っ
た
が
、
依
然
と
し
て

ぐ
う
す
か
眠
っ
て
い
る
番
兵
た
ち
の
へ
ん
て
こ
り
ん
な
一
団
が
目
に
入
る
と
、
か
ら
か

ら
と
高
笑
い
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
す
ぐ
さ
ま
胸
の
裡う

ち

で
こ
う
考
え
た
。
あ

の
盗ぬ

す
っ
と人

め
が
今
夜
敷
布
を
盗
み
に
ま
い
っ
た
ら
、
や
つ
の
頭
を
弾
丸
で
撃
ち
抜
い
て
や

ろ
う
。
か
よ
う
に
物
騒
な
男
を
身
辺
に
置
い
て
お
き
た
く
な
い
で
な
、
と
。

　

さ
て
、
夜
が
到
来
す
る
と
、
殿
様
は
奥
方
と
床
に
就
い
た
。
傍
ら
に
は
装
填
し
た

拳ピ
ス
ト
ー
レ

銃
を
一
挺ち

ょ
うと

そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
武
器
を
用
意
し
、
寝
入
ら
ず
に
目
を
覚
ま
し
た
ま

ま
で
、
何
か
気
配
が
し
な

い
か
と
ひ
た
す
ら
聴
き
耳

を
立
て
て
い
た
。
長
い
こ
と
辺
り
は
深
閑
と
し
た
ま
ま
だ
っ
た
が
、
そ
の

う
ち
と
う
と
う
、
も
う
か
な
り
暗
く
な
っ
て
い
た
頃
、
長
い
梯は

し

子ご

が
立
て

掛
け
ら
れ
た
よ
う
な
あ
ん
ば
い
で
、
そ
の
後
間
も
な
く
、
外
の
窓
辺
に
な

に
や
ら
人
の
姿
が
見
え
、
中
に
入
ろ
う
と
す
る
様
子
だ
っ
た
。「
怖
が
る

こ
と
は
な
い
ぞ
、
奥
や
」
と
殿
様
は
低こ

声ご
え

で
囁さ

さ
や

く
と
、
拳ピ

ス
ト
ー
レ銃

を
手
に
取
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り
、
よ
く
よ
く
狙ね

ら

っ
て
発
射
し
た
。
そ
し
て
押
し
込
み
強
盗
の
頭
の
ま
ん
真
ん
中
を
撃
ち
抜
い
た
の
で
、
相
手
は
ぐ
ら
り
と
よ
ろ
め

き
、
そ
れ
か
ら
す
ぐ
に
下
に
ど
さ
り
と
落
ち
た
音
が
聞
こ
え
た
。「
あ
れ
は
二
度
と
再
び
起
き
上
が
り
は
す
ま
い
」
と
殿
様
。「
し
た
が

わ
た
し
は
人
目
を
避
け
た
い
。
そ
れ
ゆ
え
騒
ぎ
に
な
ら
ぬ
う
ち
に
急
い
で
梯
子
を
降
り
て
、
撃
た
れ
た
者
を
片
付
け
て
ま
い
る
」。
奥

方
は
こ
れ
を
承
知
し
た
の
で
、
背
の
君
は
言
っ
た
通
り
に
し
た
。
そ
れ
か
ら
す
ぐ
に
殿
様
は
ま
た
上
が
っ
て
来
て
、
奥
方
に
告
げ
た
。

「
あ
れ
は
す
っ
か
り
死
ん
で
お
る
。
し
た
が
わ
た
し
は
あ
の
不ふ

憫び
ん

な
や
つ
を
墓
穴
に
投
げ
込
む
前
に
な
に
か
亜
麻
布
で
包
ん
で
や
り
た

い
。
そ
れ
か
ら
あ
れ
は
そ
な
た
の
指
環
の
た
め
に
命
を
棄
て
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
あ
れ
に
嵌
め
て
や
ろ
う
で
は
な
い
か
。
わ
た
し
に

指
環
と
敷
布
を
渡
し
て
お
く
れ
」。
奥
方
が
両
方
を
差
し
出
す
と
、
向
こ
う
は
ま
た
急
い
で
降
り
て
行
っ
た
。
で
も
こ
れ
は
殿
様
で
は

な
く
て
、
泥
棒
の
親
方
だ
っ
た
わ
け
。
泥
棒
の
親
方
は
、
仕
事
を
し
済
ま
す
た
め
に
、
最
寄
り
の
絞
首
台
（
そ
の
当
時
ド
イ
ツ
に
は
ま

だ
ど
の
街
道
筋
に
も
夥

お
び
た
だし

い
絞
首
台
が
あ
っ
た
）
か
ら
、
処
刑
さ
れ
た
ば
か
り
の
死
骸
の
綱
を
切
っ
て
取
り
下
ろ
し
、
そ
れ
か
ら
そ
れ

を
肩
に
背
負
っ
て
、
梯
子
を
登
っ
て
来
た
の
だ
っ
た
。
中
で
銃
声
が
す
る
と
、
死
骸
を
下
に
振
り
落
と
し
、
素
早
く
梯
子
を
降
り
て
、

身
を
潜
め
た
。
そ
し
て
殿
様
が
降
り
て
来
て
、
自
分
が
撃
ち
殺
し
た
と
思
っ
た
男
の
始
末
で
忙
し
く
な
っ
た
隙
に
、
さ
さ
っ
と
部
屋
の

奥
方
の
と
こ
ろ
に
上
が
り
、
名
付
け
親
の
声
色
を
使
い
、
指
環
と
敷
布
を
要
求
し
た
の
だ
っ
た
。

　

次
の
日
の
朝
、
殿
様
が
ま
た
し
て
も
い
つ
も
の
習
慣
で
窓
か
ら
外
を
眺
め
て
い
る
と
、
下
を
一
人
の
男
が
歩
き
回
っ
て
い
た
。
ど
う

や
ら
亜
麻
布
製
品
を
売
り
物
に
し
て
い
る
様
子
で
、
少
な
く
と
も
折
り
た
た
ん
だ
束
を
一
つ
肩
に
担
い
で
お
り
、
そ
れ
か
ら
綺
麗
な
指

環
を
朝
日
に
ぴ
か
ぴ
か
燦き

ら

め
か
せ
て
い
る
。
突
然
男
は
上
を
向
い
て
呼
び
掛
け
た
。「
こ
れ
は
こ
れ
は
お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
。
代パ

ー
テ父

様
。

あ
な
た
様
も
代

パ
ー
テ
ィ
ン母

様
も
ぐ
っ
す
り
お
休
み
あ
そ
ば
し
ま
し
た
か
」。

─
殿
様
は
雷
に
撃
た
れ
た
よ
う
だ
っ
た
。
昨
夜
、
自
ら
の
手
で

射
殺
し
、
同
じ
く
我
が
手
で
掘
っ
た
穴
に
投
げ
込
ん
だ
名
付
け
子
が
生
き
て
立
っ
て
い
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
の
だ
か
ら
。
そ
こ

で
奥
方
に
せ
わ
し
な
く
指
環
と
敷
布
の
こ
と
を
訊
ね
た
。「
あ
ら
、
あ
な
た
、
昨
夜
私
に
、
そ
れ
を
よ
こ
せ
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
持
っ
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て
い
ら
し
た
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
か
」
と
奥
方
の
返
辞
。「
え
い
、
い
ま
い
ま
し
い
。
だ
が
、
そ

り
ゃ
こ
の
わ
た
し
で
は
な
か
っ
た
の
だ
」
と
殿
様
は
激げ

き
こ
う昂

し
た

─
し
か
し
、
こ
の
大
胆
不
敵

な
泥
棒
は
盗
も
う
と
思
え
ば
も
っ
と
他
に
も
盗
ん
で
行
け
た
の
だ
、
と
考
え
つ
い
て
、
す
ぐ
気

を
取
り
直
し
た
。
名
付
け
子
に
窓
か
ら
拳
を
振
っ
て
、
こ
う
怒
鳴
っ
た
。「
こ
の
大
泥
棒
。
三

番
目
を
や
れ
い
。
三
番
目
で
き
っ
と
そ
ち
は
絞
首
台
行
き
だ
ぞ
」。

　

さ
て
次
の
夜
、
教
会
墓
地
に
奇
妙
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
す
ぐ
近
く
に
住
ん
で
い
る
教
場
の

師
匠
が
ま
ず
そ
れ
に
気
づ
い
て
、
司
祭
様
に
ご
注
進
し
た
。
墓
石
の
上
で
小
さ
な
、
燃
え
る
火

が
ふ
ら
ふ
ら
と
動
き
回
っ
て
い
る
の
だ
。「
あ
れ
は
の
、
哀
れ
な
魂
た
ち
じ
ゃ
よ
、
師
匠
」
と

司
祭
は
が
く
が
く
し
て
囁さ

さ
や

い
た
。
そ
の
時
突
然
な
に
や
ら
大
き
な
真
っ
黒
け
な
姿
が
教
会
の
出

入
り
口
の
階
段
の
上
に
現
れ
、
う
つ
ろ
な
声
音
で
こ
う
叫
ん
だ
。

「
な
べ
て
我
が
許も

と

に
来
た
れ
、
な
べ
て
我
が
許
に
来
た
れ
、

最
後
の
審
判
の
日
が
間
近
な
る
ぞ
。

お
お
、
人
の
子
ら
よ
、
心
静
か
に
祈
れ
か
し
。

死
者
た
ち
は
既
に
己お

の

が
骨
を
集
め
つ
つ
あ
り
。

我
と
と
も
に
天
国
に
往ゆ

か
ん
と
す
る
者
あ
ら
ば
、

こ
の
袋
の
内
に
這は

い
込
む
が
よ
い
」。
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「
そ
う
し
ま
し
ょ
か
の
」
と
師
匠
が
歯
を
が
ち
が
ち
い
わ
せ
な
が
ら
司
祭
に
訊
い
た
。
司
祭
「
今
こ
そ
時
で
あ
ろ
。
門
限
に
な
っ
て

か
ら
で
は
遅
い
。
聖
な
る
使
徒
ペ
ト
ル
ス
様（

（34
（

が
わ
し
ら
を
お
呼
び
じ
ゃ
。
こ
り
ゃ
間
違
い
な
い
。
し
た
が
路
銀
は
ど
う
い
た
そ
う
」。

─
「
わ
し
は
二
十
ク
ロ
ー
ネ（

（35
（

蓄
え
と
り
ま
す
」
と
せ
ん
せ

0

0

0

は
ひ
そ
ひ
そ
囁
い
た
。「
わ
し
ゃ
非
常
用
に
上

じ
ょ
う

物も
の

ト
ン
ネ
ン（

（36
（

（
月
桂
樹

タ
ー
ラ
ー（

（37
（

）
百
枚
貯
め
て
あ
る
」
と
司
祭
が
言
っ
た
。「
取
っ
て
来
て
、
身
に
着
け
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
」。
二
人
は
叫
ん
で
そ
う
し

た
。
そ
れ
か
ら
恐
れ
わ
な
な
き
な
が
ら
例
の
黒
い
姿
に
近
づ
い
た
。
こ
れ
こ
そ
泥
棒
の
親
方
だ
っ
た
。
親
方
は
蝲ざ

り
が
に蛄

を（
（38
（

買
い
込
ん
で
、

そ
れ
ら
の
背
中
に
燃
え
る
小
蠟ろ

う
そ
く燭

を
貼
り
付
け
た
。
こ
れ
が
哀
れ
な
魂
と
な
っ
た
し
だ
い
。
そ
れ
か
ら
い
か
に
も
僧
侶
ら
し
い
髯ひ

げ

、
僧

服
、
葎ホ

ッ
プ穂

摘
み
の
袋
を
用
意
し
た
わ
け
。
で
、
親
方
は
蓄
え
た
金き

ん

子す

を
取
り
上
げ
て
か
ら
、
こ
の
袋
に
二
人
の
黒こ

く

衣え

［
お
坊
さ
ん
］
た

ち
を
さ
ら
い
入
れ
た
。
そ
れ
か
ら
袋
の
口
を
紐
で
縛
る
と
、
そ
れ
を
後
ろ
に
引
き
ず
り
な
が
ら
村
を
通
り
抜
け
た
が
、
水
溜
ま
り
に
差

し
掛
か
る
と
、
こ
う
叫
ん
だ
。「
今
紅こ

う
か
い海

を（
（39
（

通
っ
て
お
る
」。
そ
れ
か
ら
小
川
を
越
え
る
時
に
は
、「
今
キ
ド
ロ
ン
の
小
川（

（40
（

を
通
っ
て
お

る
」。
更
に
城
の
寒
寒
と
し
た
控
え
の
間
に
入
る
と
、「
今
ヨ
シ
ャ
フ
ァ
ト
の
谷（

（4（
（

を
通
っ
て
お
る
」。
階
段
を
昇
り
な
が
ら
、「
こ
こ
は
既

に
天
国
の
梯
子（

（4（
（

な
る
ぞ
」。
そ
し
て
最
後
に
袋
を
煙
突
の
中
の
、
豚

ハ

ム

の
塩
漬
腿
肉
を
燻く

ん
せ
い製

に
す
る
た
め
の
鉤か

ぎ

に（
（43
（

吊
り
下
げ
た
。
そ
れ
か

ら
下
で
も
う
も
う
と
煙
を
立
て
、
恐
ろ
し
い
声
で
「
こ
れ
ぞ
煉れ

ん
ご
く獄

な（
（44
（

り
。
こ
は
数
年
続
か
ん
」
と
怒
鳴
り
、
逃
げ
去
っ
た
。
そ
こ
で
司

祭
と
教
場
の
師
匠
は
「
人
殺
し
い
」
と
金
切
り
声
を
張
り
上
げ
た
の
で
、
召
使
い
た
ち
が
総
出
で
馳は

せ
集
ま
っ
た
。
さ
て
泥
棒
の
親
方

は
威
勢
良
く
殿
様
の
許
に
赴
い
た
。「
代パ

ー
テ父

様
、
三
つ
目
の
試
験
も
遣
り
遂
げ
ま
し
た
。
司
祭
と
教
場
の
師
匠
は
煙
突
に
ぶ
ら
下
が
っ

て
お
り
ま
す
。
お
差
し
支
え
な
け
れ
ば
、
ご
自
身
で
あ
れ
た
ち
が
じ
た
ば
た
も
が
い
て
い
る
の
を
ご
覧
に
な
れ
、
悲
鳴
を
挙
げ
て
い
る

の
を
お
聴
き
に
な
れ
ま
す
」。

─
「
お
お
、
こ
の
大だ

い

悪
党
に
し
て
大
盗
賊
め
、
こ
の
大お

お

悪い
た
ず
ら戯

者も
の

に
し
て
泥
棒
の
親
方
中
の
泥
棒
の
親

方
め
」
と
殿
様
は
叫
び
、
坊
様
が
た
を
煉
獄
か
ら
救
済
す
る
よ
う
、
す
ぐ
さ
ま
命
令
を
出
し
た
。「
そ
ち
は
余
を
打
ち
負
か
し
お
っ
た
。

当
地
か
ら
立
ち
去
れ
い
。
金
貨
を
一
枚
遣
わ
す
。
当
地
か
ら
立
ち
去
っ
て
、
二
度
と
余
の
前
に
現
れ
る
な
。
そ
し
て
金
を
盗
ん
で
処
刑
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さ
れ
る
の
は
そ
ち
の
勝
手
し
だ
い
だ
」。

　
「
ま
こ
と
に
も
っ
て
忝

か
た
じ
け
のう

ご
ざ
い
ま
す
。
代パ

ー
テ父

の
殿
様
。
さ
よ
う
つ
か
ま
つ
り
ま
す
」。
と
泥
棒
は
答
え
た
。「
さ
り
な
が
ら
、
殿
に

は
、
わ
た
し
め
が
ま
っ
と
う
に
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
担
保
を
お
請
け
出
し
に
な
ら
な
い
お
つ
も
り
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
か
。
ご
愛

馬
に
は
二
百
ク
ロ
ー
ネ
、
奥
方
様
の
結
婚
指
環
と
敷
布
に
は
百
ク
ロ
ー
ネ
、
司
祭
と
教
場
の
師
匠
の
所
持
金
に
は
百
二
十
ク
ロ
ー
ネ
が

必
要
で
ご
ざ
い
ま
す
。
頂
戴
で
き
な
け
れ
ば
、
わ
た
し
め
は
そ
れ
を
携
え
て
立
ち
去
り
ま
す
る
」。
殿
様
は
あ
わ
や
卒
中
を
起
こ
す
と

こ
ろ
だ
っ
た
。
そ
こ
で
言
う
よ
う
「
愛い

と

し
い
名
付
け
子
や
、
何
も
か
も
冗
談
ご
と
だ
っ
た
の
だ
よ
。
そ
な
た
は
そ
れ
ら
の
物
を
持
っ
て

行
く
つ
も
り
は
な
か
ろ
う
の
う
。
わ
た
し
は
そ
な
た
に
命
を
恵
ん
だ
の
で
は
な
い
か
」。

─
「
さ
て
さ
て
、
わ
た
し
は
立
ち
去
り
ま

す
。
し
て
、
あ
あ
し
た
物
は
全
部
戴
い
て
ま
い
り
ま
す
」。
泥
棒
の
親
方
は
そ
う
言
う
な
り
、
立
ち
去
っ
て
、
馬
車
に
馬
を
繋
が
せ
、

年
老
い
た
父
親
と
母
親
を
中
に
坐
ら
せ
、
自
分
は
殿
様
の
馬
に
ま
た
が
り
、
あ
の
素
晴
ら
し
い
指
環
を
指
に
嵌
め
、
敷
布
だ
け
は
短
い

手
紙
を
添
え
て
殿
様
へ
の
贈
り
物
と
し
た
。
手
紙
に
は
こ
う
記
し
て
あ
っ
た
。「
司
祭
と
教
場
の
師
匠
に
あ
の
ひ
と
た
ち
の
金
子
を
返

し
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
。
さ
も
な
く
ば
奥
方
様
を
お
盗
み
申
し
上
げ
ま
す
。
御ご

前ぜ
ん

様
の
恭
謙
な
る
名
付
け
子
に
し
て
泥
棒
の
親
方

　

敬
白
」。

　

そ
こ
で
殿
様
は
大
恐
慌
を
き
た
し
、
損
害
を
負
担
、
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
名
付
け
子
と
一
切
関
わ
り
を
持
と
う
と
し
な
か
っ
た
。

も
っ
と
も
あ
ち
ら
か
ら
も
何
も
音
沙
汰
は
な
か
っ
た
。
な
に
し
ろ
泥
棒
の
親
方
は
両
親
を
連
れ
て
ど
こ
か
遠
国
に
移
住
、
立
派
な
名
望

家
に
な
っ
た
も
の
だ
か
ら
。

解
題

　

出
典
に
関
す
る
メ
モ
。
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
昔
話
。
口
承
。
M
・
ハ
ウ
プ
ト
「
ド
イ
ツ
古
代
雑
誌
」M

. H
aupt: 

„Zeitschrift für deutsches 
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A
lterthum

„

第
三
巻
中
で
G
・
F
r
・
シ
ュ
テ
ル
ツ
ィ
ン
グStertzing

に
よ
っ
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。

　

ゲ
オ
ル
ク
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
テ
ル
ツ
ィ
ン
グGeorg Friedrich Stertzing

は
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
最
良
の
協
力
者
。
一
八
四
三
年
、
モ
ー
リ
ッ

ツ
・
ハ
ウ
プ
トM

oriz H
aupt

に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
「
ド
イ
ツ
古
代
雑
誌
」
第
三
巻
で
「
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
あ
る
昔

メ
ル
ヒ
ェ
ン

話
」
な
る
タ
イ
ト
ル
の
下
、
泥
棒
の

親
方
の
笑
い
話
の
数
数
を
披
露
し
て
お
り
、
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
も
グ
リ
ム
兄
弟
も
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
。
グ
リ
ム
兄
弟
は
こ
の
作
品
を
同
年
中
に
K
H
M
第

五
版
に
K
H
M
一
九
二
「
泥
棒
の
親
方
」
と
し
て
採
録
し
た
。
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
方
は
、
筋
の
運
び
で
忠
実
に
シ
ュ
テ
ル
ツ
ィ
ン
グ
に
従
っ
て
い
る
K
H
M

と
は
異
な
り
、
そ
の
本
領
を
発
揮
、
か
ら
か
わ
れ
た
ひ
と
た
ち
の
視
点
で
筋
を
展
開
、
悪
戯
が
成
功
し
て
初
め
て
ト
リ
ッ
ク
の
種
を
明
か
し
て
い
る
。　

　

中
・
近
世
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
手
工
業
に
携
わ
る
者
は
、
親マ

イ
ス
タ
ー方

の
許
に
住
み
込
ん
で
徒

レ
ー
ア
リ
ン
グ

弟
と
し
て
年
季
奉
公
を
し
、
一
通
り
の
技
能
を
身
に
付
け
た
、
と
親

方
に
認
定
さ
れ
る
と
、
職ゲ

ゼ
レ人

の
資
格
で
各
地
の
同
業
の
親
方
衆
の
許
に
厄
介
に
な
る
「
何ヴ

ァ
ン
ダ
ー
ヤ
ー
レ

年
か
の
旅
修
行
」W

anderjahre

を
体
験
す
る
。
旅
修
行
を
終
わ

り
、
開
業
す
る
だ
け
の
資
金
を
貯
め
、
一
人
前
の
親
方
と
し
て
認
定
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
職
人
は
、
自
分
の
属
す
る
手
工
業
組
合
（
成
員
は
全
て
親
方
）
に

名
乗
り
出
て
、
認
定
試
験
を
受
け
る
。
た
と
え
ば
靴
職
人
な
ら
入
念
な
細
工
の
靴
を
、
黄き

ん金
細ざ

い
く工

職
人
な
ら
精
緻
な
黄
金
の
指
環
と
か
を
提
出
す
る
わ
け
。
こ

れ
が
課

プ
ロ
ー
ベ
シ
ュ
テ
ュ
ッ
ク

題
作
、
す
な
わ
ち
親マ

イ
ス
タ
ー
シ
ュ
テ
ュ
ッ
ク

方
認
定
作
品M

eisterstück

で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
主
人
公
は
泥
棒
の
親
方
（
そ
ん
な
組
合
が
あ
れ
ば
だ
が
）
と
し
て
認
定
さ

れ
る
だ
け
の
課
題
作
を
三
つ
も
こ
な
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

K
H
M
一
九
二
「
泥
棒
の
親
方
」D

er M
eisterdieb

に
相
当
。

　

A
T
一
五
二
五
「
泥
棒
の
親
方
」T
he M

aster T
hief. 

＋
A
T
一
七
三
七
「
牧
師
袋
に
入
っ
て
天
国
へ
」T

he Parson in the Sack to H
eaven.

＋

A
T
一
七
四
〇
「
ざ
り
が
に
の
背
の
蠟
燭
」Candles on the Crayfish.

。

原
題 D

ie Probestücke des M
eisterdiebs.
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八　

ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル

　

昔
む
か
し
年
を
取
っ
た
木き

樵こ
り

が
い
て
、
妻
と
二
人
の
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
森
の
中
の
み
す
ぼ
ら
し
い
小
屋
に
住
ん
で
い
た
。
子
ど

も
た
ち
の
名
は
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
と
い
っ
た
。
こ
の
子
た
ち
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
、
こ
の
貧
し
い
一
家
は
ま
す
ま
す
麪パ

ン麭
に

事
欠
く
よ
う
に
な
っ
た
。
ご
時
世
も
不
景
気
に
な
る
一
方
で
、
食
べ
物
は
ど

ん
ど
ん
値
上
が
り
し
、
こ
れ
は
両ふ

た
お
や親

に
は
な
ん
と
も
ひ
ど
い
心
痛
の
種
。
あ

る
晩
、
二
人
が
固
い
臥ふ

し

床ど

に
転
が
り
込
ん
だ
時
、
夫
が
ほ
う
っ
と
溜
息
を
つ

い
て
こ
う
言
っ
た
。「
あ
あ
、
お
っ
か
あ
、
わ
し
ら
、
子
ど
も
た
ち
を
ど
う

養
っ
た
も
の
か
の
う
。
冬
は
近
づ
く
は
、
わ
し
ら
自
身
に
だ
っ
て
食
う
も
の

は
何
も
ね
え
だ
で
」。
す
る
と
母
親
は
こ
う
言
葉
を
返
し
た
。「
あ
た
し
は
、

他
に
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
と
思
う
ね
。
早
け
れ
ば
早
い
ほ
ど
い
い
だ
が
、

あ
ん
た
、
あ
の
子
た
ち
を
森
へ
連
れ
て
っ
て
、
め
い
め
い
に
麪パ

ン麭
を
一
切
れ

渡
し
、
焚た

き
火び

を
燃
や
し
て
や
り
、
あ
と
は
神
様
に
お
任
せ
し
て
、
い
な
く

な
る
の
さ
」。

　
「
お
お
、
神
様
。
ど
う
し
て
こ
の
わ
し
が
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
よ
う
、
わ
し

の
実
の
子
た
ち
に
よ
。
え
、
お
っ
か
あ
」
と
木
樵
は
お
ろ
お
ろ
言
っ
た
。「
そ

い
じ
ゃ
い
い
さ
、
今
の
ま
ま
で
い
る
こ
っ
た
」
と
妻
は
か
っ
と
な
っ
て
口
走
っ
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た
。「
そ
い
で
あ
ん
た
、
あ
た
し
ら
四
人
皆
に
お
棺
を
拵こ

し
ら

え
て
、
子
ど
も
た
ち
が
飢
え
死
に
す
る
の
を
見
る
が
い
い
の
さ
」。

　

二
人
の
子
ど
も
は
お
腹
が
減
っ
て
堪た

ま

ら
ず
、［
乾
い
た
］
苔
で
拵こ

し
ら

え
た
小
さ
な
寝
床
の
中
で
ま
だ
目
を
覚
ま
し
て
い
た
の
で
、
母
親

と
父
親
の
相
談
に
一
緒
に
聴
き
耳
を
立
て
て
い
た
。
そ
こ
で
ち
っ
ち
ゃ
い
妹（

（45
（

は
し
く
し
く
泣
き
始
め
た
が
、
ヘ
ン
ゼ
ル
は
妹
を
慰
め
て

こ
う
言
っ
た
。「
泣
く
ん
じ
ゃ
な
い
よ
、
グ
レ
ー
テ
ル
、
お
い
ら
が
き
っ
と
な
ん
と
か
し
て
み
せ
る
」。
そ
う
し
て
親
た
ち
が
寝
て
し
ま

う
ま
で
待
ち
、
こ
っ
そ
り
小
屋
か
ら
出
て
、
月
明
か
り
で
幾
つ
も
幾
つ
も
白
い
小
石
を
探
し
集
め
、
そ
れ
を
大
丈
夫
な
と
こ
ろ
に
隠
す

と
、
ま
た
そ
お
っ
と
部
屋
に
戻
っ
て
来
た
。
そ
れ
か
ら
ヘ
ン
ゼ
ル
と
ち
っ
ち
ゃ
い
妹
は
間
も
な
く
す
や
す
や
眠
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

さ
て
朝
に
な
る
と
、
両ふ

た
お
や親

が
相
談
し
て
お
い
た
通
り
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
母
親
は
子
ど
も
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
麪パ

ン麭
を
一
切
れ
ず
つ

渡
し
て
、
こ
う
言
っ
た
。「
こ
れ
で
今
日
の
分
全
部
だ
か
ら
ね
。
倹
約
す
る
ん
だ
よ
」。
グ
レ
ー
テ
ル
は
貰も

ら

っ
た
麪パ

ン麭
を
抱
え
、
ヘ
ン
ゼ

ル
は
拾
っ
て
お
い
た
小
石
を
目
に
付
か
な
い
よ
う
に
持
ち
、
父
親
は
木
を
伐き

る
斧
を
小
脇
に
し
、
母
親
は
家
を
閉
め
る
と
、
水
の
入
っ

た
壺
を
手
に
し
て
そ
の
後
に
続
い
た
。
ヘ
ン
ゼ
ル
は
母
親
の
背
中
に
回
っ
た
の
で
、
道
道
殿

し
ん
が
りを

務
め
た
。
そ
し
て
何
度
も
何
度
も
小
屋

の
方
を
振
り
返
り
、
小
屋
が
見
え
な
く
な
る
と
す
ぐ
小
石
を
一
つ
落
と
し
、
何
歩
か
歩
く
と
ま
た
一
つ
落
と
し
、
そ
う
や
っ
て
ず
っ
と

続
け
た
。

　

一
同
が
深
い
森
の
真
ん
中
に
着
く
と
、
父
親
は
焚
き
火
を
起
こ
し
た
。
子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
に
く
べ
る
の
に
柴し

ば

を
た
く
さ
ん
運
ん
で

来
た
。
す
る
と
母
親
が
こ
う
言
っ
た
。「
お
ま
え
た
ち
、
大お

お
か
た方

く
た
び
れ
た
ろ
。
こ
れ
か
ら
火
の
傍
で
横
に
な
っ
て
、
眠
る
と
い
い
。

そ
の
間
あ
た
し
た
ち
は
木
を
伐
り
倒
し
て
い
る
。
後
で
戻
っ
て
来
て
、
お
ま
え
た
ち
を
連
れ
て
帰
る
か
ら
ね
」。

　

子
ど
も
た
ち
が
少
し
ば
か
り
と
ろ
と
ろ
し
て
目
を
覚
ま
す
と
、
お
日
様
が
高
く
昇
っ
て
真
昼
に
な
っ
て
お
り
、
焚
き
火
は
燃
え
尽
き

て
い
た
。
そ
し
て
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
は
お
腹
が
減
っ
た
の
で
、
あ
て
が
わ
れ
た
麪パ

ン麭
切
れ
を
食
べ
尽
く
し
た
。
両ふ

た
お
や親

は
戻
っ
て

来
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
子
ど
も
た
ち
は
ま
た
寝
入
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
起
き
る
と
辺
り
は
暗
く
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
相
変
わ
ら
ず
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二
人
だ
け
だ
っ
た
。
グ
レ
ー
テ
ル
は
し
く
し
く
泣
き
始
め
、
恐
が
り
だ
し
た
。
で
も
ヘ
ン
ゼ
ル
は
妹
を
慰
め
て
、
こ
う
言
っ
た
。「
怖

が
る
こ
と
は
な
い
よ
、
妹
。
神
様
が
お
い
ら
た
ち
の
傍
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
も
の
。
そ
れ
に
も
う
す
ぐ
月
が
上
が
る
。
そ
し
た
ら
お
う
ち

に
帰
ろ
う
」。

　

そ
れ
か
ら
本
当
に
間
も
な
く
な
ん
と
も
綺
麗
な
月
が
昇
り
、
家
路
を
辿た

ど

る
子
ど
も
た
ち
を
照
ら
し
て
く
れ
、
銀
の
よ
う
に
白
い
砂
利

を
き
ら
き
ら
輝
か
せ
た
。
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
は
手
を
繋
い
だ
。
そ
し
て
こ
う
し
て
一
緒
に
歩
き
続
け
、
怖
く
も
な
け
れ
ば
、
危

な
い
こ
と
に
も
遭あ

わ
ず
、
白し

ら
じ
ら白

明あ

け
に
は
父
親
の
家
の
屋
根
を
茂
み
の
彼
方
に
ほ
の
か
に
眺
め
、
森
の
小
屋
に
着
く
と
、
扉
を
ほ
と
ほ

と
叩
い
た
。
扉
を
開
い
た
母
親
は
子
ど
も
た
ち
を
見
て
と
て
も
驚
き
、
叱
ろ
う
か
喜
ぼ
う
か
、
と
ま
ど
っ
た
が
、
父
親
の
方
は
嬉
し

が
っ
た
。
こ
う
し
て
二
人
の
子
ど
も
た
ち
は
、
よ
く
帰
っ
て
来
た
、
と
小
屋
に
入
れ
て
貰
っ
た
。

　

で
も
ろ
く
す
っ
ぽ
経
た
な
い
う
ち
に
、
心
配
事
が
ま
た
改
め
て
切
羽
詰
ま
っ
て
来
、
子
ど
も
た
ち
を
森
に
連
れ
て
行
っ
て
、
そ
こ
に

置
き
去
り
に
し
、
天
の
配
剤
に
お
任
せ
し
よ
う
、
と
い
う
あ
の
相
談
と
取
り
決
め
が
繰
り
返
さ
れ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
ま
た
し
て
も
こ

の
悲
し
い
相
談
を
隣
の
部
屋
で
胸
を
痛
め
て
聴
き
、
小
さ
な
ヘ
ン
ゼ
ル
は
寝
床
か
ら
起
き
上
が
り
、
今
度
も
ぴ
か
ぴ
か
光
る
小
石
を
探

そ
う
と
し
た
。
で
も
森
の
小
屋
の
扉
に
は
固
く
鍵
が
掛
か
っ
て
い
た
。
母
親
が
気
づ
い
て
い
て
、
扉
を
閉
め
て
し
ま
っ
た
の
で
。
で
も

ヘ
ン
ゼ
ル
は
し
く
し
く
泣
い
て
い
る
グ
レ
ー
テ
ル
を
再
び
慰
め
て
言
っ
た
。「
泣
く
ん
じ
ゃ
な
い
よ
、
グ
レ
ー
テ
ル
ち
ゃ
ん
、
神
様
は

道
と
い
う
道
を
全
部
ご
存
じ
だ
も
の
、
き
っ
と
正
し
い
道
を
教
え
て
く
だ
さ
る
さ
」。

　

森
に
行
く
の
に
皆
翌
朝
早
く
起
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
子
ど
も
た
ち
は
今
度
も
麪パ

ン麭
を
渡
さ
れ
た
が
、
前
の
よ
り
ず
っ
と
ち

い
ち
ゃ
か
っ
た
。
道
は
ず
っ
と
森
の
奥
深
く
ま
で
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
ヘ
ン
ス
ラ
イ
ン
は
隠ポ

ケ
ッ
トし

の
中
で
麪パ

ン麭
を
こ
っ
そ
り
細
か
く
砕

き
、
前
の
小
石
の
代
わ
り
に
そ
の
麪パ

ン麭
屑
を
道
道
撒ま

い
た
。
こ
れ
を
頼
り
に
妹
と
一
緒
に
ち
ゃ
ん
と
う
ち
に
帰
れ
る
、
と
思
っ
て
。
さ

て
、
そ
れ
か
ら
起
こ
っ
た
こ
と
は
何
も
か
も
こ
の
前
と
同
じ
だ
っ
た
。
大
き
な
焚
き
火
が
作
ら
れ
、
子
ど
も
た
ち
は
ま
た
ま
た
眠
ら
な
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け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
目
を
覚
ま
す
と
二
人
っ
き
り
し
か

お
ら
ず
、
両ふ

た
お
や親

は
決
し
て
戻
っ
て
来
な
か
っ
た
。
お
昼
に
な
る
と
、

グ
レ
ー
テ
ル
は
自
分
の
分
の
麪パ

ン麭
切
れ
を
ヘ
ン
ゼ
ル
と
分
け
っ
こ
し

た
。
な
に
し
ろ
ヘ
ン
ゼ
ル
が
貰
っ
た
の
は
す
っ
か
り
麪パ

ン麭
屑
に
な
っ

て
途
中
に
散
ら
ば
っ
て
い
た
か
ら
ね
。
そ
れ
か
ら
二
人
は
ま
た
ま
た

寝
入
っ
た
け
れ
ど
、
夕
暮
れ
に
目
を
覚
ま
す
と
、
見
捨
て
ら
れ
て
寂

し
か
っ
た
。
グ
レ
ー
テ
ル
は
し
く
し
く
泣
い
た
が
、
ヘ
ン
ゼ
ル
は
安

心
し
き
っ
て
、
麪パ

ン麭
屑
で
道
を
見
つ
け
ら
れ
る
、
と
思
っ
て
い
た
。

月
が
昇
る
ま
で
待
ち
、
そ
れ
か
ら
グ
レ
ー
テ
ル
の
手
を
取
っ
て
、
こ

う
言
っ
た
。「
さ
あ
、
妹
、
お
い
ら
た
ち
、
お
う
ち
に
帰
ろ
う
や
」
っ
て
ね
。

　

で
も
ヘ
ン
ゼ
ル
が
麪パ

ン麭
の
か
け
ら
を
探
し
て
も
、
も
う
一
つ
も
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
だ
っ
て
、
森
の
小
鳥
た
ち
が
あ
り
っ
た
け

ね
、
あ
り
っ
た
け
啄つ

い
ば

ん
で
、
美お

い味
し
く
食
べ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
も
の
。
そ
こ
で
子
ど
も
た
ち
は
一
晩
中
森
中
を
彷さ

ま
よ徨

い
歩
き
、
間
も
な
く

道
か
ら
外
れ
て
し
ま
い
、
迷
い
に
迷
っ
て
、
と
て
も
悲
し
い
思
い
だ
っ
た
。
と
う
と
う
柔
ら
か
い
苔
の
上
で
眠
っ
た
が
、
朝
白
白
明
け

に
目
を
覚
ま
す
と
お
腹
が
空
い
て
堪
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
も
う
こ
れ
っ
ぱ
か
し
の
麪パ

ン麭
も
な
か
っ
た
か
ら
。
そ
こ
で
喉の

ど

の
渇
き
と
空
腹
は
た
だ
た
だ
そ
こ
こ
こ
に
あ
る
綺
麗
な
森
の
草く

さ

木き

の
実（

（46
（

で
鎮
め
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
こ
う
や
っ
て
二
人
が
ま
る
っ
き
り

見
当
も
つ
か
ず
に
森
の
中
を
ふ
ら
ふ
ら
迷
っ
て
い
る
と
、
な
ん
と
ね
、
一
羽
の
雪
の
よ
う
に
真
っ
白
な
小
鳥
が
飛
ん
で
来
て
、
ず
う
っ

と
子
ど
も
た
ち
の
前
を
飛
ぶ
の
だ
っ
た
。
ま
る
で
道
案
内
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
み
た
い
に
。
そ
こ
で
子
ど
も
た
ち
は
喜
ん
で
小
鳥
の

後
に
随つ

い
て
行
っ
た
。
突
然
ち
い
ち
ゃ
な
小
屋
が
見
え
、
小
鳥
は
そ
の
小
屋
の
屋
根
に
舞
い
降
り
、
そ
れ
を
啄
ん
だ
ん
だ
よ
。
子
ど
も
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た
ち
が
す
ぐ
近
く
ま
で
行
く
と
、
い
や
も
う
嬉
し
が
っ
た
り
不
思
議
が
っ
た
り
。
だ
っ
て
ね
、
そ
の
小
屋
は
麪パ

ン麭
で
で
き
て
い
て
、
壁

と
屋
根
に
は
卵パ

ン
ケ
ー
キ

菓
子
が（

（47
（

貼
り
付
け
て
あ
り
、
窓
は
透
き
通
っ
た
氷
砂
糖
の
板
だ
っ
た
。
こ
れ
は
子
ど
も
た
ち
に
は
け
っ
こ
う
な
こ
と
。

小
屋
の
屋
根
と
そ
れ
か
ら
窓
硝ガ

ラ
ス子

を
一
枚
壊
し
て
ぱ
く
ぱ
く
食
べ
た
。
す
る
と
突
然
家
の
中
か
ら
声
が
聞
こ
え
た
。
そ
の
声
は
こ
う
叫

ん
だ
。

「
ぽ
り
ぽ
り
、
ぽ
り
ぽ
り
、
囓か

じ

っ
て
る
。

あ
た
し
の
う
ち
を
ぽ
り
ぽ
り
や
る
の
は
だ
れ
だ
い
」。

　

子
ど
も
た
ち
は
そ
れ
に
こ
う
答
え
た
。

「
風
だ
よ
、
風
だ
よ
、　　

空
の
子
さ
」。

　

そ
う
し
て
ど
ん
ど
ん
食
べ
続
け
た
。
だ
っ
て
さ
、
お
腹
が
空
い
て
空

い
て
堪
ら
な
か
っ
た
し
、
と
っ
て
も
美
味
し
か
っ
た
か
ら
ね
。

　

す
る
と
小
屋
の
扉
が
開
い
て
、
石
み
た
い
に
［
お
っ
そ
ろ
し
く
］
年

を
取
っ
た
、
背
中
の
く
ぐ
ま
っ
た
、
目
の
落
ち
窪
ん
だ
婆
様
で
、
随
分

と
み
っ
と
も
な
い
の
が
中
か
ら
出
て
来
た
。
顔
も
額
も
皺し

わ

だ
ら
け
、
大
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き
な
、
大
き
な
鼻
が
顔
の
真
ん
中
に
あ
る
。
そ
れ
か
ら
草
の
緑
の
目
を
し
て
い
た
。
子
ど
も
た
ち
は
少
な
か
ら
ず
び
っ
く
り
し
た
が
、

老
婆
は
と
て
も
愛
想
の
良
い
し
ぐ
さ
で
、
こ
う
言
っ
た
。「
お
や
ま
あ
、
愛い

と

し
い
子
た
ち
や
、
さ
あ
、
こ
の
か
わ
い
い
お
う
ち
に
お
入

り
な
、
さ
あ
さ
、
お
入
り
。
中
に
ゃ
あ
ず
っ
と
ず
っ
と
美
味
し
い
お
菓
子
が
あ
る
よ
」。

　

子
ど
も
た
ち
が
喜
び
勇
ん
で
老
婆
に
く
っ
つ
い
て
中
に
入
る
と
、
食
卓
に
食
べ
物
・
飲
み
物
を
並
べ
て
く
れ
た
の
で
、
な
ん
と
も
素

晴
ら
し
か
っ
た
。
き
み
な
ん
か
の
欲
し
い
も
の
が
何
で
も
あ
っ
た
ん
だ
よ
。
甘ビ

ス
ク
ヴ
ィ
ー
ト

焼
き
菓
子
、

（
（48
（

扁マ

ル

ツ

ィ

パ

ー

ン

桃
砂
糖
菓
子
、（

（49
（

お
砂
糖
と
乳ミ

ル
ク

、
林り

ん

檎ご

と

胡く
る
み桃

、
そ
れ
か
ら
す
て
き
な
味
の
お
菓
子
の
数
数
が
。
子
ど
も
た
ち
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
食
べ
続
け
て
ご
満
悦
で
い
る
間
に
、
婆
様
は

上
等
の
羽
根
布
団
と
百ゆ

り合
の
よ
う
に
真
っ
白
な
敷シ

ー
ツ布

で
小
さ
い
寝
床
を
二
つ
拵こ

し
ら

え
、
子
ど
も
た
ち
を
中
に
入
れ
て
休
ま
せ
た
。
二
人
は

天
国
に
い
る
よ
う
な
思
い
で
、
信
心
深
く
夕
べ
の
祈
り
を
捧
げ
、
す
ぐ
さ
ま
す
や
す
や
寝
入
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

で
も
こ
の
婆
様
に
は
ご
く
け
し
か
ら
ん
わ
け
が
あ
っ
た
の
さ
。
こ
れ
は
邪

よ
こ
し
まで

い
や
ら
し
い
、
子
ど
も
た
ち
を
喰
ら
う
魔
女（

（50
（

だ
っ
た
の

だ
。
麪パ

ン麭
と
お
菓
子
の
か
わ
い
い
お
う
ち
を
使
っ
て
誘お

び

き
寄
せ
、
ま
ず
食
べ
物
を
あ
て
が
っ
て
太
ら
せ
て
か
ら
食
べ
ち
ゃ
う
ね
。

　

ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
の
こ
と
だ
っ
て
婆
様
は
そ
の
つ
も
り
で
い
た
わ
け
。
婆
様
は
朝
早
く
に
ま
だ
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
る
子
ど

も
た
ち
の
寝
床
の
前
に
立
つ
と
、
獲
物
を
眺
め
て
ほ
く
ほ
く
喜
び
、
ヘ
ン
ゼ
ル
を
寝
床
か
ら
引
き
ず
り
出
す
と
、
幅
の
狭
い
格
子
が
嵌は

ま
っ
た
鵞が

鳥ち
ょ
う小

屋
に
担
い
で
行
き
、
悲
鳴
を
挙
げ
な
い
よ
う
に
口
に
物
を
詰
め
た
。
そ
れ
が
済
む
と
か
わ
い
そ
う
な
グ
レ
ー
テ
ル
を
叩

き
起
こ
し
、
し
ゃ
が
れ
声
で
こ
う
怒
鳴
り
つ
け
た
。「
起
き
な
、
こ
の
ぐ
う
た
ら
あ
ま
っ
ち
ょ
。
お
ま
え
の
兄
弟
は
鳥
小
屋
に
入
れ
ら

れ
て
ら
。
わ
し
ら
は
あ
れ
の
た
め
に
上
等
の
食
い
物
を
料
理
し
な
く
っ
ち
ゃ
な
ら
ね
え
だ
。
あ
れ
が
太
っ
て
、
わ
し
の
喰く

う
上
等
の
炙や

き
肉
に
な
る
よ
う
に
な
あ
」。

　

グ
レ
ー
テ
ル
は
死
ぬ
ほ
ど
び
っ
く
り
仰
天
し
、
し
く
し
く
泣
い
た
り
、
叫
ん
だ
り
し
た
が
、
何
の
役
に
も
立
た
ず
、
言
わ
れ
た
通
り

起
き
て
、
食
事
を
作
る
手
伝
い
を
し
て
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
そ
れ
を
自
分
で
鳥
小
屋
ま
で
運
ん
で
、
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
お
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兄
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
泣
く
の
は
許
さ
れ
た
。
こ
の
子
自
体
は
と
い
う
と
婆
様
か
ら
ひ
ど
く
な
い
が
し
ろ
な
あ
し
ら
い
を
受
け
た
。
こ
ん

な
風
に
し
て
し
ば
ら
く
時
が
経
っ
た
。
そ
の
間
婆
様
は
し
げ
し
げ
鳥
小
屋
に
出
掛
け
ち
ゃ
あ
、
ヘ
ン
ゼ
ル
に
、
指
を
一
本
格
子
の
隙
間

か
ら
外
に
出
す
よ
う
言
い
付
け
た
。
太
っ
た
か
ど
う
か
、
触
っ
て
み
て
調
べ
よ
う
っ
て
わ
け（

（5（
（

。
で
も
ヘ
ン
ゼ
ル
は
い
つ
も
細
い
小
骨
を

突
き
出
し
た
。
だ
も
ん
で
婆
様
は
、
男
の
子
が
上
等
の
食
べ
物
を
貰
っ
て
い
る
の
に
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
痩
せ
っ
ぽ
ち
の
ま
ま
な
の
が

訝い
ぶ
かし

く
っ
て
な
ら
な
か
っ
た
。
と
ど
の
つ
ま
り
こ
れ
に
う
ん
ざ
り
し
て
、
グ
レ
ー
テ
ル
に
「
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
あ
の
子
は
炙
き
肉
に
さ

れ
る
ん
だ
よ
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
小
屋
の
隣
に
立
っ
て
い
る
麪パ

ン麭
焼
き
竈が

ま

に（
（52
（

盛
大
に
火
を
焚
き
、
そ
れ
か
ら
麪パ

ン麭
を
中
に
入
れ
た
。

こ
う
や
っ
て
焼
き
立
て
ぱ
り
ぱ
り
の
麪パ

ン麭
を
炙
き
肉
に
添
え
よ
う
、
と
思
っ
て
ね
。
グ
レ
ー
テ
ル
は
ど
う
考
え
て
も
う
ま
い
思
案
が
浮

か
ば
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
と
う
と
う
婆
様
魔
女
は
グ
レ
ー
テ
ル
に
、
竈か

ま

の
麪パ

ン麭
を
出
し
入
れ
す
る
長
柄
の
木き

篦べ
ら

に
乗
っ
か
っ
て
、

麪パ

ン麭
焼
き
竈
の
中
を
覗の

ぞ

け
、
と
言
い
付
け
ら
れ
た
。
婆
様
は
、
グ
レ
ー
テ
ル
が
麪パ

ン麭
が
こ
ん
が
り
焼
け
た
か
ど
う
か
見
届
け
ら
れ
る
よ

う
に
、
ち
っ
と
ば
か
し
竈
の
中
に
入
れ
る
だ
け
だ
よ
、
と
言
っ
た
ん
だ
が
、
実
は
こ
の
哀
れ
な
小
娘
を
早
い
と
こ
ろ
ま
ず
蒸ロ

ー

ス

ト

し
焼
き
に

し
ち
ま
え
、
と
思
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

で
も
そ
の
時
あ
の
雪
の
よ
う
に
真
っ
白
な
小
鳥
が
飛
ん
で
来
て
、「
用
心
、
用
心
、
気
を
つ
け
て
」
と
歌
っ
た
。
そ
こ
で
老
婆
の
悪

巧
み
を
見
透
か
す
こ
と
が
で
き
た
グ
レ
ー
テ
ル
は
こ
う
言
っ
た
。「
あ
た
し
が
ど
う
や
ん
な
き
ゃ
な
ら
な
い
か
、
先
に
お
手
本
を
見
せ

て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
あ
た
し
や
り
ま
す
」。
老
婆
は
す
ぐ
さ
ま
木
篦
に
乗
っ
た
。
そ
こ
で
グ
レ
ー
テ
ル
は
長
柄
を
摑
ん
で
ぐ
い

と
押
し
、
長
柄
の
長
さ
の
限
り
竈
の
奥
に
押
し
込
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
が
ち
ゃ
あ
ん
、
竈
の
鉄
の
小
扉
を
閉
め
、
閂

か
ん
ぬ
きを

差
し
た
。
竈
は
ま

だ
途
方
も
な
く
熱
か
っ
た
か
ら
、
婆
様
魔
女
は
中
で
こ
ん
が
り
焼
き
上
が
り
、
数
数
の
悪
業
の
報
い
と
し
て
酷む

ご

た
ら
し
い
死
に
方
を
し

た
。
グ
レ
ー
テ
ル
は
と
い
う
と
ヘ
ン
ゼ
ル
の
と
こ
ろ
に
走
っ
て
行
き
、
鵞
鳥
小
屋
か
ら
解
放
し
た
の
で
、
お
兄
ち
ゃ
ん
は
外
へ
出
る

と
、
嬉
し
く
っ
て
堪た

ま

ら
ず
信ま

こ
と実

の
あ
る
小
さ
い
妹
の
頸く

び

っ
玉
に
か
じ
り
つ
い
た
。
二
人
は
接く

ち
づ
け吻

し
あ
い
、
嬉
し
泣
き
を
し
、
神
様
に
感
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謝
し
た
。

　

す
る
と
ま
た
あ
の
白
い
小
鳥
が
現
れ
た
。
森
の
他
の
小
鳥
た
ち
も
た
く
さ
ん
、
た
く
さ
ん
や
っ
て
来
た
。
そ
し
て
小
屋
の
お
菓
子
で

で
き
た
屋
根
に
舞
い
降
り
、
そ
こ
に
あ
っ
た
巣
か
ら
小
鳥
た
ち
が
め
い
め
い
色
と
り
ど
り
の
石
を
一
つ
と
か
真
珠
を
一
つ
と
か
取
り
出

し
、
子
ど
も
た
ち
の
許も

と

に
持
っ
て
来
て
く
れ
た
。
グ
レ
ー
テ
ル
が
前エ

プ
ロ
ン

掛
け
を
拡
げ
て
、
そ
の
た
く
さ
ん
の
石
を
受
け
止
め
た
。
雪
の
よ

う
に
真
っ
白
な
小
鳥
は
こ
う
歌
っ
た
。

「
こ
れ
ら
の
真
珠
と
宝
石
は
、

皆
麪パ

ン麭
屑
の
お
礼
な
の
」

　

そ
こ
で
子
ど
も
た
ち
は
、
小
鳥
た
ち
が
ヘ
ン
ゼ
ル
が
道
に
麪パ

ン麭
屑
を
撒
い
た
の
を
あ

り
が
た
が
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
。
さ
て
、
例
の
白
い
小
鳥
は
ま

た
ま
た
二
人
の
前
を
飛
ん
で
行
っ
た
。
森
か
ら
出
る
道
を
教
え
よ
う
と
ね
。
間
も
な
く

子
ど
も
た
ち
は
大
き
な
川
に
行
き
当
た
り
、
そ
れ
以
上
先
へ
進
め
も
せ
ず
、
川
を
渡
る

こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
で
も
突
然
一
羽
の
大
き
く
綺
麗
な
白
鳥
が
泳
い
で
来
た
。

で
、
子
ど
も
た
ち
は
白
鳥
に
向
か
っ
て
「
あ
あ
、
綺
麗
な
白
鳥
さ
ん
、
二
人
の
小
舟
に

な
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
な
」
と
呼
び
掛
け
た
。
す
る
と
白
鳥
は
頭
を
下
げ
、
岸
辺
に
泳
ぎ

寄
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
を
次
次
に
向
こ
う
岸
に
渡
し
て
く
れ
た
。
白
い
小
鳥
は
も
う
ぱ

さ
ぱ
さ
と
先
回
り
し
て
い
て
、
そ
れ
か
ら
は
ず
う
っ
と
子
ど
も
た
ち
の
前
を
舞
っ
て
行
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き
、
と
う
と
う
二
人
は
森
か
ら
抜
け
出
し
て
、
両ふ

た
お
や親

の
小
さ
な
家
の
傍
に
帰
り
着
い
た
。

　

年
を
取
っ
た
木
樵
と
そ
の
妻
は
狭
苦
し
い
小
部
屋
に
し
ょ
ん
ぼ
り
ひ
っ
そ
り
坐
り
込
み
、
子
ど
も
た
ち
の
こ
と
を
考
え
て
ひ
ど
く
心

を
痛
め
、
子
ど
も
た
ち
を
捨
て
た
こ
と
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
後
悔
し
、
ほ
う
っ
と
溜
息
を
つ
い
て
は
こ
う
言
っ
た
も
の
。「
あ
の
ヘ

ン
ゼ
ル
と
あ
の
グ
レ
ー
テ
ル
が
も
う
一
度
、
た
だ
の
一
度
で
も
い
い
か
ら
、
帰
っ
て
来
て
く
れ
れ
ば
ね
え
。
そ
し
た
ら
も
う
も
う
決
し

て
森
に
置
き
去
り
に
な
ん
か
し
な
い
に
さ
」
と
ね
。

─
す
る
と
丁
度
そ
の
時
、
叩
く
音
も
聞
こ
え
な
か
っ
た
の
に
扉
が
開
い
て
、
ヘ

ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
が
本
当
に
部
屋
に
入
っ
て
来
た
ん
だ
。
な
ん
と
も
か
と
も
嬉
し
い
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
上
、
子
ど
も
た
ち
が

持
っ
て
帰
っ
た
大
層
も
な
い
値
打
ち
の
真
珠
や
宝
石
が
お
目
見
え
す
る
と
、
家
の
中
じ
ゅ
う
ど
こ
も
か
し
こ
も
喜
び
だ
ら
け
に
な
り
、

辛
労
辛
苦
は
も
う
そ
れ
っ
き
り
お
し
ま
い
に
な
っ
た
。

解
題

　

出
典
に
関
す
る
メ
モ
。
口
承
。
グ
リ
ム
に
も
。
F
r
・
フ
ォ
ン
・
ポ
ッ
ツ
ィFr. v. Pocci

に
よ
り
再
話
さ
れ
、
挿
絵
を
付
け
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
も
の
が

独
自
に
グ
ー
ビ
ッ
ツGubitz

に
よ
り
「
民
衆
暦
」V

olkskalender

一
八
四
四
年
そ
の
他
で
語
ら
れ
て
い
る
。

　

ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
が
K
H
M
一
五
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」H

änsel und Gretel

を
手
本
と
し
て
利
用
し
た
こ
と
は
あ
り
得
る
。
た
だ
し
、
ほ
と
ん

ど
同
一
内
容
だ
が
、
母
親
が
実
母
で
あ
る
こ
と
、
子
ど
も
た
ち
を
棄
て
た
こ
と
を
父
親
と
と
も
に
後
悔
し
て
嘆
い
て
い
る
こ
と
、
こ
の
二
点
が
大
き
な
違
い
で

あ
る
。
K
H
M
一
五
で
も
初
版
か
ら
第
三
版
ま
で
は
実
母
だ
っ
た
が
、
第
四
版
か
ら
「
継
母
」die Stiefm

utter

と
い
う
語
が
挿
入
さ
れ
た
（
そ
し
て
こ
の
継

母
は
子
ど
も
た
ち
の
帰
還
に
先
ん
じ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）。
こ
れ
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
リ
ム
の
編
集
方
針
に
よ
る
変
改
で
あ
る
。

K
H
M
で
は
（
前
述
の
ご
と
く
の
ち
の
版
で
は
だ
が
）
主
人
公
に
対
し
て
否
定
的
行
動
＝
悪
を
な
す
の
は
（
例
の
魔
女
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
他
に
は
）
一
貫
し

て
継
母
で
あ
る
。
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
う
し
た
編
集
は
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
嬰
児
の
時
彼
を
金
目
当
て
で
引
き
取
っ
た
里
親
の
許
で
味
わ
っ
た
そ
の
悲
惨

な
境
遇
が
十
歳
で
劇
的
に
好
転
、
母
の
実
兄
で
あ
る
伯
父
と
そ
の
妻
に
迎
え
ら
れ
、
こ
の
養
父
母
の
許
で
暖
か
い
家
庭
生
活
を
味
わ
っ
た
こ
と
と
決
し
て
無
関

係
で
は
あ
る
ま
い
。

　

パ
ン
を
出
し
入
れ
す
る
長
柄
の
木
篦
に
乗
っ
た
魔
女
が
パ
ン
焼
き
竈
に
押
し
込
ま
れ
る
モ
テ
ィ
ー
フ
（
A
T
一
一
二
一
「
人
喰
い
鬼
の
妻
が
人
喰
い
鬼
自
身
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の
竈
の
中
で
焼
け
死
ぬ
」O

gre

’s W
ife Burned in his ow

n O
ven.

）
は
D
M
B
の
み
に
あ
っ
て
、
K
H
M
に
は
な
い
。

　

ポ
ッ
ツ
ィ
男
爵
フ
ラ
ン
ツFranz Graf von Pocci 

と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
一
八
三
八
年
に
出
版
さ
れ
た
彼
の
初
め
て
の
昔
話
絵
本
『
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー

テ
ル
』
の
こ
と
。
グ
ー
ビ
ッ
ツ
、
す
な
わ
ち
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
ー
ビ
ッ
ツ
（
一
七
八
六
―
一
八
七
〇
）Friedrich W

ilhelm
 Gubitz

は

人
気
の
あ
っ
た
文
人
に
し
て
版
画
家
。
一
八
三
五
―
六
九
年
『
ド
イ
ツ
民
衆
暦
』D

eutscher V
olkskalender

を
出
版
、
一
八
四
四
年
の
版
で
「
森
の
中
の
子

ど
も
た
ち
」D

ie K
inder im

 W
alde

を
披
露
し
た
。
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
彼
の
出
版
物
に
敬
意
を
払
っ
て
い
る
。

　

K
H
M
一
五
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」H

änsel und Gretel

に
相
当
。

　

A
T
三
二
七
「
子
ど
も
た
ち
と
人
喰
い
鬼
」T

he Children and the O
gre. 

＋
A
T
三
二
七
A
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」H

ansel and Gretel.

　

原
題H

änsel und G
rretel.
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九　

赤ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン

帽
子
ち
ゃ
ん

　

昔
む
か
し
の
こ
と
、
い
や
も
う
愛
く
る
し
い
こ
と
こ
の
上
も
な
い
、
か
わ
い
い
女
の
子
が
い
た
ん
だ
よ
。
お
母
さ
ん
と
お
祖ば

あ母
ち
ゃ

ま
は
ご
く
気
立
て
の
良
い
ひ
と
た
ち
で
、
こ
の
ち
い
ち
ゃ
い
子
を
と
て
も
い
と
お
し
が
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
お
祖
母
ち
ゃ
ま
と
き
た

日
に
は
、
こ
の
子
を
ど
う
か
わ
い
が
っ
た
ら
い
い
か
と
ん
と
分
か
ら
な
い
と
い
う
し
ま
つ
で
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
あ
れ
や
こ
れ
や
の
贈
り

物
を
し
て
い
た
け
れ
ど
、
一
度
赤
い
天ビ

ロ
ー
ド

鵞
絨
で
拵こ

し
ら

え
た
す
て
き
な
小
さ
い
縁
無
し
帽（

（53
（

を
や
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
こ
の
子
に
飛

び
切
り
愛
ら
し
く
似
合
っ
た
。
こ
の
小
さ
な
娘
も
そ
れ
が
分
か
っ
て
い
た
の
で
、
他
の
は
も
う
被か

ぶ

ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
だ
れ

も
か
れ
も
こ
の
子
を
赤ロ

ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン

帽
子
ち
ゃ
ん
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
て
お
母
さ
ん
と
お
祖
母
ち
ゃ
ま
は
一
緒
に
同
じ
お
う
ち
に
住
ん
で
た

わ
け
じ
ゃ
な
く
、
お
互
い
半
時
間
ほ
ど
離
れ
て
い
た
。
そ
し
て
二
軒
の

家
の
間
に
は
森
が
一
つ
あ
っ
た
。
あ
る
朝
の
こ
と
、
お
母
さ
ん
が
ロ
ー

ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
に
言
っ
た
。「
好い

い
子
ね
え
、
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
、

お
祖
母
ち
ゃ
ま
が
ね
、
体
が
弱
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
ご
病
気
な
の
。
そ
れ

で
こ
っ
ち
へ
来
ら
れ
な
い
の
よ
。
お
母
さ
ん
、お
菓
子
を
焼
き
ま
し
た
。

こ
の
お
菓
子
と
葡ぶ

萄ど
う

酒し
ゅ

を
一ひ

と

壜び
ん

、
お
祖
母
ち
ゃ
ま
に
持
っ
て
行
っ
て
あ

げ
て
。
そ
し
て
、
お
母
さ
ん
が
、
く
れ
ぐ
れ
も
お
大
切
に
、
っ
て
言
っ

て
ま
す
、
っ
て
ね
。
そ
れ
か
ら
、
転
ば
な
い
よ
う
に
、
壜
を
割
っ
た
り

し
な
い
よ
う
に
、
よ
お
く
気
を
つ
け
る
ん
で
す
よ
。
さ
も
な
い
と
、
ご

病
気
の
お
祖
母
ち
ゃ
ま
に
何
も
あ
げ
ら
れ
な
い
で
し
ょ
。
森
の
中
で
は
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道
草
を
食
わ
な
い
で
、
途
中
は
き
ち
ん
と
し
て
ね
。
そ
れ
か
ら
あ
ん
ま
り
長
い
こ
と
お
外
に
い
な
い
の
よ
」。

　
「
何
も
か
も
言
わ
れ
た
通
り
に
し
ま
あ
す
、
お
母
さ
ん
」
と
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
は
お
返
辞
し
て
、
か
わ
い
い
前エ

プ
ロ
ン

掛
け
を
締
め
て
、

軽
い
籠
を
手
に
取
り
、
そ
れ
に
葡
萄
酒
の
壜
と
お
母
さ
ん
の
作
っ
た
お
菓
子
を
入
れ
て
貰も

ら

い
、
浮
き
浮
き
し
た
足
取
り
で
森
に
入
っ
て

行
っ
た
。
何
の
懸
念
も
な
く
と
っ
と
こ
歩
い
て
い
る
と
、
狼

お
お
か
みが

一
頭
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
来
た
ん
だ
。
無
邪
気
な
こ
の
子
は
ま
だ
狼
の

こ
と
な
ん
ぞ
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
一
向
怖
が
ら
な
か
っ
た
。
近
づ
く
と
狼
は
「
良
い
日
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
［
今
日
は
］、
ロ
ー
ト

ケ
プ
ヒ
ェ
ン
」
と
挨
拶
し
た
。

─
「
ご
挨
拶
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
存
じ
ま
す
、
灰
色
髯ひ

げ

の
お
方
」。

─
「
こ
ん
な
に
朝
早
く
っ

か
ら
、
ど
こ
へ
行
け
、
っ
て
言
わ
れ
た
の
。
か
わ
い
い
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
」
と
狼
が
訊き

い
た
。「
年
取
っ
た
お
祖
母
ち
ゃ
ま
の
と
こ

へ
で
す
。
具
合
が
良
く
な
い
の
」と
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
。「
そ
こ
へ
一
体
何
し
に
行
く
ん
だ
ね
。
ど
う
や
ら
何
か
持
っ
て
く
の
か
な
」。

─
「
あ
ら
、
も
ち
ろ
ん
で
す
わ
。
う
ち
で
お
菓
子
を
焼
い
た
の
よ
。
そ
れ
で
お
母
さ
ん
が
あ
た
し
に
葡
萄
酒
も
一
緒
に
持
た
せ
ま
し

た
。
お
婆
ち
ゃ
ま
に
飲
ん
で
貰も

ら

お
う
っ
て
。
そ
う
す
り
ゃ
ま
た
元
気
に
な
る
で
し
ょ
」。

　
「
わ
た
し
に
も
っ
と
教
え
て
お
く
れ
、
か
わ
い
い
、
愛い

と

し
の（

（54
（

ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
。
一
体
あ
ん
た
の
お
祖
母
ち
ゃ
ん
は
ど
こ
に
住
ん

で
る
ん
だ
ね
。
そ
の
家
の
傍
を
通
り
掛
か
っ
た
ら
、
一
度
は
表
敬
訪
問
を
し
た
い
も
ん
だ
」。

　
「
あ
ら
、
こ
こ
か
ら
全
然
遠
く
あ
り
ま
せ
ん
。
十
五
分
も
掛
か
ん
な
い
か
な
。
森
を
出
た
と
こ
の
す
ぐ
に
お
う
ち
が
あ
り
ま
す
。
あ

な
た
、
き
っ
と
そ
の
傍
、
通
り
過
ぎ
た
こ
と
あ
る
は
ず
よ
。
ア
イ
ヒ
ェ
の
樹（

（55
（

が
何
本
も
お
う
ち
の
後
ろ
に
立
っ
て
い
て
、
お
庭
の
垣
根

に
は
榛

は
し
ば
み

の
（
（56
（

実
が
生な

る
ん
で
す
」。
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
は
そ
う
ぺ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
お
し
ゃ
べ
り
を
し
た
。

　

う
わ
あ
、
な
ん
と
も
か
わ
い
い
、
涎よ

だ
れ

の
垂
れ
る
よ
う
な
榛
の
実
ち
ゃ
ん

─
邪

よ
こ
し
まで

腹
黒
い
狼
は
考
え
た
。
お
い
ら
、
お
ま
え
を
ぜ
ひ

と
も
割
っ
て
み
な
く
ち
ゃ
。
お
ま
え
の
中
身
は
甘
い
よ
な
あ
、
と
。

─
で
、
ま
だ
ち
ょ
い
と
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
と
一
緒
に
歩
き
た

い
、
と
い
っ
た
ふ
り
を
し
て
、
こ
う
言
っ
た
。「
ま
あ
見
て
ご
覧
よ
、
向
こ
う
の
あ
っ
ち
こ
っ
ち
に
ゃ
と
っ
て
も
綺
麗
な
花
が
咲
い
て
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る
。
ま
あ
聴
い
て
ご
覧
よ
、
鳥
た
ち
が
な
ん
と
も
す
て
き
な
声
で
歌
っ
て
る
。
そ
う
さ
、
森
の
中
っ
て
と
て
も
美
し
い
の
さ
。
と
て
も

美
し
い
の
さ
。
そ
れ
か
ら
ね
、
こ
の
森
に
ゃ
あ
良
い
草
が
生
え
て
る
ん
だ
よ
。
薬
草
が
ね
。
か
わ
い
い
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
や
」。

　
「
あ
な
た
っ
て
き
っ
と
お
医
者
様
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
ね
。
そ
う
で
し
ょ
、
灰
色
の
小お

じ父
様
」
と
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
が
訊
い
た
。

「
だ
っ
て
薬
草
の
こ
と
、
ご
存
じ
な
ん
だ
も
ん
。
あ
た
し
に
も
何
か
教
え
て
く
だ
さ
ら
な
い
、
病
気
の
お
祖
母
ち
ゃ
ま
に
効
く
の
を
」。

　
「
あ
ん
た
は
気
立
て
も
い
い
け
ど
、
頭
も
全
く
同お

ん
な

じ
に
い
い
子
な
ん
だ
ね
え
」
と
狼
が
褒
め
そ
や
し
た
。「
そ
う
さ
、
わ
た
し
は
お
医

者
み
た
い
な
も
ん
だ
よ
。
そ
ら
ね
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
薬
草
を
心
得
て
る
。
す
ぐ
こ
こ
に
一
つ
生
え
て
る
よ
、
狼
靱じ

ん

皮ぴ

が（
（57
（

ね
。
あ
そ
こ

の
日
陰
に
ゃ
狼
苺

い
ち
ご

が（
（58
（

実
っ
て
る
し
、
こ
っ
ち
の
日
当
た
り
の
い
い
斜
面
に
ゃ
狼
の
乳（

（59
（

の
花
が
咲
い
て
る
、
向
こ
う
の
あ
そ
こ
に
ゃ
狼
の

根
っ
こ（

（60
（

が
見
つ
か
る
よ
」。

　
「
薬
草
っ
て
皆

み
い
ん
な『

狼
』
っ
て
名
前
が
付
い
て
る
ん
で
す
か
」
と
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
が
訊
ね
た
。

　
「
極
上
の
に
は
ね
、
極
上
の
も
の
だ
け
に
さ
。
か
わ
い
い
、
優
し
い
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
」
と
狼
は
鼻
で
嗤わ

ら

っ
て
こ
う
言
っ
た
。

だ
っ
て
ね
、
狼
の
や
つ
が
名
前
を
挙
げ
た
の
は
全
部
毒
草
だ
っ
た
ん
で
な
。
で
も
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
は
無
邪
気
だ
か
ら
そ
れ
ら
の
草

を
薬
草
と
思
い
込
ん
で
、
お
祖
母
ち
ゃ
ま
の
と
こ
ろ
へ
摘
ん
で
持
っ
て
行
こ
う
と
し
た
。
す
る
と
狼
い
わ
く
。

　
「
じ
ゃ
あ
元
気
で
ね
、
気
立
て
の
い
い
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
、
あ
ん
た
と
お
近
づ
き
に
な
れ
て
嬉
し
か
っ
た
。
わ
た
し
は
急
い
で
お

る
ん
で
。
年
寄
り
で
、
体
の
弱
い
、
病
気
の
ご
婦
人
の
お
見
舞
い
を
せ
に
ゃ
な
ら
ん
の
だ
」。

　

こ
う
言
っ
て
狼
は
急
い
で
そ
こ
を
離
れ
、
拍
車
を
掛
け
ら
れ
た
よ
う
に
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
の
お
祖
母
ち
ゃ
ま
の
家
へ
向
か
っ
た
。

そ
の
間
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
は
綺
麗
な
森
の
花
花
を
摘
ん
で
花
束
に
し
、
薬
草
だ
と
思
い
込
ま
さ
れ
た
の
を
集
め
て
い
た
。

　

ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
の
お
祖
母
ち
ゃ
ま
の
小
さ
い
家
に
来
て
み
た
狼
は
、
鍵
が
掛
か
っ
て
い
る
の
に
気
づ
い
て
、
ど
ん
ど
ん
と
扉
を

叩
い
た
。
老
女
は
寝
台
か
ら
起
き
上
が
っ
て
、
だ
れ
が
来
た
の
か
覗
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、「
外
に
い
る
の
は
だ
あ
れ
」
と
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声
を
掛
け
た
。

　
「
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
よ
」
と
狼
は
声
色
を
使
っ
て
叫
ん
だ
。「
お
母
さ
ん
が
、
お
祖
母
ち
ゃ
ま
に
っ
て
、
葡
萄
酒
と
そ
れ
か
ら
お
菓

子
も
持
た
せ
た
の
。
お
う
ち
で
焼
い
た
の
よ
」。

　
「
戸
口
の
穴
か
ら
手
を
入
れ
て
下
を
探
っ
て
ご
覧
。
そ
こ
に
鍵
が
あ
る
よ
」
と
老
女
が
声
を
張
り
上
げ
た
。
狼
は
そ
の
通
り
に
し
て
、

扉
を
開
け
、
う
ち
の
な
か
に
入
り
、
小
部
屋
の
お
祖
母
ち
ゃ
ま
を
い
き
な
り
ぐ
い
と
一
呑
み
に
し
て

─
そ
の
着
物
を
着
込
む
と
、
寝

台
に
横
に
な
り
、
掛
け
布
団
を
引
っ
張
り
上
げ
、
寝
台
の
帳

カ
ー
テ
ンを

閉
め
た
。
し
ば

ら
く
し
て
や
っ
て
来
た
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
は
、
ど
こ
も
か
し
こ
も
開
け
っ
放ぱ

な

し
な
の
を
見
て
、
と
っ
て
も
び
っ
く
り
し
た
。
だ
っ
て
普
段
だ
と
お
祖
母
ち
ゃ

ま
は
錠
と
閂

か
ん
ぬ
きを

下
ろ
し
て
閉
じ
籠
も
っ
て
い
る
の
が
好
き
だ
っ
た
の
で
ね
。
そ

こ
で
幼
心
に
心
配
で
心
配
で
堪た

ま

ら
な
く
な
っ
た
。

　

ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
が
寝
台
の
傍
に
寄
る
と
、
年
取
っ
た
お
祖
母
ち
ゃ
ま
が

そ
こ
に
横
に
な
っ
て
い
て
、
大
き
な
寝シ

ュ
ラ
ー
フ
ハ
ウ
ベ

間
頭
巾
を（

（6（
（

被
っ
て
お
り
、
ろ
く
す
っ
ぽ

顔
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。
ほ
ん
の
少
し
見
え
た
の
は
な
ん
だ
か
お
っ
か
な
い
様

子
だ
っ
た
。「
あ
ら
、
お
祖
母
ち
ゃ
ま
。
な
ん
で
そ
ん
な
に
大
き
な
お
耳
を
し

て
る
の
」
と
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
が
叫
ん
だ
。

─
「
お
ま
え
の
声
が
よ
お
く

聞
こ
え
る
よ
う
に
さ
」
っ
て
の
が
返
辞
。

─
「
あ
ら
、
お
祖
母
ち
ゃ
ま
。
な

ん
で
そ
ん
な
に
大
き
な
お
目
目
を
し
て
る
の
」。

─
「
お
ま
え
の
顔
が
よ
お

く
見
え
る
よ
う
に
さ
」。

─
「
お
や
ま
あ
、
お
祖
母
ち
ゃ
ま
。
な
ん
て
大
き
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な
毛
む
く
じ
ゃ
ら
の
お
手
手
を
し
て
る
ん
で
し
ょ
」。

─
「
お
ま
え
を
よ
お
く
摑つ

か

ん
で
放
さ
な
い
で
お
け
る
よ
う
に
さ
」。

─
「
あ

ら
、お
祖
母
ち
ゃ
ま
。
な
ん
て
大
き
な
お
口
と
長
い
歯
を
し
て
る
ん
で
し
ょ
」。

─
「
お
ま
え
を
よ
お
く
喰く

っ
ち
ま
え
る
よ
う
に
さ
」。

そ
し
て
そ
う
言
う
な
り
、
残
忍
な
狼
が
丸
ご
と
寝
台
か
ら
わ
あ
っ
と
出
て
来
て
、
か
わ
い
そ
う
な
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
を
喰
っ
て
し

ま
っ
た
。
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
は
い
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
よ
。

　

こ
う
し
て
狼
は
す
っ
か
り
満
腹
し
た
し
、
婆
様
の
小
部
屋
と
柔
ら
か
い
寝
台
の
中
が
す
こ
ぶ
る
お
気
に
召
し
た
の
で
、
ま
た
ご
ろ
ん

と
横
に
な
る
と
寝
入
っ
て
し
ま
い
、
粉
挽
き
小
屋
の
歯
車
仕
掛
け（

（62
（

が
ぎ
い
ぎ
い
鳴
っ
て
る
よ
う
に
辺
り
一
面
に
響
き
渡
る
鼾い

び
き

を
か
い

た
。

　

た
ま
た
ま
猟
師
が
一
人
こ
こ
を
通
り
掛
か
っ
た
。
へ
ん
て
こ
な
騒
音
が
聞
こ
え
た
も
の
だ
か
ら
、
こ
う
考
え
た
。
お
や
お
や
、
中
の

気
の
毒
な
婆
様
が
ひ
ど
い
鼾
を
か
い
て
ご
ざ
る
。
死
に
際ぎ

わ

で
喉
を
ご
ろ
ご
ろ
い
わ
せ
て
る
の
か
も
な
あ
。
こ
り
ゃ
あ
一
つ
ど
う
し
て
も

入
っ
て
っ
て
、
ど
ん
な
具
合
な
の
か
様
子
を
見
届
け
て
や
ら
ず
ば
な
る
ま
い
、
と
。
考
え
る
な
り
、
実
行
。
小
さ
い
家
に
入
っ
た
猟
師

は
イ
ー
ゼ
グ
リ
ム
殿（

（63
（

［
狼
］
が
婆
様
の
寝
台
に
寝
て
い
る
の
を
発
見
し
た
が
、
婆
様
の
姿
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。「
き
さ

ま
だ
っ
た
か
」
と
猟
師
は
言
っ
て
、
鉄
砲（

（64
（

を
さ
っ
と
肩
か
ら
外
し
た
。「
さ
あ
勝
負
だ
。
き
さ
ま
、
何
度
も
わ
し
か
ら
逃
げ
お
っ
た
な
。

も
う
た
く
さ
ん
だ
ろ
う
て
」。
狙
い
を
定
め
た

─
が
、
そ
の
時
ふ
と
気
づ
い
た
。

─
待
て
よ
、
婆
様
が
お
ら
ん
。
つ
ま
る
と
こ
ろ

こ
の
け
だ
も
の
め
が
そ
っ
く
り
ぐ
い
呑
み
に
し
お
っ
た
の
だ
ろ
う
。
も
と
も
と
小
柄
で
痩
せ
た
ひ
と
だ
っ
た
で
な
、
と
。
そ
こ
で
猟
師

は
撃
つ
の
を
止
め
て
、
鋭
い
猟

ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ン
ガ
ー

刀
を
抜（

（65
（

く
と
、
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
る
狼
の
腹
を
ご
く
静
静
と
切
り
開
い
て
行
っ
た
。
す
る
と
中
か

ら
赤
い
ち
い
ち
ゃ
な
縁
無
し
帽
が
覗の

ぞ

い
た
。
そ
れ
か
ら
か
わ
い
い
、
愛
く
る
し
い
こ
と
こ
の
上
も
な
い
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
が
出
て
来

た
。
そ
し
て
こ
う
言
っ
た
。「
お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
あ
、
中
は
な
ん
て
暗
く
っ
て
狭
苦
し
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
」。
そ
し
て
ロ
ー
ト

ケ
プ
ヒ
ェ
ン
の
後
ろ
で
は
年
取
っ
た
お
祖
母
ち
ゃ
ま
が
も
が
い
て
い
た
。
お
祖
母
ち
ゃ
ま
も
ま
だ
生
き
て
い
た
わ
け
。
も
っ
と
も
狼
の
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お
腹
の
中
は
二
人
に
そ
う
広
か
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
ど
ね
。

─
狼
は
相
変
わ
ら
ず
昏こ

ん
こ
ん昏

と
眠
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
二
人
は
石
を
幾

つ
も
拾
っ
て
来
て
、
七
匹
の
仔こ

山や

ぎ羊
の
昔

メ
ル
ヒ
ェ
ン話

の（
（66
（

母
さ
ん
山
羊
が
や
っ
た
の
と
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
同お

ん
な

じ
に
、
そ
れ
を
狼
の
腹
に
詰
め
込

み
、
で
か
っ
ぱ
ら
を
縫
い
合
わ
せ
た
。
そ
れ
が
済
む
と
そ
お
っ
と
隠
れ
た
。
そ
し
て
猟
師
は
一
本
の
樹
の
蔭か

げ

に
入
り
、
狼
が
や
が
て
何

を
す
る
か
見
届
け
る
こ
と
に
し
た
。
さ
て
狼
は
目
を
覚
ま
す
と
、
寝
台
か
ら
出
て
、
小
部
屋
か
ら
出
て
、
小
さ
な
お
う
ち
か
ら
出
て
、

よ
ろ
よ
ろ
井
戸
へ
と
歩
い
て
行
っ
た
。
だ
っ
て
と
っ
て
も
喉の

ど

が
渇
い
た
も
ん
で
。
途
中
言
う
に
は
「
皆
目
分
か
ら
ん
、
皆
目
分
か
ら

ん
。
腹
ん
中
じ
ゃ
ご
ろ
ん
ご
ろ
ん
と
転
げ
と
る
。
石
こ
ろ
み
た
い
に
ご
ろ
ご
ろ
、
ご
ろ
ご
ろ
。

─
こ
れ
が
婆
様
と
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ

ン
だ
っ
て
の
か
よ
」。

─
そ
し
て
井
戸
端
に
着
い
て
、
水
を
飲
も
う
と
し
た
ら
、
石
の
重
み
に
引
っ
張
ら
れ
て
、
釣
り
合
い
を
失な

く

し
、
中
に
落
っ
こ
ち
て
、
溺
れ
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
猟
師
は
弾た

ま丸
の
節
約
が
で
き
、
狼
を
井
戸
か
ら
引
っ
張
り
上
げ
、
皮
を
剥は

い
だ
。
そ
れ
か
ら
三
人
皆
、
猟
師
と
お
祖
母
ち
ゃ
ま
と
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
は
、
葡
萄
酒
を
飲
み
、
お
菓
子
を
食
べ
、
心
底
満
足
し

た
。
お
祖
母
ち
ゃ
ま
は
ま
た
元
気
を
恢か

い
ふ
く復

、
達
者
に
な
り
、
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
は
空
っ
ぽ
の
小
籠
を
提さ

げ
て
お
う
ち
に
帰
っ
て
、
こ

う
考
え
た
。
も
う
も
う
二
度
と
道
か
ら
逸そ

れ
た
り
、
森
へ
入
っ
た
り
し
な
い
ん
だ
も
ん
、
お
母
さ
ん
が
、
い
け
ま
せ
ん
、
っ
て
言
っ
た

ら
、
と
ね
。

解
題

　

出
典
を
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
挙
げ
て
い
な
い
。
が
、
ど
う
や
ら
K
H
M
二
六
を
手
本
と
し
て
利
用
、
場
合
に
よ
っ
て
は
彼
独
自
の
、
ま
こ
と
に
お
ど
け
た
改

作
を
施
し
た
ら
し
い
。

　

か
わ
い
い
女
の
子
と
狼
を
扱
っ
た
フ
ラ
ン
ス
民
話
を
素
材
と
し
て
教
訓
譚
「
ち
い
ち
ゃ
な
赤
頭
巾
」Le Petit Chaperon rouge

を
編
ん
だ
シ
ャ
ル
ル
・

ペ
ロ
ー
〈『
過
ぎ
し
昔
の
物
語
あ
る
い
は
お
伽
話
、
な
ら
び
に
教
訓
』
ま
た
の
名
『
鵞
鳥
お
ば
さ
ん
の
お
伽
話
』（
一
六
九
七
）Charles Perrault: Les 

H
istoires ou Contes du tem

ps passé. A
vec M

oralitéz 

（=
M

oralités

）/ Contes de m
a m

ère l

’Oye 

（=
l

’Oie

）
の
二
番
〉
は
、
狼
が
女
の
子
を
食
べ
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て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
お
話
を
お
し
ま
い
に
し
、
か
わ
い
い
女
の
子
は
優
し
そ
う
な
男
狼
の
言
葉
を
信
用
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
、
と
し
て
い
る
。
ベ
ヒ
シ
ュ
タ

イ
ン
の
「
う
わ
あ
、
な
ん
と
も
か
わ
い
い
、
涎よ

だ
れの

垂
れ
る
よ
う
な
榛
の
実
ち
ゃ
ん

─
邪

よ
こ
し
まで

腹
黒
い
狼
は
考
え
た
。
お
い
ら
、
お
ま
え
を
ぜ
ひ
と
も
割
っ
て
み

な
く
ち
ゃ
。
お
ま
え
の
中
身
は
甘
い
よ
な
あ
、
と
」
と
の
書
き
込
み
は
ペ
ロ
ー
の
元
元
の
意
図
を
十
分
意
識
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
「
ロ
ー
ト
ケ
プ

ヒ
ェ
ン
は
空
っ
ぽ
の
小
籠
を
提さ

げ
て
お
う
ち
に
帰
っ
て
、
こ
う
考
え
た
。
も
う
も
う
二
度
と
道
か
ら
逸そ

れ
た
り
、
森
へ
入
っ
た
り
し
な
い
ん
だ
も
ん
、
お
母
さ

ん
が
、
い
け
ま
せ
ん
、
っ
て
言
っ
た
ら
、
と
ね
」
と
い
う
結
び
の
教
訓
も
あ
る
こ
と
だ
し
。

　

K
H
M
二
六
「
赤
頭
巾
」Rotkäppchen

に
相
当
。

　

A
T
三
三
三
「
大お

お

喰ぐ

ら
い
」T

he Gluton （「
赤
頭
巾
」Red Riding H

ood

）。

原
題D

as R
otkäppchen
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二
二　

幸
せ
者
の
ハ
ン
ス

　

昔
む
か
し
お
百
姓
の
倅せ

が
れ

が
あ
っ
て
、
名
を
ハ
ン
ス
と
い
っ
た
。
真
っ
正
直
な
気
性
で
、
逆
さ
ま
に
落
っ
こ
ち
た
［
ぼ
う
っ
と
し
て
い

る
］
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
こ
の
男
、
あ
る
偉
い
、
金
持
ち
の
ご
主
人
に
奉
公
し
、
信ま

こ
と実

を
籠
め
て
陰か

げ
ひ
な
た

日
向
な
く
何
年
も
仕
え
た
。
で

も
と
う
と
う
故ふ

る
さ
と郷

が
恋
し
く
て
堪た

ま

ら
な
く
な
り
、
お
っ
か
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
帰
り
た
い
、
と
思
い
立
ち
、
ご
主
人
に
、
ご
奉
公
の
お
給

金
を
頂
戴
し
た
い
、
と
申
し
出
た
。
ご
主
人
は
ハ
ン
ス
に
黄き

ん金
の
塊
を
一
つ
や
っ
た
。
こ
れ
は
ハ
ン
ス
の
頭
ほ
ど
の
大
き
さ
だ
っ
た
。

そ
う
し
て
ハ
ン
ス
の
頭
は
ほ
っ
そ
り
型
の
、
ご
く
ち
い
ち
ゃ
い
っ
て
い
う
類た

ぐ
い

じ
ゃ
な
か
っ
た
。
貰も

ら

っ
た
こ
ち
ら
は
満
足
し
、
そ
の
重
た

い
黄き

ん金
塊か

い

を
布
切
れ
に
く
る
み
、
膝ひ

ざ

栗く
り

毛げ

で
ぽ
く
ぽ
く
出
立
し
た（

（67
（

。
で
も
歩
く
の
は
艱か

ん
な
ん難

辛
苦
で
、
ハ
ン
ス
は
だ
ら
だ
ら
汗
を
か
い

た
。
な
に
し
ろ
黄
金
塊
は
お
っ
そ
ろ
し
く
重
か
っ
た
。
頭
に
載
せ
よ
う
と
、
肩
に
担
ご
う
と
、
ど
ん
な
風
に
持
っ
た
っ
て
さ
。

　

そ
こ
へ
一
人
の
馬
騎の

り
が
軽
や
か
な
速ト

ロ
ッ
ト歩

で
や
っ
て
来
て
、
気
持
ち
良
さ
そ
う
に
ハ
ン
ス
の
傍
を
通
り
掛
か
っ
た
。
乗
っ
て
い
る
の

は
鏡
の
よ
う
に
滑
ら
か
な
毛
艶
の
駒
。「
や
れ
ま
あ
」
と
ハ
ン
ス
は
大
声
を
出
し
た
。「
乗
馬
っ
て
の
は
す
ば
ら
し
い
伎わ

ざ倆
だ
て
。
そ
れ

が
で
き
て
、
馬
が
あ
れ
ば
だ
が
」。
す
る
と
馬
騎
り
は
駒
を
止
め
た
。
ハ
ン
ス
の
科せ

り
ふ白

が
耳
に
飛
び
込
ん
だ
ん
で
ね
。
そ
し
て
、
一
体

何
を
そ
ん
な
に
大
骨
折
っ
て
運
ん
で
い
る
の
か
、
と
訊き

い
た
。

　
「
あ
あ
、
こ
り
ゃ
黄
金
だ
で
よ
。
重
た
い
純
金
だ
あ
よ
。
人
間
様
が
辛
い
駄だ

獣じ
ゅ
うに

な
っ
て
る
だ
」
と
黄
金
塊
を
地
面
に
投
げ
出
し
な

が
ら
、
ハ
ン
ス
は
言
っ
た
。

　
「
や
れ
ま
あ
」
と
馬
騎
り
。「
あ
ん
た
が
馬
に
乗
り
た
い
ん
な
ら
、
一
つ
取
っ
替
え
っ
こ
を
し
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
。
あ
た
し
に
そ
の
厄

介
な
塊
を
よ
こ
し
て
、
代
わ
り
に
あ
た
し
の
馬
を
取
り
な
よ
」。
ハ
ン
ス
は
相
手
に
二
度
ま
で
言
わ
せ
ず
、
嬉
し
が
っ
て
叫
ん
だ
。「
決

ま
り
だ
。
手
打
ち
と
行
く
べ
え
」。
か
く
し
て
取
り
引
き
は
成
立
。
馬
騎
り
は
黄
金
を
受
け
取
り
、
ハ
ン
ス
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
へ
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さ
っ
さ
と
退
散
し
た
。
こ
の
取
り
引
き
を
ハ
ン
ス
が
後
悔
す
る
、
と
思
っ
て
ね
。

さ
て
ハ
ン
ス
は
馬
に
攀よ

じ
登
り
、
砂
煙
を
上
げ
て
駆
け
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
れ

ほ
ど
経
た
な
い
う
ち
に
、
馬
が
ぴ
ょ
ん
と
跳
ね
た
の
で
、
馬
術
の
で
き
な
い
ハ
ン

ス
は
胡く

る
み桃

の
袋
み
た
い
に
ど
さ
り
と
落
ち
た
。
ろ
く
す
っ
ぽ
手
足
を
動
か
す
こ
と

も
で
き
な
い
始
末
。
牝
牛
を
一
頭
連
れ
て
道
を
や
っ
て
来
た
お
百
姓
が
、
ひ
と
の

乗
っ
て
い
な
い
馬
を
捕
ま
え
、
ハ
ン
ス
が
転
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
牽ひ

い
て
来
た
。

こ
ち
ら
は
泣
き
な
が
ら
体
中
の
骨
を
さ
す
っ
て
い
た
。「
も
う
も
う
二
度
と
馬
に

は
乗
ら
ね
え
。
体
に
よ
く
ね
え
。
そ
こ
な
お
め
え
さ
ま
の
よ
う
に
穏
や
か
な
牝

牛
っ
こ
で
も
持
っ
て
れ
ば
の
う
。
そ
う
す
り
ゃ
毎
日
ま
い
に
ち
乳
が
飲
め
て
よ
、

牛バ
タ
ー酪

や
乾チ

ー
ズ酪

が
喰く

え
る
だ
に
。
落
馬
す
る
こ
と
も
ね
え
し
」。

　
「
や
れ
ま
あ
」
と
狡ず

る
が
し
こ賢

い
お
百
姓
い
わ
く
「
牝
牛
が
お
め
え
さ
ま
に
そ
ね
え
に

気
に
入
っ
た
と
同お

ん
な

じ
で
、
お
ら
に
ゃ
あ
お
め
え
さ
ま
の
元
気
な
馬
が
気
に
入
っ
た

だ
。
そ
の
馬
の
代
わ
り
に
こ
の
牝
牛
を
や
る
だ
よ
」。

　
「
こ
い
つ
は
け
っ
こ
う
な
取
っ
替
え
っ
こ
だ
。
そ
り
ゃ
え
え
」
と
ハ
ン
ス
は
言
っ

て
、
牝
牛
を
受
け
取
り
、
追
い
立
て
て
行
っ
た
。
一
方
お
百
姓
は
駒
に
う
ち
ま
た

が
り
、
そハ

イ
デ
ィ
ー

ら
行
け
、
て
な
し
だ
い
で

─
い
や
あ
、
あ
ん
た
に
見
せ
た
か
っ
た
ね

え

─
一
目
散
に
駆
け
去
っ
た
。

　

ハ
ン
ス
は
と
あ
る
旅は

た
ご籠

屋や

に
入
る
と
、
な
け
な
し
の
ヘ
ラ
ー
銅
貨（

（68
（

何
枚
か
を
全
部
使
っ
て
飲
み
食
い
し
た
。
な
に
し
ろ
こ
の
牝
牛
が
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あ
る
か
ら
、
も
う
金
は
要
ら
な
い
、
と
思
っ
た
わ
け
。
そ
し
て
ど
ん
ど
ん
歩
き
続
け
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
日
は
す
こ
ぶ
る
暑
く
、
ハ
ン

ス
の
生
ま
れ
在ざ

い
し
ょ所

で
母
親
が
住
ん
で
い
る
村
ま
で
ま
だ
随
分
道
の
り
が
あ
っ
た
の
で
、
ハ
ン
ス
は
喉
が
か
ら
か
ら
に
な
っ
た
。
そ
こ
で

牝
牛
の
乳
搾し

ぼ

り
を
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
ひ
ど
く
ぶ
き
っ
ち
ょ
に
や
っ
た
の
で
、
乳
が
出
な
い
ば
か
り
か
、
と
う
と
う
ハ
ン
ス
は

牝
牛
に
一
発
蹴
飛
ば
さ
れ
、
ぼ
う
っ
と
気
が
遠
く
な
っ
て
し
ま
い
、
な
に
や
ら
わ
け
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
こ
へ
一
人

の
肉
屋（

（69
（

が
若
い
豚
を
一
頭
連
れ
て
通
り
掛
か
り
、
打
ち
身
を
拵こ

し
ら

え
た
ハ
ン
ス
を
気
の
毒
が
っ
て
具
合
を
訊き

い
て
く
れ
、
持
っ
て
い
る
酒さ

か

壜び
ん

か
ら
一
口
飲
む
よ
う
勧
め
て
く
れ
た
。
ハ
ン
ス
が
自
分
の
冒
険
を
物
語
る
と
、
肉
屋
は
、
そ
ん
な
に
年
を
取
っ
た
牝
牛
か
ら
乳
を
搾し

ぼ

ろ
う
と
い
う
の
は
無
理
だ
、
そ
り
ゃ
潰つ

ぶ

さ
に
ゃ
な
ら
ん
、
と
注
意
し
た
。「
ふ
う
む
」
と
ハ
ン
ス
は
言
っ
た
。「
そ
れ
に
た
い
し
た
炙や

き

肉
も
で
き
ね
え
な
、
婆
さ
ん
牝
牛
の
肉
じ
ゃ
あ
よ
う
。
こ
ん
な
に
か
わ
い
い
太
っ
た
仔こ

豚ぶ
た

を
持
っ
て
り
ゃ
あ
な
。
こ
れ
は
旨う

め

え
し
、
豪

儀
な
小ヴ

ュ
ル
ス
テ
ル

型
腸
詰
に（

（70
（

な
ら
あ
」。

　
「
な
、
お
ま
え
さ
ん
」
と
肉
屋
が
言
っ
た
。
こ
の
仔
豚
が
そ
ん
な
に
気
に
入
っ
た
ん
な
ら
、
一
つ
取
っ
替
え
っ
こ
を
や
ろ
う
じ
ゃ
な

い
か
。
五
分
五
分
で
だ
。
お
ま
え
さ
ん
が
豚
、
わ
し
が
牝
牛
。
こ
れ
で
い
い
か
ね
」。

─
「
え
え
と
も
さ
」。
ハ
ン
ス
は
心
の
底
か
ら

自
分
の
幸
せ
を
喜
ん
で
、
そ
う
言
っ
た
。
そ
れ
か
ら
浮
き
浮
き
と
道
中
し
な
が
ら
考
え
た
。「
お
い
ら
は
正
真
正
銘
の
果
報
者
だ
て
。

損
し
て
も
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
埋
め
合
わ
せ
し
て
貰
え
る
ん
だ
か
ら
の
。
あ
あ
、
こ
の
豚
肉
の
炙や

い
た
の
、
ど
う
や
っ
て
喰
お
う
か
の
う
」。

　

間
も
な
く
一
人
の
若
者
が
同
じ
道
を
や
っ
て
来
て
、
ハ
ン
ス
に
追
い
つ
い
た
。
そ
ち
ら
は
肥
え
た
、
ず
っ
し
り
重
い
、
白
い
鵞が

鳥ち
ょ
うを

小
脇
に
抱
え
て
い
た
。
ハ
ン
ス
に
挨
拶
し
て
、
二
人
は
お
互
い
に
お
し
ゃ
べ
り
を
し
、
若
者
は
ハ
ン
ス
に
、
こ
の
鵞
鳥
は
子
ど
も
の
洗

礼
祝
い
の
炙
き
肉
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
、
こ
れ
は
ま
た
と
類
の
な
い
炙
き
肉
に
な
る
に
違
い
な
い
、
と
語
っ
た
。
そ
う
言
い
な

が
ら
、
鵞
鳥
の
目
方
を
量
っ
て
み
ろ
、
と
ハ
ン
ス
に
抱
か
せ
、
両
の
翼
の
下
の
脂
肪
の
塊
に
触
れ
さ
せ
た
。

　
「
こ
の
鵞
鳥
は
上

じ
ょ
う

物も
の

だ
。
け
ん
ど
お
い
ら
の
豚
っ
こ
だ
っ
て
ば
か
に
は
で
き
ね
え
だ
」
と
ハ
ン
ス
。「
こ
の
豚
、
一
体
ど
こ
で
手
に
入
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れ
た
」
と
若
者
が
訊
い
た
。
で
、
ハ
ン
ス
が
つ
い
さ
っ
き
取
り
引
き
し
た
ば
っ
か
り

だ
、
と
語
る
と
、
相
手
は
子
細
あ
り
げ
に
辺
り
を
見
回
し
て
い
わ
く
「
ま
、
聴
き
な
。

内
内
で
一ひ

と
こ
と言

。
こ
の
後
ろ
の
と
っ
つ
き
の
村
で
た
っ
た
今
村
長
が
仔
豚
を
盗
ま
れ
た

だ
。
そ
の
泥
棒
が
お
ぬ
し
に
そ
れ
を
売
り
つ
け
た
だ
よ
。
耕
牧
地
監
視
人（

（7（
（

が
こ
れ
か
ら

お
ら
た
ち
に
追
い
つ
い
た
ら
よ
（
お
ら
、
あ
い
つ
の
槍
が
あ
そ
こ
の
麦
の
穂
の
上
で
ぴ

か
り
と
光
っ
た
の
、
見
え
た
よ
う
な
気
が
す
る
だ
）、
お
ぬ
し
を
そ
の
泥
棒
だ
と
思
っ

て
取
っ
捕
ま
え
る
さ
。
そ
し
た
ら
、
お
ぬ
し
、
そ
の
豚
連
れ
て
お
っ
か
さ
ん
の
台
所
へ

行
く
代
わ
り
に
、
悪
魔
の
台
所
へ
直
行
だ
あ
よ
う
」。

　
「
あ
あ
、
神
様
、
神
様
、
神
様
。
お
い
ら
、
な
ん
て
巡
り
合
わ
せ
の
悪
い
や
つ
だ
ん

べ
え
」
と
ハ
ン
ス
は
悲
鳴
を
挙
げ
た
。「
親
切
な
お
め
え
さ
ま
、
ど
う
か
後
生
だ
か
ら

お
い
ら
を
助
け
て
く
ん
ろ
」。

　
「
ど
う
だ
ろ
う
な
」
と
若
者
。「
急
い
で
そ
の
豚
、
お
ら
に
渡
し
ち
ゃ
あ
。
で
、
お
ぬ
し
は
お
ら
の
鵞
鳥
を
受
け
取
る
だ
。
お
ら
は
こ

の
界か

い
わ
い隈

の
抜
け
道
は
心
得
と
る
で
、
き
っ
と
姿
を
く
ら
ま
し
て
み
せ
る
だ
」。

　

言
う
が
早
い
か
た
だ
ち
に
実
行
、
取
り
引
き
成
立
と
あ
い
な
っ
て
、
二
回
瞬ま

ば
たく

間
に
若
者
と
豚
は
ハ
ン
ス
の
目
か
ら
見
え
な
く
な
っ

た
。「
お
い
ら
は
ほ
ん
と
に
果
報
者
だ
あ
」
と
ハ
ン
ス
は
ほ
く
そ
笑
ん
で
、
し
ば
ら
く
鵞
鳥
を
運
ん
だ
。
耕
牧
地
監
視
人
と
か
そ
の
他

追
跡
し
て
く
る
者
な
ん
ぞ
は
皆
目
見
掛
け
な
か
っ
た
。
ハ
ン
ス
が
、
上
等
の
炙
き
肉
だ
と
か
、
採と

れ
る
脂
だ
と
か
、［
羽
根
布
団
に
な

る
］
羽
根
だ
と
か
、
お
っ
か
さ
ん
の
喜
び
よ
う
だ
と
か
を
胸
算
用
し
て
い
る
う
ち
に
、
自
分
の
村
の
一
つ
手
前
の
村
ま
で
や
っ
て
来

た
。
そ
こ
で
は
刃
物
研
ぎ
屋（

（7（
（

が
手
押
し
車
の
傍
ら
に
立
っ
て
お
り
、
上
上
の
ご
機
嫌
と
見
え
、
刃
物
を
研
ぎ
研
ぎ
口
笛
を
吹
き
、
口
笛
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吹
き
吹
き
刃
物
を
研
い
で
、
回
転
砥と

石い
し

が
ぶ
ん
ぶ
ん
ぶ
ん
ぶ
ん
。
そ
し
て
歌
う
は
陽
気
な
小
唄
の
一ひ

と

く
さ
り
。

「
若
い
研
ぎ
師
が
や
っ
て
来
て
、

小ナ
イ
フ刀

や
鋏は

さ
み

を
研
い
だ
と
さ
。

好
き
で
や
っ
て
る
こ
の
仕
事
、

ま
た
も
や
る
わ
さ
こ
の
仕
事
。

あ
ん
た
に
ゃ
関
わ
り
な
い
こ
と
さ
。

な
ん
で
気
に
病
む
こ
と
が
あ
る
」。

　

ハ
ン
ス
は
不
思
議
で
堪
ら
ず
鵞
鳥
を
抱
え
た
ま
ん
ま
立
ち
止
ま
っ
た
。
そ
し
て
研
ぎ
屋
の
陽
気
な
の
を
ひ
た
す
ら
訝い

ぶ
か

し
が
っ
た
。
そ

れ
か
ら
、
今
日
は
、
と
挨
拶
を
し
て
、
こ
う
訊
い
た
。「
そ
ん
な
に
陽
気
で
楽
し
そ
う
だ
で
、
お
め
え
さ
ま
、
さ
ぞ
か
し
け
っ
こ
う
な

暮
ら
し
向
き
だ
ん
べ
え
な
あ
」。

　
「
お
お
、
そ
り
ゃ
そ
う
さ
ね
、
お
友
だ
ち
ど
ん
」
と
刃
物
研
ぎ
屋
が
言
っ
た
。「
わ
っ
ち
は
い
つ
だ
っ
て
陽
気
だ
よ
。
研
ぎ
師
の
隠ポ

ケ
ッ
トし

に
ゃ
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
金
が
あ
ら
あ
。
そ
ん
な
鵞
鳥
を
持
っ
て
る
ん
だ
か
ら
、
あ
ん
た
も
や
っ
ぱ
り
そ
う
だ
ろ
う
。
そ
の
鵞
鳥
、
ど
う

や
っ
て
手
に
入
れ
た
」。

　
「
豚
と
取
っ
替
え
っ
こ
で
手
に
入
れ
た
」
と
ハ
ン
ス
が
陳
述
。「
そ
れ
で
そ
の
豚
は
」。

─
「
牝
牛
と
取
っ
替
え
っ
こ
で
手
に
入
れ

た
」。

─
「
そ
れ
で
そ
の
牝
牛
は
」。

─
「
馬
と
取
っ
替
え
っ
こ
の
取
り
引
き
を
し
た
」。

─
「
そ
れ
で
そ
の
馬
は
」。

─
「
黄

金
の
塊
を
一
つ
や
っ
た
。
お
い
ら
の
頭
ほ
ど
の
大
き
さ
の
」。

─
「
お
お
、
こ
の
ず
る
め
。
そ
れ
で
、
そ
の
黄
金
は
よ
」

─
「
七
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年
奉
公
し
て
、
給
金
に
貰
っ
た
」。「
頭
の
い
い
や
ろ
う
だ
な
あ
。
あ
ん
た
、
全
く
申
し
分
は
な
い
が
、
た
だ
、
研
ぎ
師
に
な
ら
な
い
の

が
残
念
だ
。
わ
っ
ち
の
よ
う
に
よ
。
研
ぎ
師
に
な
り
ゃ
あ
隠ポ

ケ
ッ
トし

と
い
う
隠ポ

ケ
ッ
トし

で
金
が
ち
ゃ
り
ん
ち
ゃ
り
ん
鳴
る
ぜ
。
そ
れ
に
は
上
等
の

脳
味
噌
研
ぎ
砥
石
が
あ
り
さ
え
す
り
ゃ
い
い
。
わ
っ
ち
は
ま
だ
一
つ
こ
こ
に
転
が
し
て
あ
る
。
確
か
に
も
う
い
く
ら
か
使
い
古
し
だ
け

ど
よ
、
そ
れ
で
も
な
ん
と
か
な
る
さ
な
（
あ
ん
た
が
担
い
で
行
き
ゃ
あ
な
）。
こ
れ
、
あ
ん
た
が
鵞
鳥
を
く
れ
れ
ば
や
る
よ
。
欲
し
い

か
」。

　
「
欲
し
い
か
っ
て
。
も
ち
ろ
ん
だ
で
」
と
ハ
ン
ス
は
大
喜
び
で
叫
ん
だ
。「
隠ポ

ケ
ッ
トし

と
い
う
隠ポ

ケ
ッ
トし

に
金
っ
ち
ゅ
う
の
は
す
て
き
な
稼
業
だ

の
」。

　

性
悪
の
研
ぎ
屋
は
お
人
好
し
の
ハ
ン
ス
に
古
い
砥
石
を
一
つ
と
、
道
端
に
転
が
っ
て
い
た
ご
ろ
た
石
を
一
つ
渡
し
、
ハ
ン
ス
は
前
へ

進
め
で
歩
き
出
し
た
。
ご
く
幸
せ
で
。
何
も
か
も
こ
う
と
ん
と
ん
と
う
ま
く
行
っ
た
ち
ゅ
う
の
は
、
お
い
ら
、
幸
せ
皮（

（73
（

を
被か

ぶ

っ
て
生
ま

れ
た
に
ち
げ
え
ね
え
、
と
思
っ
て
。

　

で
も
太
陽
が
ぎ
ら
ぎ
ら
照
り
つ
け
、
灼や

け
る
よ
う
に
暑
か
っ
た
。
ハ
ン
ス
は
腹
が
減
り
、
喉の

ど

が
渇
き
、
へ
と
へ
と
に
く
た
び
れ
た
。

そ
し
て
二
つ
の
石
は
重
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
あ
の
黄
金
の
塊
く
ら
い
に
重
か
っ
た
。
そ
こ
で
ハ
ン
ス
は
考
え
た
。
お
い
ら
、
ど
う
し
て

こ
の
砥
石
を
え
っ
さ
ら
お
っ
さ
ら
運
ば
に
ゃ
な
ら
ん
の
か
、
と
。
道
端
に
小
さ
い
井
戸
が
あ
っ
た
。
ハ
ン
ス
は
そ
こ
か
ら
水
を
汲
ん
で

喉
の
渇
き
を
鎮
め
よ
う
と
し
、
屈か

が

み
込
ん
だ
。
屈
ん
だ
時
、
石
が
両
方
と
も
井
戸
の
中
に
転
が
り
落
ち
た
。
幸
せ
者
の
ハ
ン
ス
ほ
ど
喜

ん
だ
者
が
あ
っ
た
ろ
う
か
。
何
も
し
な
い
の
に
重
た
い
石
か
ら
い
っ
ぺ
ん
に
解
放
さ
れ
た
ん
だ
。
嬉
し
く
て
嬉
し
く
て
跳
び
上
が
っ

た
。
心
配
事
や
厄
介
事
は
一
切
な
く
な
り
、
お
い
ら
こ
の
上
な
く
幸
せ
な
人
間
だ
、
と
鼻
高
高
で
、
心
浮
き
浮
き
、
お
っ
か
さ
ん
の
と

こ
ろ
に
到
着
し
た

─
幸
せ
者
の
ハ
ン
ス
は
ね
。
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解
題

　

出
典
に
関
す
る
メ
モ
。
口
承
。
グ
リ
ム
の
昔
話
集
八
三
。
シ
ャ
ミ
ッ
ソ

の
詩
。
同
じ
も
の
は
画
家
ホ
ル
バ
イ
ン
の
挿
絵
で
グ
ー
ビ
ッ
ツ
の
『
民
衆

暦
』Gubitz V

olkskalender

一
八
三
七
年
お
よ
び
一
八
三
八
年
に
。

　

ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
ア
ー
ダ
ル
バ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
シ
ャ
ミ
ッ
ソ

（
一
七
八
一
―
一
八
三
八
）
に
よ
っ
て
一
八
三
一
年
に
書
か
れ
た
詩
「
幸
せ

者
の
ハ
ン
ス
」Gedicht „H

ans im
 Glückvon A

dalbert

„ von 
Cham

isso

お
よ
び
一
八
一
九
年
に
初
め
て
活
字
に
さ
れ
た
K
H
M
の
テ
キ

ス
ト
を
共
に
手
本
と
し
て
い
る
。
し
か
し
結
局
は
両
者
共
通
の
源
泉
で
あ

る
、
あ
る
口
頭
伝
承
に
基
づ
い
て
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ヴ
ァ
ー
ニ
ッ
ケA

ugust 
W

ernicke

に
よ
っ
て
一
八
一
九
年
雑
誌
「
占
い
棒
」W

ünschelrute

に

報
告
さ
れ
た
物
語
に
も
依
拠
し
た
。
な
お
、ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
が
グ
ー
ビ
ッ

ツ
の
出
版
物
に
敬
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
で
あ
る
（
D
M
B
八
「
ヘ

ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」
解
題
参
照
）。

　

こ
の
笑
い
話
は
お
そ
ら
く
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
好
み
に
ぴ
っ
た
り
で
、

彼
一
流
の
筆
致
が
明
白
に
看
て
取
れ
る
。

　

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

H
ans im

 Glück

に
相
当
。

　

A
T
一
四
一
五
「
幸
運
な
ハ
ン
ス
」Lucky H

ans.

　

原
題H

ans im
 G

lücke.
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四
一　

粉こ
な

挽ひ

き
と
女ニ

ク

セ

の
水
の
精

　

昔
む
か
し
粉
挽
き
が
い
た
。
財
産
は
豊
か
で
妻
と
一
緒
に
満
ち
足
り
た
暮
ら
し
を
送
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
突
然
災
厄
に
見
舞
わ
れ

た
。
粉
挽
き
は
貧
乏
に
な
り
、
と
ど
の
つ
ま
り
自
分
の
持
ち
物
と
言
え
る
の
は
せ
い
ぜ
い
仕
事
で
坐
り
こ
ん
で
い
る
水
車
小
屋
だ
け
と

な
っ
た
。
昼
間
は
悩
み
事
で
胸
を
一
杯
に
し
て
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る
の
で
、
夜
横
に
な
っ
て
も
安
ら
ぐ
こ
と
は
で
き
ず
、
一
晩
中
悲
し

い
物
思
い
に
耽ふ

け

っ
て
目
を
覚
ま
し
続
け
る
の
だ
っ
た
。
あ
る
朝
明
る
く
な
る
随
分
前
に
起
き
上
が
り
、
家
の
外
に
出
た
。
外
の
方
が
い

く
ら
か
気
が
軽
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
考
え
た
わ
け
。
水
車
池
の
堰せ

き

を（
（74
（

鬱う
つ
う
つ鬱

と
し
て
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
と
、
突
然
池
の

中
で
ざ
わ
ざ
わ
と
い
う
水
音
が
聞
こ
え
た
。
そ
ち
ら
へ
目
を
向
け
る
と
、
白
い
肌
の
女
が
水
面
か
ら
姿
を
現
す
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
こ
れ

は
池
に
棲す

む
女ニ

ク

セ

の
水
の
精
に（

（75
（

ち
が
い
な
い
、
と
悟
っ
た
粉
挽
き
は
怖
く
て
堪た

ま

ら
ず
、
逃
げ
た
方
が
よ
い
の
か
、
動
か
ず
に
い
た
方
が
よ

い
の
か
、
分
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
や
っ
て
ぐ
ず
ぐ
ず
し
て
い
る
と
、
女ニ

ク

セ

の
水
の
精
は
声
を
立
て
て
粉
挽
き
の
名
前
を
呼
び
、
ど
う
し

て
そ
ん
な
に
悲
し
が
っ
て
い
る
の
、
と
訊た

ず

ね
た
。
親
切
な
言
葉
を
聞
い
た
粉
挽
き
は
勇
気
を
出
し
、
こ
れ
ま
で
は
と
て
も
裕
福
で
幸
せ

だ
っ
た
が
、
現
在
は
と
て
も
貧
乏
で
、
気
苦
労
が
絶
え
ず
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
途
方
に
暮
れ
て
い
る
、
と
物
語
っ
た
。
す
る
と

女ニ

ク

セ

の
水
の
精
は
慰
め
の
言
葉
を
掛
け
、
以
前
よ
り
ず
っ
と
お
金
持
ち
に
し
て
あ
げ
る
、
そ
の
代
わ
り
今
し
方が

た

お
宅
で
生
ま
れ
た
も
の
を

く
れ
れ
ば
ね
、
と
約
束
し
た
。
粉
挽
き
は
、
相
手
が
飼
い
犬
か
飼
い
猫
の
仔こ

を
ほ
し
が
っ
て
い
る
の
だ
、
と
思
っ
た
の
で
、
く
れ
、
と

言
わ
れ
た
も
の
を
上
げ
る
、
と
承
知
し（

（（（
（

、
上
機
嫌
で
水
車
小
屋
に
戻
っ
た
。
す
る
と
家
の
戸
口
か
ら
女
中
が
嬉
し
そ
う
な
様
子
で
迎
え

に
出
て
来
て
、
お
か
み
さ
ん
が
た
っ
た
今
坊
ち
ゃ
ん
を
お
産
み
に
な
り
ま
し
た
よ
う
、
と
呼
び
掛
け
た
。
そ
こ
で
粉
挽
き
は
立
ち
す
く

み
、
こ
ん
な
に
早
く
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
子
ど
も
の
誕
生（

（77
（

を
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
ょ
ん
ぼ
り
と
家
に
入
り
、
妻

と
、
そ
れ
か
ら
集
ま
っ
て
い
た
親
戚
た
ち
に
、
自
分
が
女ニ

ク

セ

の
水
の
精
に
や
る
、
と
誓
っ
た
も
の
の
こ
と
を
打
ち
明
け
た
。「
あ
れ
が
お
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れ
に
約
束
し
た
幸
運
な
ん
て
な
に
も
か
も
消
え
失
せ
た
っ
て
か
ま
わ
ん
」
と
粉
挽
き
。「
子
ど
も
を
救
え
さ
え
す
れ
ば
な
」。
け
れ
ど
皆

が
勧
め
た
手
立
て
は
た
だ
一
つ
、
生
ま
れ
た
子
ど
も
が
絶
対
に
池
に
近
づ
か
な
い
よ
う
、
用
心
深
く
気
を
配
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
っ
た
。

　

男
の
子
は
す
く
す
く
と
成
長
し
、
そ
の
間
粉
挽
き
は
だ
ん
だ
ん
に
財
産
を
取
り
戻
し
、
い
く
ら
も
経た

た
な
い
う
ち
に
以
前
よ
り
金
持

ち
に
な
っ
た
。
し
か
し
運
が
向
い
て
来
た
の
を
心
底
喜
ぶ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
年
が
ら
年
中
交
わ
し
た
取
り
決
め
の
こ
と
を
考

え
、
遅
か
れ
早
か
れ
女ニ

ク

セ

の
水
の
精
が
履
行
を
迫
る
だ
ろ
う
、
と
恐
れ
て
い
た
の
で
。
し
か
し
一
年
ま
た
一
年
と
過
ぎ
去
り
、
男
の
子
は

大
き
く
な
っ
て
狩
猟
の
伎わ

ざ倆
を
習
い
覚
え
た
。
そ
し
て
粋い

き

な
猟
師
に
な
っ
た
の

で
、
村
の
領
主
が
雇
い
入
れ
た（

（78
（

。
そ
れ
か
ら
猟
師
は
あ
る
う
ら
若
い
女
に
求
婚

し
、
の
ん
び
り
楽
し
く
暮
ら
し
て
い
た
。

　

あ
る
時
狩
り
を
し
て
い
て
兎う

さ
ぎ

を
一
匹
追
い
掛
け
た
。
こ
れ
が
と
う
と
う
開
け

た
畑
地
へ
逃
げ
出
し
た
の
で
、
熱
心
に
追
跡
し
て
一
発
で
撃
ち
倒
し
た
。
す
ぐ

さ
ま
は
ら
わ
た
を
抜
き
に
掛
か
っ
た
が
、
子
ど
も
の
時
か
ら
、
近
寄
っ
て
は
い

け
な
い
、
と
戒
め
ら
れ
て
い
た
例
の
池
の
近
く
に
来
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な

か
っ
た
。
間
も
な
く
は
ら
わ
た
抜
き
を
済
ま
せ
た
若
者
は
血
だ
ら
け
の
両
手
を

洗
お
う
と
水
辺
に
歩
み
寄
っ
た
。
池
の
中
に
手
を
浸
し
た
途
端
、
女ニ

ク

セ

の
水
の
精

が
さ
っ
と
浮
か
び
上
が
っ
て
、
濡
れ
た
両
腕
に
若
者
を
抱
き
締
め
、
我
が
身
も

ろ
と
も
水
中
に
引
き
ず
り
込
ん
だ
の
で
、
波
が
そ
の
頭
上
で
ざ
ぶ
ん
と
打
ち
合

わ
さ
っ
た
。
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猟
師
が
家
に
帰
っ
て
来
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
妻
は
と
っ
て
も
心
配
に
な
り
、
探
し
に
行
っ
た
者
が
水
車
池
の
畔ほ

と
り

で
夫
の
持
っ
て
い

た
獲
物
嚢ぶ

く
ろが

転
が
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
と
な
る
と
、
夫
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
も
は
や
疑
わ
な
か
っ
た
。
束つ

か

の
間ま

も
休
む
こ
と
な

く
池
の
周
り
を
彷さ

ま
よ徨

い
歩
き
、
昼
も
夜
も
悲
嘆
に
く
れ
て
夫
を
呼
び
続
け
た
。
と
う
と
う
疲
れ
切
っ
て
と
ろ
り
と
ま
ど
ろ
ん
だ
時
、
こ

ん
な
夢
を
見
た
。
花
の
咲
き
乱
れ
る
野
原
を
小
屋
を
目
指
し
て
歩
い
て
行
く
と
、
そ
こ
に
は
一
人
の
女
魔
法
使
い（

（79
（

が
住
ん
で
い
て
、
夫

と
再
会
で
き
る
、
と
約
束
し
て
く
れ
た
の
だ
。
朝
方
目
を
覚
ま
す
と
、
こ
の
お
示
し
に
従
っ
て
、
そ
の
女
魔
法
使
い
を
捜
し
当
て
よ

う
、
と
心
を
固
め
た
。
そ
こ
で
家
を
出
て
歩
き
出
し
、
間
も
な
く
花
の
咲
き
乱
れ
る
野
原
、
そ
れ
か
ら
小
屋
に
着
い
た
。
そ
こ
に
は
女

魔
法
使
い
が
住
ん
で
い
た
。
妻
は
自
分
の
苦
し
み
と
、
相
手
が
夢
で
助
言
を
授
け
て
く
れ
、
自
分
は
救
わ
れ
る
、
と
約
束
し
て
く
れ
た

こ
と
を
語
っ
た
。
女
魔
法
使
い
は
彼
女
に
こ
う
教
え
た
。
満
月
に
な
っ
た
ら
池
の
畔
に
行
き
、
黄こ

金が
ね

の
櫛く

し

で
あ
ん
た
の
黒
髪
を
梳と

か

し
、
そ
れ
か
ら
そ
の
櫛
を
岸
辺
に
置
く
の
だ
よ
、
と
。
若
い
猟
師
の
妻
は
女
魔
法
使
い
に
た
っ
ぷ
り
贈
り
物
を
し
て
、
家
路
に
就
い

た
。

　

満
月
ま
で
の
時
の
過
ぎ
方
は
ゆ
っ
く
り
だ
っ
た
。
や
っ
と
の
こ
と
で
満
月
に
な
る
と
、
猟
師
の
妻
は
池
に
出
掛
け
、
黄
金
の
櫛
で
黒

髪
を
梳
か
し
、
そ
れ
が
済
む
と
黄
金
の
櫛
を
岸
辺
に
置
き
、
じ
り
じ
り
し
な
が
ら
水
中
に
目
を
凝
ら
し
た
。
す
る
と
ざ
わ
ざ
わ
轟ご

う
ご
う轟

と

い
う
音
が
深ふ

か
み処

か
ら
上
が
っ
て
来
て
、
波
が
一
つ
黄
金
の
櫛
を
岸
辺
か
ら
洗
い
去
っ
た
。
間
も
な
く
夫
が
水
の
中
か
ら
頭
を
だ
し
、
彼

女
を
悲
し
げ
に
見
詰
め
た
。
し
か
し
す
ぐ
に
ま
た
波
が
一
つ
ど
ぶ
う
ん
と
や
っ
て
来
て
、
頭
は
沈
ん
で
し
ま
っ
た
。
一
言
も
し
ゃ
べ
ら

ず
に
。
池
は
こ
れ
ま
で
と
同
じ
く
ま
た
ひ
っ
そ
り
か
ん
と
な
り
、
月
明
か
り
に
き
ら
き
ら
輝
い
た
。
そ
し
て
猟
師
の
妻
は
そ
れ
で
何
一

つ
前
よ
り
ま
し
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

ど
う
し
よ
う
も
な
く
惨
め
な
思
い
で
幾
日
も
幾
夜
も
眠
れ
ず
に
い
た
が
、
と
う
と
う
疲
れ
切
っ
て
と
ろ
り
と
ま
ど
ろ
ん
だ
時
、
妻

は
、
女
魔
法
使
い
の
こ
と
を
啓
示
し
て
く
れ
た
あ
の
夢
と
同
じ
夢
を
見
た
。
朝
に
な
る
と
彼
女
は
ま
た
し
て
も
花
の
咲
き
乱
れ
る
野
原
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を
指
し
て
、
あ
の
小
屋
を
指
し
て
出
掛
け
て
行
き
、
女
魔
法
使
い
に
自
分
の
苦
し
み
を
訴
え
た
。
老
女
は
彼
女
に
こ
う
教
え
て
く
れ

た
。
満
月
に
な
っ
た
ら
池
の
畔
に
行
き
、
黄こ

金が
ね

の
横
笛
を
吹
き
、
そ
れ
か
ら
そ
の
横
笛
を
岸
辺
に
置
く
の
だ
よ
、
と
。

　

満
月
に
な
る
と
、
猟
師
の
妻
は
池
に
出
掛
け
、
黄
金
の
横
笛
を
吹
き
、
そ
れ
が
済
む
と
黄
金
の
横
笛
を
岸
辺
に
置
い
た
。
す
る
と
ざ

わ
ざ
わ
轟
轟
と
い
う
音
が
深
処
か
ら
上
が
っ
て
来
て
、
波
が
一
つ
黄
金
の
横
笛
を
岸
辺
か
ら
洗
い
去
っ
た
。
間
も
な
く
猟
師
が
水
の
上

に
頭
を
も
た
げ
、
ど
ん
ど
ん
体
を
上
に
出
し
、
と
う
と
う
胸
ま
で
現
す
と
、
妻
に
向
か
っ
て
両
腕
を
拡
げ
た
。
そ
れ
か
ら
ま
た
波
が
一

つ
ど
ぶ
う
ん
と
や
っ
て
来
て
、
夫
を
深
処
に
引
き
戻
し
た
。
喜
び
と
希
望
で
胸
を
一
杯
に
し
、
岸
辺
に
立
っ
て
い
た
猟
師
の
妻
は
、
夫

が
水
中
に
消
え
て
行
く
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
深
い
悲
嘆
に
沈
ん
だ
。

　

で
も
ま
た
ま
た
見
た
夢
が
慰
め
に
な
っ
た
。
夢
は
、
花
の
咲
き
乱
れ
る
野
原
、
女
魔
法
使
い
の
小
屋
へ
行
け
、
と
指
し
示
し
て
く
れ

た
。
老
女
は
今
度
は
こ
う
教
え
た
。
満
月
に
な
り
し
だ
い
、
池
の
畔
に
行
き
、
黄
金
の
糸い

と

繰く
り

車ぐ
る
まを
（
（80
（

回
し
て
糸
を
紡
ぐ
の
だ
、
そ
れ
が
済

ん
だ
ら
糸
繰
車
を
岸
辺
に
置
く
の
だ
よ
、
と
。
満
月
に
な
る
と
、
猟
師
の
妻
は
言
わ
れ
た
通
り
、
池
の
畔
に
行
き
、
そ
こ
に
腰
を
下
ろ

し
、
黄
金
の
糸
繰
車
を
回
し
て
糸
を
紡
ぎ
、
そ
れ
が
済
む
と
糸
繰
車
を
岸
辺
に
置
い
た
。
す
る
と
ざ
わ
ざ
わ
轟
轟
と
い
う
音
が
深
処
か

ら
上
が
っ
て
来
て
、
波
が
一
つ
黄
金
の
糸
繰
車
を
岸
辺
か
ら
洗
い
去
っ
た
。
そ
し
て
間
も
な
く
猟
師
が
水
の
上
に
頭
を
も
た
げ
、
ど
ん

ど
ん
体
を
水
の
上
に
出
し
、
と
う
と
う
岸
に
登
っ
て
来
て
、
妻
の
頸
っ
玉
に
縋す

が

り
つ
い
た
。
途
端
に
水
が
ざ
わ
ざ
わ
轟
轟
と
鳴
り
始

め
、
岸
を
越
え
て
そ
こ
い
ら
じ
ゅ
う
に
氾は

ん
ら
ん濫

し
、
し
っ
か
り
抱
き
合
っ
た
ま
ま
の
二
人
を
ど
っ
と
押
し
流
し
た
。
心
の
底
か
ら
恐
怖
に

襲
わ
れ
た
猟
師
の
妻
は
老
女
の
助
け
を
求
め
て
叫
ん
だ
。
す
る
と
突
然
猟
師
の
妻
は
蟇ひ

き

蛙が
え
るに

、
猟
師
は
蛙か

え
る

に
変
身
し
た（

（8（
（

。
で
も
二
人
は

一
緒
の
ま
ま
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
水
は
二
人
を
別
別
の
方
角
へ
流
し
去
っ
た
の
だ
。
氾は

ん
ら
ん濫

が
収
ま
っ
た
時
、
二
人
は
確
か
に
ま
た

人
間
の
姿
に
戻
っ
た
け
れ
ど
、
猟
師
と
そ
の
妻
は
そ
れ
ぞ
れ
見
知
ら
ぬ
土
地
に
取
り
残
さ
れ
、
お
互
い
の
消
息
は
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な

か
っ
た
。
猟
師
は
羊
飼
い
に
な
っ
て
暮
ら
そ
う
と
決
心
し
、
そ
の
妻
も
女
羊
飼
い
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
や
っ
て
二
人
は
長
年
自
分
の
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羊
の
群
れ
の
番
を
し
た
。
お
互
い
、
遠
く
離
れ
て
。

　

と
こ
ろ
が
あ
る
時
ふ
と
、
男
の
羊
飼
い
が
女
の
羊
飼
い
が
暮
ら
し
て

い
る
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
来
た
。
彼
は
こ
の
地
方
が
気
に
入
り
、
自
分
の

羊
群
に
草
を
食は

ま
せ
る
の
に
絶
好
の
豊
か
な
土
地
柄
だ
、
と
看み

て
取
っ

た
。
そ
こ
で
自
分
の
群
れ
を
そ
こ
へ
連
れ
て
行
き
、
以
前
と
変
わ
ら
ず

番
を
し
た
。
男
女
の
羊
飼
い
は
親
し
い
友
だ
ち
に
な
っ
た
が
、
お
互
い

の
こ
と
が
ど
う
し
て
も
分
か
ら
な
か
っ
た
。

　

け
れ
ど
も
、
と
あ
る
宵
の
こ
と
、
満
月
の
照
ら
す
中
二
人
並
ん
で
坐

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
群
に
草
を
食
ま
せ
て
い
た
。
男
の
羊
飼
い
は
携
え
て

い
る
横
笛
を
吹
い
た
。
す
る
と
女
の
羊
飼
い
は
、
自
分
が
満
月
の
折
、

池
の
畔
で
黄
金
の
横
笛
を
吹
い
た
あ
の
宵
の
こ
と
を
そ
ぞ
ろ
想
っ
た
。

そ
こ
で
も
う
そ
れ
以
上
気
持
ち
を
抑
え
き
れ
ず
、
大
き
な
声
で
ど
っ
と

泣
き
出
し
た
。
男
の
羊
飼
い
は
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
泣
く
の
か
、
何

が
悲
し
い
の
か
、
と
訊た

ず

ね
た
。
女
の
羊
飼
い
は
自
分
の
身
に
起
こ
っ
た

こ
と
を
全
て
相
手
に
物
語
っ
た
。
す
る
と
男
の
羊
飼
い
は
目
か
ら
鱗う

ろ
こ

が

落
ち
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
妻
だ
、
と
は
っ
き
り
分
か
り
、
ま
た
、
自
分

の
こ
と
も
分
か
ら
せ
た
。
さ
て
そ
れ
か
ら
二
人
は
心
楽
し
く
故
郷
に
戻

り
、
だ
れ
憚は

ば
か

る
こ
と
も
な
く
一
緒
に
平
和
に
暮
ら
し
た
。
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解
題

　

出
典
に
関
す
る
メ
モ
。
上

オ
ー
バ
ーラ

ウ
ズ
ィ
ッ
ツ
の
口
承
。
モ
ー
リ
ッ
ツ
・
ハ
ウ
プ
ト
に
よ
っ
て
彼
の
「
ド
イ
ツ
古
代
雑
誌
」
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
源
泉
（
モ
ー
リ
ッ
ツ
・
ハ
ウ
プ
ト
「
上

オ
ー
バ
ーラ

ウ
ズ
ィ
ッ
ツ
の
あ
る
昔

メ
ル
ヒ
ェ
ン

話
」〈「
ド
イ
ツ
古
代
雑
誌
」
一
二
巻
。
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
／
ベ
ル
リ
ン　

一
八
四
一
―

六
五
。
第
一
巻
〉）
は
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
と
同
様
グ
リ
ム
兄
弟
も
利
用
し
て
い
る
。
グ
リ
ム
は
そ
れ
自
体
極
め
て
美
し
い
語
り
口
の
昔

メ
ル
ヒ
ェ
ン

話
を
よ
り
自
由
に
処
理

し
て
い
る
が
、
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
れ
に
対
し
ご
く
僅
か
し
か
変
え
て
い
な
い
。

　

K
H
M
一
八
一
「
池
の
女ニ

ク

セ

の
水
の
精
」D

ie N
ixe im

 T
eich

に
相
当
。

　

A
T
三
一
六
「
水
車
池
の
女
の
水
の
精
」T

he N
ix of the M

ill-pond.

　

原
題 D

er M
üller und die N

ixe.
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四
七　

七
匹
の
仔こ

山や

ぎ羊

　

昔
む
か
し
年
取
っ
た
牝め

山や

ぎ羊
が
い
ま
し
て
ね
、
七
匹
の
小
さ
い
仔
山
羊
を
持
っ
て
い
た
の
。
牝
山
羊
は
あ
る
時
森
へ
行
き
た
い
と
思

い（
（82
（

、
こ
う
言
い
ま
し
た
。「
好い

い
子
の
仔
山
羊
た
ち
や
、
狼
に
用
心
す
る
の
よ
。
そ
う
し
て
お
う
ち
へ
入
れ
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
よ
。
さ

も
な
い
と
、
お
ま
え
た
ち
皆
ど
っ
か
へ
行
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
」。
そ
う
言
い
聴
か
せ
て
か
ら
出
掛
け
た
の
さ
。

　

し
ば
ら
く
す
る
と
ね
、
ま
た
お
う
ち
の
戸
口
で
が
た
ご
と
音
が
し
て
、
こ
ん

な
呼
び
声
が
聞
こ
え
ま
し
た
。「
開
け
て
よ
、
開
け
て
、
子
ど
も
た
ち
。
母
さ
ん

が
森
か
ら
帰
り
ま
し
た
よ
」。
で
も
七
匹
の
仔
山
羊
は
そ
の
が
ら
が
ら
声
で
自
分

た
ち
の
母
さ
ん
じ
ゃ
な
い
っ
て
す
ぐ
に
分
か
っ
た
ん
だ
よ
。
そ
こ
で
こ
う
叫
び

ま
し
た
。「
う
ち
の
母
さ
ん
は
そ
ん
な
が
ら
が
ら
声
じ
ゃ
な
い
や
い
」。
そ
う
し

て
扉
を
開
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
ば
ら
く
す
る
と
、
ま
た
戸
口
で
が
た
ご
と
音
が
し
て
、
と
っ
て
も
綺
麗
な

低
い
声
で
こ
う
呼
ぶ
の（

（83
（

。「
開
け
て
よ
、
開
け
て
、
子
ど
も
た
ち
。
母
さ
ん
が
森

か
ら
帰
り
ま
し
た
よ
」。

　

で
も
小
さ
い
仔
山
羊
た
ち
が
扉
の
隙
間
か
ら
覗の

ぞ

い
て
み
る
と
、
二
本
の
真
っ

黒
け
な
足
が
見
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
こ
う
叫
び
ま
し
た
。「
う
ち
の
母
さ
ん
は
そ

ん
な
じ
ゃ
な
い
や
い
」。
そ
う
し
て
扉
を
開
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

さ
あ
、
そ
こ
で
狼

お
お
か
みは

、
う
ん
、
だ
っ
て
こ
れ
、
狼
だ
っ
た
ん
だ
も
ん
、
狼
は
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ね
、
急
い
で
水
車
小
屋
へ
走
っ
て
行
っ
て
、
足
を
粉
の
中
に
突
っ
込
ん
だ
ん
で
、
と
っ
て
も
白
く
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
ま
た
戸
口

の
外
に
来
て
、
足
を
隙
間
か
ら
突
っ
込
ん
で
、
ま
た
し
て
も
低
い
声
で
呼
び
ま
し
た
。「
開
け
て
よ
、
開
け
て
、
子
ど
も
た
ち
。
母
さ

ん
が
森
か
ら
帰
り
ま
し
た
よ
」。

　

そ
こ
で
ね
、
仔
山
羊
た
ち
は
白
い
足
を
見
て
、
低
い
声
を
聞
い
た
の
で
、
こ
れ
は
母
さ
ん
だ
、
と
思
い
、
急
い
で
扉
を
開
け
ま
し

た
。
で
も
、
開
け
た
と
た
ん
、
狼
が
ぱ
っ
と
跳
び
込
ん
で
来
た
ん
だ
。
あ
あ
、
か
わ
い
そ
う
な
仔
山
羊
た
ち
、
な
ん
て
び
っ
く
り
し
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
ど
ん
な
に
隠
れ
た
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
一
匹
は
寝ベ

ッ
ド台

の
下
へ
、
一
匹
は
卓テ

ー
ブ
ル子

の
下
へ
、
一
匹
は
煖だ

ん

炉ろ

の
後
ろ

へ（
（84
（

、
一
匹
は
椅
子
の
後
ろ
へ
、
一
匹
は
大
き
な
乳

ミ
ル
ク

入
れ
の
後
ろ
へ
、
そ
し
て
も
う
一
匹
は
振
り
子
時
計
の
箱
の
中
へ
跳
び
込
ん
だ
ん

だ
。
で
も
ね
、
狼
は
皆

み
い
ん
な見

つ
け
ち
ゃ
っ
て
さ
、
一ひ

と
ま
と纏

め
に
し
ち
ゃ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
外
へ
出
て
行
っ
て
、
お
う
ち
の
お
庭
の
一
本
の
木

の
下
に
寝
っ
転
が
る
と
、
ぐ
う
す
か
眠
り
始
め
ま
し
た
。

　

あ
と
で
年
取
っ
た
牝
山
羊
が
森
か
ら
戻
っ
て
来
る
と
、
お
う
ち
が
開
け
っ
放
し
で
、
お
部
屋
が
空
っ
ぽ
な
の
に
気
づ
き
ま
し
た
。
そ

こ
で
す
ぐ
に
、
こ
れ
は
た
だ
ご
と
じ
ゃ
な
い
っ
て
思
い
、
大
事
な
仔
山
羊
た
ち
を
探
し
始
め
ま
し
た
。
で
も
、
ど
こ
を
探
し
て
も
見
つ

け
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
大
き
な
声
で
呼
ん
で
も
返
辞
が
あ
り
ま
せ
ん
。
最
後
に
お
庭
に
行
っ
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
ね
、
あ
の
狼
は
ま
だ

木
の
下
に
寝
っ
転
が
っ
て
、
眠
っ
て
い
ま
し
た
。
木
の
枝
が
ど
れ
も
ぶ
る
ぶ
る
震
え
る
ほ
ど
ご
う
ご
う
鼾い

び
き

を
か
い
て
い
ま
し
た
よ
。

で
、
母
さ
ん
山
羊
が
狼
に
も
っ
と
近
寄
っ
て
み
る
と
、
狼
の
お
腹
の
中
で
何
か
が
も
が
い
て
い
る
の
が
分
か
り
ま
し
た
。
母
さ
ん
山
羊

は
喜
ん
で
、
仔
山
羊
た
ち
が
ま
だ
生
き
て
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
考
え
ま
し
た
。
さ
あ
、
急
い
で
お
う
ち
の
中
に
跳
ん
で
入
る
と
、
鋏

は
さ
み

を
取
っ
て
来
て
、
狼
の
お
腹
を
じ
ょ
き
じ
ょ
き
切
り
開
け
ま
し
た
。
す
る
と
七
匹
の
仔
山
羊
が
次
次
に
中
か
ら
跳
び
出
し
て
来
ま
し

た
。
皆

み
い
ん
なま

だ
生
き
て
た
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
母
さ
ん
山
羊
は
急
い
で
ご
ろ
た
石（

（85
（

を
七
つ
取
っ
て
来
て
、
狼
の
お
腹
の
中
に
入
れ
、
元
通

り
縫
い
合
わ
せ
ま
し
た
。
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狼
が
目
を
覚
ま
す
と
、
喉の

ど

が
渇
い
て
い
た
の
で
、
水
を
飲
も
う
と
井
戸
端
に
行

き
ま
し
た
。
で
も
一
歩
歩
く
と
お
腹
の
中
で
ご
ろ
た
石
が
ぶ
つ
か
り
出
し
ま
し

た
。
そ
こ
で
狼
は
こ
う
言
い
ま
し
た
。

「
腹
ん
中
で

な
に
や
ら
が
た
が
た
ご
と
ご
と
。

仔
山
羊
ど
も
が
入
っ
と
る
、
と
思
っ
と
っ
た
が
、

こ
り
ゃ
あ
て
っ
き
り
ご
ろ
た
石
だ
て
」。

　

狼
が
井
戸
端
に
着
い
て
、
水
を
飲
も
う
と
し
ま
し
た
ら
、
ご
ろ
た
石
が
引
っ
張

り
込
み
ま
し
た
の
で
、
溺
れ
て
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
母
さ
ん
山
羊
は

仔
山
羊
た
ち
と
一
緒
に
井
戸
端
を
ぐ
る
ぐ
る
踊
り
回
り
ま
し
た
よ
。

解
題

　

出
典
に
関
す
る
メ
モ
。
至
る
と
こ
ろ
で
の
口
承
。
K
H
M
五
。
こ
こ
で
は
A
・
シ
ュ
テ
ー

バ
ーStöber

の
『
エ
ル
ザ
ス
小
民
衆
本
』
に
よ
る
。

　

ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
グ
リ
ム
兄
弟
収
録
の
物
語
に
よ
ら
な
い
で
ア
ウ
グ
ス
ト
・
シ
ュ
テ
ー
バ
ー

（
一
八
〇
八
―
八
四
）
編
著
『
エ
ル
ザ
ス
小
民
衆
本
』A

ugust Stöber: E
lsässisches V

olksbüchlein. Straßburg （842.

に
基
づ
い
た
（
D
M
B
八
お
よ

び
D
M
B
五
五
で
も
こ
れ
を
利
用
し
て
い
る
）。
彼
は
こ
れ
を
ほ
ぼ
逐
語
的
に
翻
訳
し
た
。
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K
H
M
五
「
狼
と
七
匹
の
仔
山
羊
」D

er W
olf und die sieben Geißlein

に
相
当
。

　

A
T
三
三
三
「
大お

お

喰ぐ

ら
い
」T

he Gluton （「
赤
頭
巾
」Red Riding H

ood

）。

　

原
題D

ie sieben G
eißlein.
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五
一　

雪
白
ち
ゃ
ん

　

昔
む
か
し
王
妃
が
お
り
ま
し
た
。
子
ど
も
が
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
と
っ
て
も
寂
し
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
一
人
欲
し
い
な

あ
、
と
願
っ
て
い
ま
し
た
。
さ
て
あ
る
日
の
こ
と
、
王
妃
は
坐
っ
て
刺し

繍し
ゅ
うを

し
な
が
ら
、
黒こ

く
た
ん檀

の
窓
枠
を
眺
め
て
い
ま
し
た
。
雪
の
日

で
空
か
ら
綿
屑
の
よ
う
な
雪
が
落
ち
て
い
ま
し
た
。
王
妃
は
深
い
物
思
い
に
耽ふ

け

っ
て
い
た
の
で
、
指
を
ひ
ど
く
刺
し
て
し
ま
い
、
血
が

三
滴
、
真
っ
白
な
雪
の
上
に
落
ち
ま
し
た
。
す
る
と
ま
た
子
ど
も
が
い
な
い
こ
と
を
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
り
、「
あ
あ
」
と
溜

め
息
を
つ
き
ま
し
た
。「
子
ど
も
が
い
れ
ば
ね
え
。
血
の
よ
う
に
赤
く
、
雪
の
よ
う
に
白
く
、
黒
檀
の
よ
う
に
黒
い
子
が
」。

　

少
し
し
て
王
妃
に
子
ど
も
が
授
か
り
ま
し
た
。
女
の
子
で
し
た
。
こ

の
子
は
肌
が
雪
の
よ
う
に
白
く
、
頬
は
血
紅
色
の
薔ば

ら薇
の
よ
う
に
美
し

く
、
髪
の
毛
は
黒
檀
の
よ
う
に
真
っ
黒
で
し
た
。
王
妃
は
喜
ん
で
、
こ

の
子
を
雪
白
ち
ゃ
ん
と
呼
び
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
お
亡
く
な

り
に
な
り
ま
し
た
。
王
は
鰥や

も
め夫

に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
い
つ
ま
で
も

鰥
夫
で
い
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
ま
た
別
の
女
の
ひ
と
と
結
婚
し
ま
し

た
。
こ
の
ひ
と
は
素
晴
ら
し
い
美
貌
の
豊
満
な
女
性
で
し
た
が
、
こ
の

上
も
な
く
高
慢
で
も
あ
り
、
自
分
は
世
界
中
で
一
番
の
美
人
だ
、
と

自う
ぬ
ぼ惚

れ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
と
に
あ
る
魔
法
の
鏡
の
せ
い
で
そ
う
思
い

込
ん
で
い
た
の
で
す
。
こ
の
ひ
と
が
鏡
を
覗の

ぞ

い
て
こ
う
訊き

く
と
、
鏡
は

い
つ
も
こ
う
返
辞
し
た
の
で
す
。
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「
鏡
よ
、
壁
の
鏡
さ
ん
、

国
中
で
一
番
綺
麗
な
の
は
だ
あ
れ
」。

「
あ
な
た
で
す
、
王
妃
様
、
あ
な
た
が
国
で
一
番
お
綺
麗
」。

　

そ
れ
か
ら
ね
、
鏡
は
お
べ
っ
か
を
使
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
鏡
で
も
そ
う
で
す
が
、
本
当
の
こ
と
を
答
え
た
の
で
し
た
。

　

ち
い
ち
ゃ
な
雪
白
ち
ゃ
ん
、
そ
う
、
こ
の
王
妃
の
継ま

ま

娘む
す
めは

す
く
す
く
成
長
し
て
、
他
に
こ
ん
な
の
は
あ
り
っ
こ
な
い
こ
の
上
も
な
い

綺
麗
な
姫
君
に
な
り
ま
し
た
。
美
し
い
王
妃
よ
り
ず
っ
と
ず
っ
と
美
し
く
な
っ
た
の
で
す
。
雪
白
ち
ゃ
ん
が
七
歳
に
な
っ
た
時
、
王
妃

が
嘘
を
言
わ
な
い
鏡
に
ま
た
訊
い
た
の
で
す
。

「
鏡
よ
、
壁
の
鏡
さ
ん
、

国
中
で
一
番
綺
麗
な
の
は
だ
あ
れ
」。

　

す
る
と
ね
、
鏡
は
い
つ
も
の
よ
う
な
返
辞
を
し
な
い
で
、
こ
う
答
え
ま
し
た
。

「
王
妃
様
、
あ
な
た
は
こ
こ
で
は
一
番
綺
麗
、

で
も
雪
白
ち
ゃ
ん
は
あ
な
た
よ
り
何
千
倍
も
美
し
い
」。
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こ
れ
を
聞
い
て
王
妃
は
死
ぬ
ほ
ど
び
っ
く
り
仰
天
し
、
胸
の
中
で
小
刀
が
ぐ
り
ぐ
り
抉え

ぐ

り
回
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

そ
れ
に
ま
た
王
妃
の
心
臓
は
、
無
邪
気
な
雪
白
ち
ゃ
ん
が
憎
く
て
憎
く
て
の
た
う
ち
ま
し
た
。
雪
白
ち
ゃ
ん
の
途
方
も
な
い
美
し
さ
を

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
す
か
ら
。
さ
て
、
王
妃
は
自
分
の
邪

よ
こ
し
まで

妬ね
た

み
屋
の
心
臓
の
た
め
に
夜
も
昼
も
休
ま
ら
な
か
っ
た
の

で
、
お
付
き
の
猟
師
を
呼
び
寄
せ
て
、
こ
う
言
い
ま
し
た
。「
あ
の
子
を
、
雪
白
を
、
深
い
森
の
中
へ
連
れ
て
行
っ
て
、
殺
し
て
お
し

ま
い
。
わ
ら
わ
の
言
い
つ
け
を
果
た
し
た
証
拠
と
し
て
肺
臓
と
肝
臓（

（86
（

を
持
っ
て
ま
い
る
の
だ
」。

　

か
わ
い
そ
う
な
雪
白
ち
ゃ
ん
は
猟
師
に
く
っ
つ
い
て
森
の
中
に
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
茂
み
の
奥
の
奥
に
来
ま
す
と

猟
師
は
得
物
を
引
き
抜
い
て
、
子
ど
も
を
刺
し
貫
こ
う
と
し
ま
し
た
。
雪
白
ち
ゃ
ん
は
痛
ま
し
く
涙
を
流
し
、
ど
う
か
生
か
し
て
お
い

て
ち
ょ
う
だ
い
、
わ
た
し
は
何
も
悪
い
こ
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
、
と
嘆
願
し
ま
し
た
。
無
邪
気
な
子
ど
も
の
涙
と
嘆
き
は
猟
師
を
心
の

底
か
ら
揺
り
動
か
し
た
の
で
、
こ
う
考
え
ま
し
た
。
お
れ
は
ど
う
し
て
こ
の
綺
麗
な
無
邪
気
な
子
ど
も
を
殺
し
て
、
お
れ
の
良
心
に
重

荷
を
背
負
わ
せ
に
ゃ
な
ら
ん
の
だ
。
い
い
や
、
そ
れ
よ
り
逃
が
し
て
や
ろ
う
。
多
分
野
獣
ど
も
が
喰く

っ
ち
ま
う
だ
ろ
う
が
、
そ
し
た
ら

王
妃
様
が
神
様
の
御み

前ま
え

で
そ
の
責
任
を
取
り
ゃ
あ
い
い
ん
だ
、
と
。
そ
こ
で
雪
白
ち
ゃ
ん
を
ど
こ
へ
で
も
行
き
た
い
と
こ
ろ
へ
行
か
せ

て
や
り
、
獣
の
仔こ

を
捕
ま
え
る
と
、
刺
し
殺
し
、
は
ら
わ
た
を
抜
い
て
、
肺
臓
と
肝
臓
を
邪
な
王
妃
の
と
こ
ろ
に
持
っ
て
行
き
ま
し

た
。
王
妃
は
二
つ
を
受
け
取
る
と
、
塩
と
脂
で
焼
い
て
、
ぺ
ろ
り
と
食
べ
て
し
ま
い
、
元
通
り
自
分
だ
け
が
国
中
で
一
番
の
美
女
に

な
っ
た
、
と
思
い
込
ん
で
嬉
し
が
り
ま
し
た
。
森
の
中
の
雪
白
ち
ゃ
ん
は
す
ぐ
に
び
く
び
く
怖
く
な
り
ま
し
た
。
こ
の
子
は
独
り
ぼ
っ

ち
で
茂
み
を
押
し
分
け
て
歩
い
た
の
で
す
し
、
堅
く
て
尖
っ
た
石
を
踏
む
の
は
初
め
て
で
し
た
し
、
着
て
い
る
物
は
茨い

ば
ら

に
引
き
裂
か
れ

た
の
で
す
。
ま
し
て
や
野
獣
を
見
た
の
も
初
め
て
だ
っ
た
の
で
す
も
の
。
で
も
野
獣
た
ち
は
こ
の
子
に
全
然
害
を
加
え
ま
せ
ん
で
し

た
。
雪
白
ち
ゃ
ん
を
じ
い
っ
と
見
詰
め
、
そ
れ
か
ら
藪や

ぶ

に
入
っ
て
し
ま
う
の
で
し
た
。
こ
う
し
て
女
の
子
は
丸
一
日
歩
き
続
け
、
七
つ

の
山
を
越
え
ま
し
た
。
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そ
の
日
の
夕
方
、
雪
白
ち
ゃ
ん
は
森
の
真
ん
中
に
あ
る
一
軒
の
ち
い
ち
ゃ
な
お
う
ち
に
辿た

ど

り
着
き
ま
し
た
。
そ
し
て
休
ま
せ
て
貰も

ら

お

う
と
中
に
入
り
ま
し
た
。
だ
っ
て
も
う
く
た
く
た
で
し
た
し
、
と
っ
て
も
お
腹
が
空
い
て
い
ま
し
た
し
、
と
っ
て
も
喉の

ど

が
渇
い
て
い
た

の
で
す
。
そ
の
ち
い
ち
ゃ
な
、
ち
い
ち
ゃ
な
お
う
ち
の
中
は
な
に
も
か
も
な
ん
と
も
ま
あ
か
わ
い
ら
し
く
、
華き

ゃ
し
ゃ奢

に
で
き
て
い
て
、

と
っ
て
も
き
ち
ん
と
し
て
い
ま
し
た
。
部
屋
に
は
ち
い
ち
ゃ
な
卓テ

ー
ブ
ル子

が
一
つ
置
い
て
あ
り
、
雪
の
よ
う
に
白
い
布き

れ

が
掛
か
り
、
そ
の
上

に
は
ど
れ
に
も
野
菜
と
麪パ

ン麭
が
ち
ょ
っ
ぴ
り
載
っ
て
る
ち
い
ち
ゃ
な
お
皿
が
七
枚
、
そ
れ
か
ら
ち
い
ち
ゃ
な
匙さ

じ

が
七
本
、
小ナ

イ
フ刀

と
肉フ

ォ
ー
ク叉

が
七
組
、
ち
い
ち
ゃ
な
酒グ

ラ
ス杯

が
七
個
あ
り
ま
し
た
。
壁
際
に
は
ど
れ
も
純
白
の
敷シ

ー
ツ布

と
布
団
被カ

ヴ
ァ
ーい

に
覆
わ
れ
て
い
る
ち
い
ち
ゃ
な
寝ベ

ッ
ド床

が
七
つ
据
え
て
あ
り
ま
し
た
。
さ
て
お
腹
が
ぺ
こ
ぺ
こ
の
雪
白
ち
ゃ
ん
は
七
枚
の
ち
い
ち
ゃ
な
お
皿
か
ら
食
べ
ま
し
た
が
、
ど
れ
か
ら

も
ち
ょ
っ
ぴ
り
し
か
取
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
全
部
の
酒グ

ラ
ス杯

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
葡
萄
酒
を
ほ
ん
の
一ひ

と

滴し
ず
く飲

み
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら

休
ま
せ
て
貰
お
う
と
七
つ
の
寝ベ

ッ
ド床

の
一
つ
に
横
に
な
っ
て
み
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
ち
い
ち
ゃ
過
ぎ
ま
し
た
。
そ
こ
で
別
の
を
試
し
た
の

で
す
が
、
ど
れ
も
寸
法
が
合
い
ま
せ
ん
。
と
う
と
う
七
つ
目
が
ぴ
っ
た
り
だ
っ
た
の
で
、
雪
白
ち
ゃ
ん
は
こ
れ
に
す
る
り
と
潜
り
込
ん

で
、
お
布
団
を
掛
け
、
神
様
に
お
祈
り
を
し
て
、
寝
入
り
ま
し
た
。
お
祈
り
を
済
ま
せ
た
信
心
深
い
子
ど
も
の
眠
り
方
は
そ
う
で
す

が
、
深
く
、
ぐ
っ
す
り
と
ね
。

　

そ
の
う
ち
に
夜
に
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
お
う
ち
の
主
人
た
ち
が
、
七
人
の
山
小
人
た
ち（

（87
（

が
、
め
い
め
い
体
の
前
の
腰
帯
の
と
こ
ろ

に
燃
え
て
い
る
坑
内
用
洋ラ

ン
プ灯

を
提
げ
て
帰
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
す
ぐ
さ
ま
だ
れ
か
が
お
う
ち
に
入
っ
た
の
に
気
づ
き
ま
し
た
。
皮

切
り
に
一
番
目
が
こ
う
訊た

ず

ね
ま
し
た
。「
わ
し
の
椅
子
に
坐
っ
た
の
は
だ
れ
だ
」。
二
番
目
が
訊
ね
ま
し
た
。「
わ
し
の
皿
か
ら
食
べ
た

の
は
だ
れ
だ
」。
三
番
目
が
訊
ね
ま
し
た
。「
わ
し
の
麪パ

ン麭
を
ち
ぎ
っ
た
の
は
だ
れ
だ
」。
四
番
目
「
わ
し
の
野
菜
を
味
見
し
た
の
は
だ

れ
だ
」。
五
番
目
「
わ
し
の
小ナ

イ
フ刀

で
切
っ
た
の
は
だ
れ
だ
」。
六
番
目
「
わ
し
の
肉フ

ォ
ー
ク叉

で
刺
し
た
の
は
だ
れ
だ
」。
七
番
目
「
わ
し
の

酒グ
ラ
ス杯

か
ら
飲
ん
だ
の
は
だ
れ
だ
」。
こ
ん
な
具
合
に
訊
ね
て
か
ら
、
小
人
た
ち
は
自
分
た
ち
の
ち
い
ち
ゃ
い
寝ベ

ッ
ド床

の
方
を
振
り
向
い
て
、
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「
わ
し
ら
の
寝ベ

ッ
ド床

で
寝
た
の
は
だ
れ
だ
」
と
訊
き
ま
し
た
。
で
も
七
番
目
は
そ
う
は
訊
か
な
い
で
、「
わ
し
の
寝ベ

ッ
ド床

に
寝
て
い
る
の
は
だ

れ
だ
」
と
訊
い
た
の
で
す
。
だ
っ
て
、
そ
こ
に
は
雪
白
ち
ゃ
ん
が
寝
て
い
た
ん
で
す
も
の
。
山
の
小
人
た
ち
は
洋ラ

ン
プ灯

を
持
ち
寄
っ
て
照

ら
し
出
し
、
美
し
い
子
ど
も
の
姿
を
見
て
驚
き
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
そ
っ
と
し
て
や
り
、
七
番
目
の
小
人
は
と
い
う
と
他
の
皆

が
順
番
に
め
い
め
い
の
寝ベ

ッ
ド床

に
寝
か
せ
ま
し
た
。
夜
が
明
け
る
ま
で
ほ
ん
の
一
時
間
づ
つ
ね
。
朝
に
な
っ
て
曙

あ
け
ぼ
のの

光
が
ち
い
ち
ゃ
な
、

ち
い
ち
ゃ
な
小
人
た
ち
の
お
う
ち
に
射
し
込
む
と
、
雪
白
ち
ゃ
ん
は
目
を
覚
ま
し
て
小
人
た
ち
を
怖
が
り
ま
し
た
。
で
も
小
人
た
ち
は

と
っ
て
も
優
し
く
親
切
で
、
怖
が
る
こ
と
は
な
い
、
と
言
い
、
な
ん
て
名
前
、
と
訊
ね
ま
し
た
。
そ
こ
で
雪
白
ち
ゃ
ん
は
名
を
名
乗

り
、
ど
ん
な
目
に
遭あ

っ
た
の
か
何
も
か
も
話
し
ま
し
た
。
す
る
と
小
人
た
ち
は
こ
う
言
い
ま
し
た
。「
わ
し
ら
の
と
こ
ろ
で
家
の
仕
事

を
や
る
が
い
い
、
雪
白
ち
ゃ
ん
。
わ
し
ら
の
食
べ
物
を
料
理
し
て
、
わ
し
ら
の
洗
濯
物
を
洗
っ
て
、
何
も
か
も
き
ち
ん
と
綺
麗
に
さ
っ

ぱ
り
と
片
付
け
て
、
わ
し
ら
の
寝ベ

ッ
ド床

も
作
る
と
い
い
」。
こ
れ
は
雪
白
ち
ゃ
ん
に
は
け
っ
こ
う
な
こ
と
で
し
た
か
ら
、
小
人
た
ち
の
た

め
に
家
の
仕
事
を
や
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
小
人
た
ち
は
昼
間
は
山
山
の
地
面
の
下
深
く
で
黄き

ん金
や
ら
宝
石
や
ら
を
探
す
仕
事
を
し
、、

夕
方
に
な
る
と
帰
っ
て
来
て
、
食
事
を
し
、
め
い
め
い
の
七
つ
の
寝ベ

ッ
ド床

で
寝
る
の
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
一
方
邪
な
王
妃
は
意
地
悪
な
胸
の
裡う

ち

で
、
こ
れ
で
自
分
が
元
通
り
一
番
綺
麗
に
な
っ
た
、
と
思
い
込
ん
で
ほ
く
そ
笑
ん
で

い
ま
し
た
。
そ
し
て
ま
た
ま
た
鏡
を
試
す
こ
と
に
し
て
、
こ
う
訊
い
た
の
で
す
。

「
鏡
よ
、
壁
の
鏡
さ
ん
、

国
中
で
一
番
綺
麗
な
の
は
だ
あ
れ
」。

　

す
る
と
鏡
は
こ
う
答
え
ま
し
た
。
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「
王
妃
様
、
あ
な
た
は
こ
こ
で
は
一
番
綺
麗
、

で
も
、
七
つ
の
山
を
越
え
た
、

七
人
の
優
し
い
小
人
た
ち
の
許も

と

に
い
る

雪
白
ち
ゃ
ん
は
あ
な
た
よ
り
何
千
倍
も
美
し
い
」。

　

こ
れ
は
王
妃
様
の
高
慢
ち
き
な
心
臓
に
ぐ
っ
さ
り
刺
さ
っ
た
匕あ

い
く
ち首

の
一
撃
で
し
た
。
さ
あ
、
こ
う
な
る
と
王
妃
は
、
ど
う
し
た
ら
雪

白
ち
ゃ
ん
の
命
を
奪
え
る
か
、
と
昼
も
夜
も
考
え
続
け
、
と
う
と
う
変
装
し
て
自
分
自
身
雪
白
ち
ゃ
ん
の
と
こ
ろ
へ
出
掛
け
る
こ
と
を

思
い
つ
き
、
顔
を
作
り
、
み
す
ぼ
ら
し
い
衣
装
を
着
込
む
と
、
ご
た
ま
ぜ
の
小
間
物
の
荷
を
持
ち
、
七
つ
の
山
を
越
え
、
ち
い
ち
ゃ

な
、
ち
い
ち
ゃ
な
小
人
た
ち
の
お
う
ち
に
や
っ
て
来

ま
し
た
。
そ
し
て
扉
を
ほ
と
ほ
と
叩
き
、「
ほ
う
い
、

ほ
う
い
、
綺
麗
な
品
物
、
買
わ
ん
か
ね
え
」
と
叫
ん

だ
も
の
。
と
こ
ろ
で
小
人
た
ち
は
前
か
ら
雪
白
ち
ゃ

ん
に
、
知
ら
な
い
ひ
と
に
は
注
意
す
る
ん
だ
よ
、
と

り
わ
け
あ
の
邪
な
王
妃
に
は
ね
、
と
言
っ
て
あ
り
ま

し
た
。
そ
こ
で
女
の
子
は
用
心
深
く
外
を
覗の

ぞ

き
ま
し

た
。
す
る
と
女
が
売
り
に
来
た
綺
麗
な
小
間
物
類
、

素
晴
ら
し
い
頸く

び

飾
り
と
か
飾
り
紐ひ

も

と
い
っ
た
い
ろ
ん

な
お
洒し

ゃ
れ落

道
具
が
目
に
付
い
た
の
で
す
。
そ
こ
で
雪
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白
ち
ゃ
ん
は
何
の
懸
念
も
な
く
、
小
間
物
売
り
の
女
を
お
う
ち
に
入
れ
、
頸
に
巻
く
飾
り
紐
を
買
い
取
り
ま
し
た
。
す
る
と
女
は
、
こ

の
紐
は
ど
ん
な
具
合
に
巻
く
と
い
い
か
教
え
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
、
と
言
い
、
こ
の
子
の
う
し
ろ
か
ら
頸
を
ぎ
ゅ
う
っ
と
絞
め
上
げ
た
の

で
、
雪
白
ち
ゃ
ん
は
す
ぐ
に
息
が
で
き
な
く
な
り
、
崩く

ず

折お

れ
て
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。「
こ
れ
が
お
ま
え
の
途
方
も
な
い
美
し
さ
の

報
い
さ
」。
そ
う
言
い
捨
て
て
邪
な
王
妃
は
立
ち
去
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
帰
っ
て
来
た
七
人
の
小
人
た
ち
は
、
う
ち
の
綺
麗
な
か
わ
い
い
雪
白
ち
ゃ
ん
が
倒
れ
て
死
ん
で
い
る
の
を
見
つ

け
、
紐
で
縊く

び

り
殺
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
急
い
で
紐
を
真
っ
二
つ
に
切
り
、
雪
白
ち
ゃ
ん
の
血
の
気
の
な
い
唇
に
黄お

う
ご
ん金

チ
ン
キ
剤（

（88
（

を
数

滴
垂
ら
す
と
、
子
ど
も
は
か
す
か
に
息
を
し
始
め
、
だ
ん
だ
ん
に
ま
た
元
気
に
な
り
ま
し
た
。
話
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
雪

白
ち
ゃ
ん
が
、
小
間
物
売
り
の
お
婆
さ
ん
が
わ
た
し
の
頸
を
ひ
ど
く
絞
め
た
の
、
と
物
語
る
と
、
小
人
た
ち
は
「
そ
の
女
は
あ
の
不
実

な
王
妃
だ
っ
た
に
決
ま
っ
て
る
。
わ
し
ら
が
留
守
の
時
は
、
こ
の
ち
い
ち
ゃ
な
お
う
ち
に
人
っ
子
一
人
入
れ
な
い
よ
う
用
心
す
る
ん
だ

よ
」
と
叫
び
ま
し
た
。

　

悪
事
を
働
い
て
か
ら
帰
宅
す
る
と
、
王
妃
は
す
ぐ
さ
ま
鏡
の
前
に
行
き
、
こ
う
訊
ね
ま
し
た
。

「
鏡
よ
、
壁
の
鏡
さ
ん
、

国
中
で
一
番
綺
麗
な
の
は
だ
あ
れ
」。

　

す
る
と
鏡
は
こ
う
答
え
ま
し
た
。

「
王
妃
様
、
あ
な
た
は
こ
こ
で
は
一
番
綺
麗
、
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で
も
、
七
つ
の
山
を
越
え
た
、

七
人
の
優
し
い
小
人
た
ち
の
許
に
い
る

雪
白
ち
ゃ
ん
は
あ
な
た
よ
り
何
千
倍
も
美
し
い
」。

　

そ
こ
で
王
妃
の
心
は
蟇ひ

き

蛙が
え
るの

お
腹
み
た
い
に
怒
り
の
あ
ま
り
膨
れ
あ
が
り
、
ま
た
し
て
も
、
ど
う
す
れ
ば
雪
白
ち
ゃ
ん
の
命
取
り
に

な
る
か
、
と
昼
も
夜
も
考
え
続
け
ま
し
た
。
そ
し
て
や
が
て
ま
た
顔
を
作
り
、
余よ

そ所
の
土
地
の
衣
装
を
着
て
、
別
の
女
の
姿
に
扮ふ

ん
そ
う装

し
、
毒
入
り
の
櫛く

し

を
一
つ
拵こ

し
ら

え
ま
し
た
。
こ
れ
を
他
の
小
間
物
と
一
緒
に
し
、
七
つ
の
山
を
越
え
、
ち
い
ち
ゃ
な
、
ち
い
ち
ゃ
な
小
人

た
ち
の
お
う
ち
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。
こ
こ
に
着
く
と
、
再
び
扉
を
ほ
と
ほ
と
叩
き
、「
ほ
う
い
、
ほ
う
い
、
綺
麗
な
品
物
、
買
わ
ん

か
ね
え
。
ほ
う
い
」
と
叫
ん
だ
の
で
す
。
雪
白
ち
ゃ
ん
は
窓
か
ら
外
を
覗
き
、「
わ
た
し
、
だ
あ
れ
も
中
に
入
れ
ち
ゃ
い
け
な
い
の
」

と
言
い
ま
し
た
。
で
も
櫛
売
り
の
女
は
「
こ
ん
な
綺
麗
な
櫛
が
も
っ
た
い
な
い
ね
え
」
と
大
声
を
挙
げ
な
が
ら
、
毒
入
り
の
、
総
体

黄き

ん金
色
に
き
ら
き
ら
輝
い
て
い
る
櫛
を
見
せ
び
ら
か
し
ま
し
た
。
す
る
と
雪
白
ち
ゃ
ん
は
こ
の
黄
金
の
櫛
が
心し

ん

か
ら
欲
し
く
て
堪た

ま

ら
な

く
な
り
、
何
の
懸
念
も
な
く
、
扉
を
開
け
る
と
、
小
間
物
売
り
の
女
を
お
う
ち
に
入
れ
て
、
そ
の
櫛
を
買
い
ま
し
た
。

　
「
さ
、
そ
れ
じ
ゃ
、
こ
の
櫛
で
ど
う
や
っ
て
髪
を
梳す

き
、
ど
ん
な
具
合
に
髪
に
挿
せ
ば
い
い
か
も
教
え
て
あ
げ
よ
う
ね
え
、
か
わ
い

い
、
か
わ
い
い
お
嬢
ち
ゃ
ん
」。
櫛
売
り
女
の
偽
者
は
そ
う
言
う
と
、
櫛
で
雪
白
ち
ゃ
ん
の
髪
を
梳
き
ま
し
た
。
す
る
と
す
ぐ
さ
ま
毒

が
効
い
て
、
子
ど
も
は
か
わ
い
そ
う
に
ぱ
っ
た
り
倒
れ
て
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。「
そ
ら
、
こ
れ
で
多
分
お
ま
え
は
生
き
返
る
の
を

忘
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
よ
」
と
邪
な
王
妃
は
言
い
捨
て
て
、
ち
い
ち
ゃ
な
お
う
ち
か
ら
逃
げ
去
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
間
も
な
く

─
あ
り
が
た
い
こ
と
に
ね

─
夕
方
に
な
っ
た
の
で
、
七
人
の
小
人
た
ち
が
帰
っ
て
来
、
か
わ
い
そ
う
な
雪

白
ち
ゃ
ん
が
死
ん
じ
ゃ
っ
た
、
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
子
の
綺
麗
な
髪
の
中
に
毒
の
櫛
を
見
つ
け
ま
し
た
。
急
い
で
こ
れ
を
抜
き
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取
り
ま
す
と
、
子
ど
も
は
息
を
吹
き
返
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
小
人
た
ち
は
、

い
い
か
ね
、
絶
対
に
だ
あ
れ
も
お
う
ち
に
入
れ
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
、
と
改
め

て
よ
く
よ
く
言
い
聴
か
せ
た
の
で
す
。

　

う
ち
に
帰
っ
た
王
妃
は
ま
た
鏡
の
前
に
行
き
、
こ
う
訊
ね
ま
し
た
。

「
鏡
よ
、
壁
の
鏡
さ
ん
、

国
中
で
一
番
綺
麗
な
の
は
だ
あ
れ
」。

　

す
る
と
鏡
は
こ
う
答
え
ま
し
た
。

「
王
妃
様
、
あ
な
た
は
こ
こ
で
は
一
番
綺
麗
、

　
　
　

で
も
、
七
つ
の
山
を
越
え
た
、

　
　
　

七
人
の
優
し
い
小
人
た
ち
の
許
に
い
る

雪
白
ち
ゃ
ん
は
あ
な
た
よ
り
何
千
倍
も
美
し
い
」。

　

そ
こ
で
雪
白
ち
ゃ
ん
に
対
し
て
企
ん
だ
邪
な
策
略
が
何
の
実
も
結
ば
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
王
妃
は
、
憎
し
み
の
激
怒
に
駆
ら
れ

て
す
っ
か
り
我
を
忘
れ
、
ど
う
し
た
っ
て
雪
白
は
死
な
な
く
っ
ち
ゃ
な
ら
な
い
、
そ
の
た
め
に
は
自
分
の
命
を
投
げ
出
し
た
っ
て
い

い
、
と
恐
ろ
し
い
呪
い
の
言
葉
を
吐
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
一
個
の
見
事
な
林り

ん

檎ご

を
ひ
そ
か
に
毒
入
り
に
し
ま
し
た
。
で
も
、
こ
の
上
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も
な
く
素
晴
ら
し
い
半
分
だ
け
を
ね
。
そ
う
し
て
そ
れ
に
籠
一
杯
の
普
通
の
林
檎
を
混
ぜ
、
顔
を
作
り
、
百
姓
女
の
よ
う
な
身
な
り
に

な
る
と
、
ま
た
し
て
も
七
つ
の
山
を
越
え
、
ち
い
ち
ゃ
な
小
人
た
ち
の
お
う
ち
の
扉
を
ほ
と
ほ
と
叩
い
て
、
こ
う
叫
び
ま
し
た
。「
ほ

う
い
、
見
事
な
林
檎
を
買
わ
ん
か
ね
え
、
買
わ
ん
か
ね
え
」。
雪
白
ち
ゃ
ん
は
窓
か
ら
外
を
覗
き
、「
お
余
所
へ
行
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
、

お
ば
さ
ん
。
わ
た
し
、
扉
を
開
け
ち
ゃ
い
け
な
い
し
、
何
を
買
っ
て
も
い
け
な
い
の
」
と
言
い
ま
し
た
。

　
「
そ
れ
で
も
か
ま
わ
な
い
よ
、
好い

い
子
ち
ゃ
ん
」
と
偽
の
百
姓
女
。「
あ
ん
た
が
買
わ
な
く
た
っ
て
、
あ
た
し
ゃ
、
こ
の
見
事
な
林
檎

は
皆
片
付
け
ち
ま
え
る
だ
ろ
う
よ
。
あ
ん
た
に
ゃ
一
つ
た
だ
で
あ
げ
よ
う
」。

　
「
い
い
え
、
と
っ
て
も
あ
り
が
た
い
ん
で
す
け
ど
、
わ
た
し
、
何
も
戴い

た
だ

け
ま
せ
ん
わ
」
と
雪
白
ち
ゃ
ん
。「
こ
の
林
檎
に
毒
が
あ
る
、

と
で
も
考
え
て
る
ん
か
ね
。
ほ
ら
、
ご
覧
な
、
あ
た
し
ゃ
自
分
で
味
見
す
る
よ
。
な
ん
て
ま
あ
美
味
し
い
ん
だ
ろ
。
あ
ん
た
、
生
涯
こ

ん
な
林
檎
、
食
べ
た
こ
と
は
あ
り
ゃ
せ
ん
さ
」。
こ
う
言
い
な
が
ら
ま
や
か
し
女
は
毒
入
り
じ
ゃ
な
い
方
の
半
分
に
噛
み
つ
い
て
み
せ

た
の
。
だ
も
ん
で
雪
白
ち
ゃ
ん
は
む
ら
む
ら
と
な
っ
て
、
林
檎
に
手
を
差
し
伸
べ
ま
し
た
。
百
姓
女
は
林
檎
を
渡
す
と
、
そ
の
場
を
動

か
な
い
で
い
ま
し
た
。
雪
白
ち
ゃ
ん
が
林
檎
の
綺
麗
な
赤
い
ほ
っ
ぺ
を
し
た
半
分
を
噛
ん
だ
と
た
ん
、
雪
白
ち
ゃ
ん
の
綺
麗
な
赤
い

ほ
っ
ぺ
か
ら
さ
あ
っ
と
血
の
気
が
引
き
、
ぱ
っ
た
り
倒
れ
て
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

　
「
さ
て
、
こ
れ
で
お
ま
え
は
お
だ
ぶ
つ
さ
、
こ
の
あ
ま
っ
ち
ょ
」
と
王
妃
は
言
い
捨
て
て
立
ち
去
り
、
帰
り
着
く
と
ま
た
鏡
の
前
に

行
き
、
ま
た
こ
う
訊
ね
ま
し
た
。

「
鏡
よ
、
壁
の
鏡
さ
ん
、

国
中
で
一
番
綺
麗
な
の
は
だ
あ
れ
」。
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す
る
と
鏡
は
今
度
は
こ
う
答
え
た
の
で
す
。

「
あ
な
た
で
す
、
王
妃
様
、
あ
な
た
だ
け
が
国
で
一
番
お
綺
麗
」。

　

こ
う
し
て
邪
な
王
妃
の
心
は
す
っ
か
り
満
ち
足
り
ま
し
た
。
邪
さ
、
悪
巧
み
、
人
殺
し
の
罪
で
一
杯
の
心
が
満
ち
足
り
る
限
り
で
す

け
ど
。

　

一
方
七
人
の
優
し
い
小
人
た
ち
は
、
帰
っ
て
来
て
、
う
ち
の
雪
白
ち
ゃ
ん
が
す
っ
か
り
死
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
時
、

な
ん
て
び
っ
く
り
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
原
因
を
調
べ
よ
う
と
し
ま
し
た
が
無
駄
で
し
た
。
黄
金
チ
ン
キ
剤
の
霊れ

い
げ
ん験

を
試
し
て
み

ま
し
た
が
無
駄
で
し
た
。
雪
白
ち
ゃ
ん
は
今
は
も
う
死
ん
で
し
ま
っ
て
、
そ
の
ま
ま
で
し
た
。

　

そ
こ
で
悲
し
み
に
く
れ
た
小
人
た
ち
は
愛い

と

し
い
子
ど
も
を
棺
台
に
横
た
え
、
そ
の
周
り
に
坐
り
込
ん
で
、
三
日
の
間
涙
を
流
し
、
そ

れ
か
ら
埋
葬
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
で
も
雪
白
ち
ゃ
ん
は
一
向
に
死
ん
だ
よ
う
に
は
見
え
ず
、
眠
っ
て
い
る
女
の
子
の
よ
う
に
活
き
活

き
し
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
小
人
た
ち
は
こ
の
子
を
独
り
で
土
の
下
に
沈
め
て
し
ま
う
気
に
は
な
れ
ず
、
硝ガ

ラ
ス子

で
美
し
い
柩

ひ
つ
ぎ

を
拵
え
、
そ
の
中
に
寝
か
せ
、
上
に
「
雪
白
ち
ゃ
ん
、
王
女
」
と
記
し
ま
し
た
。

─
そ
れ
か
ら
柩
を
七
つ
の
山
の
一
つ
の
頂

い
た
だ
きに

据

え
、
い
つ
も
小
人
た
ち
の
一
人
が
そ
の
傍
で
見
張
り
に
立
ち
ま
し
た
。
森
の
中
か
ら
動
物
た
ち
も
や
っ
て
来
て
、
雪
白
ち
ゃ
ん
を
悼い

た

ん

で
泣
き
ま
し
た
。
梟

ふ
く
ろ
うや

鴉か
ら
す

や
小こ

鳩ば
と

が
ね
。

　

こ
う
し
て
雪
白
ち
ゃ
ん
は
何
年
も
何
年
も
柩
の
中
に
横
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
腐
っ
た
り
せ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
降
っ
た
ば
か

り
の
雪
の
よ
う
に
爽さ

わ

や
か
で
真
っ
白
で
し
た
し
、
頬
っ
ぺ
は
元
通
り
咲
き
立
て
の
血
紅
色
の
薔
薇
み
た
い
に
真
っ
赤
に
な
り
、
髪
の
毛

は
真
っ
黒
な
黒
檀
色
で
し
た
。
さ
て
、
う
ら
若
い
端
麗
な
王
子
が
七
つ
の
山
の
中
で
道
に
迷
っ
て
、
ち
い
ち
ゃ
な
小
人
た
ち
の
お
う
ち
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に
辿た

ど

り
着
き
、
硝ガ

ラ
ス子

の
柩
が
据
え
て
あ
る
の
を
目
に
し
、
そ
の
上
に
記
さ
れ
た
「
雪
白
ち
ゃ
ん
、
王
女
」
と
い
う
碑
銘
を
読
み
ま
し

た
。

─
そ
し
て
、
雪
白
ち
ゃ
ん
の
入
っ
て
い
る
柩
を
ど
う
か
譲
っ
て
く
だ
さ
い
、
わ
た
し
は
こ
れ
を
買
い
取
り
た
い
、
と
小
人
た
ち

に
頼
み
ま
し
た
。

　

け
れ
ど
も
小
人
た
ち
は
「
わ
し
ら
は
黄き

ん金
を
た
っ
ぷ
り
持
っ
て
い
る
。
あ
ん
た
の
黄き

ん金
な
ど
要
ら
な
い
。
そ
れ
に
世
界
中
の
黄き

ん金
と

引
き
替
え
だ
っ
て
こ
の
柩
を
渡
し
は
し
な
い
」
と
言
い
ま
し
た
。

─
「
そ
れ
な
ら
贈
り
物
と
し
て
く
だ
さ
い
」
と
王
子
は
懇
願
し
ま

し
た
。「
わ
た
し
は
雪
白
ち
ゃ
ん
な
し
で
は
い
ら
れ
な
い
。
わ
た
し
は
こ
の
子
を
こ
の
上
も
な
く
敬
い
、
神
聖
な
も
の
と
し
て
か
し
ず

く
つ
も
り
で
す
。
そ
し
て
わ
た
し
の
居
城
の
最
も
立
派
な
部
屋
に
安
置
さ
せ
ま
す
。
ど
う
か
お
願
い
で
す
」。

　

す
る
と
小
人
た
ち
は
憐
れ
に
思
っ
て
心
を
動
か
し
、
硝ガ

ラ
ス子

の
柩
の
雪
白
ち
ゃ
ん
を
王
子
へ
の
贈
り
物
と
し
ま
し
た
。
王
子
は
柩
を
従

者
た
ち
に
預
け
、
注
意
深
く
運
ん
で
行
く
よ
う
言
い
つ
け
、
物
思
い
に
沈
み
な
が
ら
、
そ
の
あ
と
を
随つ

い
て
行
き
ま
し
た
。
す
る
と
従

者
の
一
人
が
木
の
根
っ
こ
に
躓つ

ま
ず

い
た
の
で
、
柩
が
ぐ
ら
り
と
揺
れ
、
あ
や
う
く
落
と
し
て
し
ま
い
そ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
ん
な
風
に

揺
さ
ぶ
ら
れ
た
の
で
、
雪
白
ち
ゃ
ん
が
ま
だ
口
に
含
ん
で
い
た
（
な
に
し
ろ
噛か

ん
だ
も
の
を
呑
み
込
ま
な
い
う
ち
に
ぱ
っ
た
り
倒
れ
た

も
の
で
す
か
ら
）
毒
の
あ
る
林
檎
の
か
け
ら
が
口
の
中
か
ら
飛
び
出
し
、
雪
白
ち
ゃ
ん
は
一
遍
に
甦

よ
み
が
えり

ま
し
た
。

　

王
子
は
急
い
で
こ
の
子
を
下
に
下
ろ
さ
せ
、
柩
を
開
く
と
、
両
腕
に
抱
い
て
外
に
出
し
、
事
情
を
全
て
語
っ
て
聞
か
せ
ま
し
た
。
そ

し
て
こ
う
な
る
と
い
よ
い
よ
ま
す
ま
す
愛い

と

し
く
て
堪
ら
ず
、
奥
方
に
す
る
こ
と
に
し
、
す
ぐ
さ
ま
父
王
の
お
城
に
連
れ
て
行
き
ま
し

た
。
や
が
て
絢け

ん
ら
ん爛

豪
華
な
ご
婚
礼
の
準
備
が
調
い
、
高
貴
な
お
客
様
が
た
が
た
く
さ
ん
招
待
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
例
の
邪
な
王

妃
も
い
た
の
で
す
。
王
妃
は
こ
の
上
も
な
く
美
し
く
お
め
か
し
を
し
て
、
鏡
の
前
に
行
き
、
ま
た
こ
う
訊
ね
ま
し
た
。

「
鏡
よ
、
壁
の
鏡
さ
ん
、
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国
中
で
一
番
綺
麗
な
の
は
だ
あ
れ
」。

　

す
る
と
鏡
は
答
え
ま
し
た
。

「
王
妃
様
、
あ
な
た
は
こ
こ
で
は
一
番
綺
麗
、

で
も
、
若
い
王
妃
は

あ
な
た
よ
り
何
千
倍
も
美
し
い
」。

　

王
妃
は
妬
み
と
羨
望
の
あ
ま
り
ど
う
し
た
も
の
や
ら
訳
が
分
か
ら
な
く
な
り
、
不
安
で
不
安
で
な
ら
ず
ず
、
初
め
は
ご
婚
礼
な
ど
へ

全
然
行
き
た
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
そ
れ
か
ら
、
自
分
よ
り
美
し
い
、
と
さ
れ
た
女
を
見
た
く
な
り
、
出
掛
け
て
行
き
ま
し

た
。
そ
し
て
大
広
間
に
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、
雪
白
ち
ゃ
ん
が
こ
の
上
も
な
く
美
し
い
花
嫁
と
し
て
立
ち
現
れ
た
の
で
し
た
。
そ
こ
で

王
妃
は
驚
き
の
あ
ま
り
く
た
く
た
と
く
ず
お
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

さ
て
雪
白
ち
ゃ
ん
は
こ
の
上
も
な
く
美
し
い
ば
か
り
で
な
く
、
寛
大
で
気
高
い
心
の
持
ち
主
で
し
た
か
ら
、
不
実
な
王
妃
か
ら
蒙

こ
う
む

っ

た
悪
事
に
自
分
か
ら
仕
返
し
を
す
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
毒
蛇
が
出
て
来
て
、
こ
れ
が
邪
な
王
妃
の
心
臓
を
喰

い
尽
く
し
た
の
で
す
。
こ
の
蛇
と
い
う
の
は
妬
み
で
し
た
。
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解
題

　

出
典
に
関
す
る
メ
モ
。
口
承
。
し
か
し
な
が
ら
大
体
は
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
グ
リ
ム
の
昔

メ
ル
ヒ
ェ
ン

話
集
五
三
か
ら
。

　

K
H
M
五
三
「
雪
白
姫
」Sneew

ittchen

（
一
八
一
二
年
に
は
ま
だ
括
弧
付
き
でSchneew

eißchen

な
る
表
題
が
併
記
さ
れ
て
い
た
）
が
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ

ン
の
専
ら
の
手
本
だ
っ
た
こ
と
は
あ
り
得
る
。

　

K
H
M
五
三
「
雪
白
姫
」Sneew

ittchen

に
相
当
。

　

A
T
七
〇
九
「
雪
白
」Snow

-W
hite.

　

原
題Schneew

eißchen.
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五
二　

茨
い
ば
ら

姫ひ
め

　

昔
む
か
し
王
と
王
妃
が
お
り
ま
し
た
が
、
子
ど
も
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
明
け
て
も
暮
れ
て
も
、
子
ど
も
が
欲
し
い
、
と
思

い
続
け
て
い
ま
し
た
。
さ
て
、
王
妃
が
沐も

く
よ
く浴

し（
（89
（

て
、
独
り
っ
き
り
に
な
っ
た
時
、
溜
め
息
を
つ
い
て
「
あ
あ
、
子
ど
も
が
い
た
ら
な

あ
」
と
洩
ら
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
す
る
と
水
の
中
か
ら
蛙か

え
る

が
ぴ
ょ
ん
と
跳
び
出
し
て
、「
願
っ
た
通
り
に
な
り
ま
す
よ
」
と
申

し
ま
し
た
。

　

そ
し
て
そ
れ
か
ら
王
妃
は
お
姫
様
を
授
か
っ
た
の
で
す
。
こ
の
子
は
飛
び
切
り
綺
麗
で
し
た
。
王
は
一
番
の
願
い
が
叶か

な

っ
た
の
で
こ

の
上
も
な
く
喜
び
、
盛
大
な
祝
宴
を
催
し
て
、
こ
れ
に
友
人
た
ち
を
全
て
招
待
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
国
に
も
賢
い
女
た
ち（

（90
（

が
住

ん
で
い
ま
し
た
。
こ
の
ひ
と
た
ち
は
魔
法
を

使
い
、
奇き

蹟せ
き

を
起
こ
す
力
を
備
え
て
お
り
、

あ
ら
ゆ
る
民
衆
か
ら
と
て
も
畏お

そ

れ
敬
わ
れ
て

い
ま
し
た
。
で
、
王
も
こ
の
ひ
と
た
ち
を
招

い
て
、
黄き

ん金
の
お
皿
で
食
べ
て
も
ら
う
こ
と

に
し
ま
し
た
。
で
も
そ
の
頃
は
王
侯
だ
っ
て

今
み
た
い
に
そ
ん
な
に
た
く
さ
ん
［
黄き

ん金
の
］

鉢
や
お
皿
を
持
っ
て
い
た
わ
け
じ
ゃ
あ
り
ま

せ
ん
。
こ
の
王
が
持
っ
て
い
た
の
は
一
打ダ

ー
ス、

つ
ま
り
十
二
枚
だ
っ
た
の
で
す
が
、
賢
い
女
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は
十
三
人
い
た
の
で
す
。
そ
こ
で
十
二
人
し
か
招
待
で
き
ず
、
十
三
人
目
は
ほ
っ
た
ら
か
し
で
し
た
。
そ
の
こ
と
を
こ
の
女
は
悪
く
取

り
ま
し
た
。

　

賢
い
女
た
ち
は
王
の
子
に
ご
く
ご
く
素
晴
ら
し
い
贈
り
物
を
し
ま
し
た
。
美
し
さ
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
だ
っ
て
、
こ
の
子
に
は
も

う
そ
れ
は
あ
っ
た
の
で
す
か
ら
。
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
愛あ

い

嬌き
ょ
う、

明
る
さ
、
優
雅
さ
、
優
し
い
気
立
て
、
慎
ま
し
さ
、
敬け

い
け
ん虔

さ
、
淑し

と

や
か

さ
、
美
徳
、
誠
実
さ
、
分
別
、
富
と
い
っ
た
も
の
。
で
、
丁
度
十
二
番
目
の
賢
い
女
が
自
分
の
願
い
事
を
口
に
出
そ
う
と
し
た
時
、
招

か
れ
な
か
っ
た
十
三
番
目
が
部
屋
に
入
っ
て
来
、
怒
り
に
燃
え
て
こ
う
叫
び
ま
し
た
。「
十
五
歳
に
な
っ
た
ら
こ
の
王
女
は
紡つ

む錘
に（

（9（
（

刺

さ
れ
て
倒
れ
て
死
ぬ
こ
と
に
な
る
の
だ
」。
こ
う
言
い
捨
て
る
な
り
性
悪
な
妖

ア
ル
ル
ー
ネ精

は（
（92
（

姿
を
消
し
、
他
の
一
同
は
仰
天
し
て
立
ち
す
く
み

ま
し
た
。
な
ぜ
っ
て
、
賢
い
女
と
い
う
の
は
効
き
目
の
な
い
言
葉
は
吐
か
な
い
も
の
で
す
か
ら
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
十
二
番
目
の
賢

い
女
は
自
分
の
願
い
事
を
口
に
出
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
る
ほ
ど
こ
の
ひ
と
は
、
だ
れ
か
賢
い
女
が
、
こ
う
な
る
ぞ
、
と
一
旦
予

言
し
た
脅
し
を
打
ち
消
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
穏
や
か
な
も
の
に
変
え
ら
れ
は
し
た
の
で
す
。
そ
こ
で
大
声
で
こ
う
申
し

ま
し
た
。「
王
女
は
た
だ
深
い
眠
り
に
落
ち
る
だ
け
。
そ
の
眠
り
は
百
年
間
続
き
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
に
は
な
り
ま
せ
ぬ
」。
王
は
す
ぐ

さ
ま
国
中
に
布お

ふ
れ告

を
出
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
あ
ら
ゆ
る
紡
錘
は
廃
止
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
糸い

と

繰く
り

車ぐ
る
まが

使
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
さ
て
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
綺
麗
な
王
女
は
、
美
し
さ
で
も
優
雅
さ
で
も
愛
嬌
で
も
温
和
さ
で
も
謙
虚
さ
で
も
貞
淑
さ
で
も
気
立

て
の
良
さ
で
も
美
徳
で
も
分
別
で
も
ま
た
と
類
の
な
い
乙
女
に
成
長
し
、
十
五
歳
に
な
る
と
、
こ
の
姫
君
を
知
る
だ
れ
か
ら
も
愛
さ
れ

た
の
で
す
。
い
や
、
崇
拝
さ
れ
た
、
と
言
っ
た
方
が
い
い
で
し
ょ
う
。
姫
君
は
丁
度
こ
の
時
お
城
の
中
を
ち
ょ
っ
と
見
て
廻
り
た
く
な

り
、
幾
つ
も
の
部
屋
を
通
り
抜
け
、
と
あ
る
階
段
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。
こ
の
階
段
は
古
い
塔
に
通
じ
て
い
ま
し
た
。
姫
君
は
そ
れ
を

昇
っ
て
行
く
と
、
小
さ
な
扉
に
辿た

ど

り
着
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
古
い
、
錆
び
つ
い
た
鍵
が
差
し
込
ん
で
あ
り
ま
し
た
。
う
ら
若
い
乙
女

は
皆
そ
う
で
す
が
、
知
り
た
が
り
屋
の
姫
君
は
ぐ
る
り
と
そ
の
鍵
を
回
し
ま
し
た
。
す
る
と
扉
は
す
ぐ
に
開
き
ま
し
た
。
中
に
は
お
そ
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ろ
し
く
年
を
取
っ
た
婆
様
が
一
人
坐
っ
て
い
て
、
紡

錘
を
使
っ
て
せ
っ
せ
と
糸
を
紡
い
で
い
ま
し
た
。
こ

の
女
は
ど
う
や
ら
王
の
命
令
を
聞
い
た
り
読
ん
だ
り

し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
も

と
っ
く
に
忘
れ
ち
ゃ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
こ
踊
り
回
り
、
上
に
下
に
と
旋
回
す
る

紡
錘
を
見
た
う
ら
若
い
王
女
は
と
て
も
嬉
し
が
り
、

さ
っ
と
紡
錘
を
摑つ

か

み
、
自
分
も
糸
紡
ぎ
を
し
よ
う
と

し
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
で
手
を
刺
し
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。
な
に
し
ろ
丁
度
、
あ
の
憤
慨
し
た
賢
い
女

の
予
言
が
成
就
す
る
日
だ
っ
た
ん
で
す
も
の
。
そ
こ

で
王
女
は
倒
れ
て
眠
り
に
落
ち
ま
し
た
。
こ
の
同
じ

眠
り
は
王
と
王
妃
、
そ
れ
か
ら
お
城
中
に
も
襲
い
掛

か
り
ま
し
た
。
お
城
暮
ら
し
っ
て
の
は
と
っ
て
も
退
屈
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。
宮
廷
の
ひ
と
た
ち
全
体
、
侍
従
長
か
ら
厨

ち
ゅ
う
ぼ
う房

の
下
働
き
の
こ
ぞ
う
ま
で
寝
入
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
ぞ
う
は
し
く
じ
り
を
や
ら
か
し
た
の
で
丁
度
料
理
番
が
そ
の
髪
の
毛
を
引
っ
摑
ん

で
、
横
っ
面
に
び
ん
た
を
喰く

ら
わ
そ
う
と
し
て
い
た
ん
で
す
が
。
料
理
番
も
酒さ

か
ぐ
ら蔵

番
も
、
年
輩
の
侍
女
も
若
い
侍
女
も
、
有う

象ぞ
う

も
無む

象ぞ
う

も
、
犬
も
猫
も
、
屋
根
の
上
の
鳩は

と

も
雀す

ず
め

も
、
孔く

雀じ
ゃ
くも

鸚お
う

鵡む

も
、
壁
に
止
ま
っ
て
い
た
蠅は

え

ま
で
も
、
皆
寝
ま
し
た
。
竈か

ま
ど

の
火
は
横
に
な
っ

て
眠
り
、
風
も
静
ま
り
、
何
も
か
も
小こ

鼠ね
ず
みみ

た
い
に
ひ
っ
そ
り
か
ん
と
し
て
、
小
鼠
の
囓か

じ

る
音
も
お
城
中
ど
こ
で
も
も
う
聞
こ
え
ま
せ
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ん
で
し
た
。
な
に
し
ろ
小
鼠
も
眠
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
。
そ
し
て
こ
の
魔
法
に
掛
か
っ
た
、
ま
ど
ろ
み
の
お
城
に
や
っ
て
来
る
人
間
は

も
は
や
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
城
の
周
り
に
は
巨
大
な
茨
の
生
け
垣
が
生
い
茂
り
、
毎
年
何
靴シ

ュ
ー尺

か（
（93
（

背
丈
が
高
く
な
っ
た
の
で
、
と

う
と
う
お
城
の
一
番
高
い
塔
よ
り
伸
び
て
、
旗
や
風か

ざ

見み

鶏ど
り

さ
え
見
え
な
く
な
り
、
幅
も
と
て
も
分
厚
い
の
で
、
人
っ
子
一
人
通
り
抜
け

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
お
城
の
こ
と
は
だ
ん
だ
ん
に
忘
れ
ら
れ
、
茨
の
向
こ
う
に
お
城
が
一
つ
あ
り
、
そ
の
中
に
魔
法
の

掛
か
っ
た
王
女
の
茨
姫
が
眠
っ
て
い
る
、
も
う
ど
れ
く
ら
い
眠
っ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
か
ら
ど
れ
く
ら
い
眠
る
の
か
、
だ
れ
に
も
分
か

ら
な
い
、
と
い
う
言
い
伝
え
だ
け
が
あ
る
の
で
し
た
。
な
る
ほ
ど
時
時
王
子
た
ち
が
や
っ
て
来
て
、
生
け
垣
を
押
し
通
ろ
う
と
し
ま
し

た
。
け
れ
ど
も
生
け
垣
は
な
ん
と
も
厚
過
ぎ
ま
し
た
の
で
、
お
城
ま
で
行
き
着
く
こ
と
は
で
き
ず
、
茨
の
中
に
絡
み
込
ま
れ
た
ま
ま
、

そ
こ
で
惨
め
な
死
に
方
を
し
た
の
で
す
。

　

さ
て
こ
ん
な
具
合
に
し
て
百
年
が
過
ぎ
去
り
、
茨
姫
が
ま
た
目
を
覚
ま
す
は
ず
の
時
が
到
来
し
ま
し
た
。
で
も
だ
あ
れ
も
そ
の
こ
と

を
ち
ゃ
ん
と
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
へ
ま
た
一
人
王
子
が
や
っ
て
来
ま
し
た
。
こ
の
ひ
と
は
眠
っ
て
い
る
茨
姫
の
物
語
を
あ
る

爺じ
い

様
の
口
か
ら
聴
い
た
の
で
す
。
爺
様
は
、
王
子
に
こ
の
話
は
本
当
で
す
、
な
に
し
ろ
て
ま
え
の
父
親
と
曾
祖
父（

（94
（

が
何
度
も
何
度
も

語
っ
て
聞
か
せ
た
の
で
す
か
ら
、
と
請
け
合
っ
た
も
の
。
そ
し
て
爺
様
は
王
子
を
厭い

と

わ
し
い
噂
の
茨
の
生
け
垣
の
と
こ
ろ
へ
案
内
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
な
っ
た
の
は
ま
さ
に
茨
姫
が
魔
睡
に
陥
っ
て
か
ら
百
年
目
の
当
日
で
し
た
。
茨
の
生
け
垣
に
は

薔ば

ら薇
の
花
が
一
面
に
咲
い
て
い
ま
し
た
。
こ
ん
な
こ
と
は
つ
い
ぞ
覚
え
が
な
い
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
王
子
が
茨
の
生
け
垣
を
通
り

抜
け
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
王
子
の
着
て
い
る
も
の
に
棘と

げ

一
本
触
れ
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
王
子
の
う
し
ろ
で
す
ぐ
生
け
垣
は
元

通
り
閉
じ
る
の
で
し
た
。
そ
し
て
王
子
に
は
何
も
か
も
昔
の
ま
ん
ま
な
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
風
が
吹
い
た
跡
も
雨
に
濡
れ
た
跡
も

な
く
、
百
年
と
い
う
刻と

き

は
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
も
の
た
ち
の
頭
上
を
ご
く
ひ
っ
そ
り
と
飛
び
去
っ
て
行
っ
た
の
で
す
。
白
鳥
が
夢
見
て
い

る
睡す

い
れ
ん蓮

で
一
杯
の
静
か
な
湖
の
上
を
越
え
る
よ
う
に
。
ど
の
蠅
も
ど
の
小
鼠
も
ま
だ
眠
っ
て
い
ま
し
た
。
雄お

ん
ど
り鶏

も
雌め

ん
ど
り鶏

も
、
猫
も
犬
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も
、
下げ

女じ
ょ

も
侍
女
も
、
侍
従
も
従
僕
も
、
眠
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
王
も
王
妃
も
ね
。
こ
れ
ら
全
て
を
目
の
当
た
り
に

し
て
大
層
驚
嘆
し
た
王
子
は
、
今
度
は
例
の
塔
の
中
を
昇
っ

て
行
き
ま
し
た
。
そ
し
て
あ
の
部
屋
に
入
り
ま
し
た
。
そ
こ

に
は
愛
ら
し
い
茨
姫
が
横
た
わ
り
、
と
て
も
安
ら
か
に
眠
っ

て
い
て
、
あ
ど
け
な
さ
と
い
う
後
光
、
美
し
さ
と
い
う
輝
き

に
神
神
し
く
包
ま
れ
て
お
り
ま
し
た
。
王
子
は
身
を
屈か

が

め
て
、

茨
姫
に
接く

ち
づ
け吻

し
ま
し
た
。

　

す
る
と
そ
の
と
た
ん
、
姫
は
目
を
開
け
ま
し
た
。
王
子
は

姫
に
、
起
こ
っ
た
こ
と
を
一
切
物
語
り
、
案
内
し
て
お
城
に

降
り
ま
し
た
。
す
る
と
何
も
か
も
目
を
覚
ま
し
ま
し
た
。
王

も
王
妃
も
、
小
人
も
小
間
使
い
も
、
犬
た
ち
も
馬
た
ち
も
、

火
も
水
も
、
風
も
風
見
鶏
も
。
そ
し
て
料
理
番
は
厨
房
の
下

働
き
の
こ
ぞ
う
の
横
っ
面
に
百
年
前
に
払
う
は
ず
で
そ
の
ま

ん
ま
に
な
っ
て
い
た
び
ん
た
を
喰
ら
わ
せ
、
全
て
元
通
り
動

き
だ
し
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
壮
麗
な
ご
婚
礼
、
つ
ま
り
、

王
子
と
眠
り
か
ら
救
い
出
さ
れ
た
茨
姫
の
ご
婚
礼
が
執と

り
行

わ
れ
、
二
人
は
生
涯
を
終
わ
る
ま
で
幸
せ
に
何
不
足
な
く
一
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緒
に
暮
ら
し
ま
し
た
。

解
題

　

出
典
に
関
す
る
メ
モ
。
口
承
。
グ
リ
ム
の
昔

メ
ル
ヒ
ェ
ン

話
集
五
〇
。
E
・
ノ
イ
ロ
イ
タ
ーE. N

eureuther

に
よ
る
こ
の
上
な
く
機
知
に
富
ん
だ
腐エ

ッ
チ
ン
グ

蝕
技
法
の
挿
絵
あ

り
。
こ
の
昔

メ
ル
ヒ
ェ
ン

話
の
冒
頭
は
「
雪
白
ち
ゃ
ん
」Schneew

eißchen

を
想
い
出
さ
せ
る
。

　

オ
イ
ゲ
ン
・
ノ
イ
ロ
イ
タ
ー
（
一
八
〇
六
―
八
二
）Eugen N

eureuther

は
図
案
家
に
し
て
画
家
と
し
て
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
に
在
住
し
て
い
た
。
一
八
三
五

年
彼
は
茨
姫
の
昔

メ
ル
ヒ
ェ
ン

話
を
鋼
板
に
腐
蝕
技
法
で
絵
に
し
た
。
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
直
接
K
H
M
五
〇
「
茨
姫
」D

ornröscheen

に
依
拠
し
た
こ
と
は
確
実
。
グ

リ
ム
兄
弟
の
方
は
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
の
「
眠
れ
る
森
の
美
女
」La Belle au bois dorm

ant

〈「
森
の
眠
れ
る
美
女
」La Belle dorm

ant au bois

と
理

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。『
過
ぎ
し
昔
の
物
語
あ
る
い
は
お
伽
話
、
な
ら
び
に
教
訓
』
ま
た
の
名
『
鵞
鳥
お
ば
さ
ん
の
お
伽
話
』（
一
六
九
七
）Charles 

Perrault: Les H
istoires ou Contes du tem

ps passé. A
vec M

oralitéz 

（=
 M

oralités

）/ Contes de m
a m

ère l

’Oye 

（=
l

’Oie

）
の
一
番
〉
に
ま
で

遡
っ
て
い
る
。

　

K
H
M
五
〇
「
茨
姫
」D

ornröscheen
に
相
当
。

　

A
T
四
一
〇
「
眠
れ
る
美
女
」Sleeping Beauty.

　

原
題D

as D
ornröschen.
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六
二　

灰
か
ぶ
り

　

男
と
女
が
二
人
の
娘
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
人
継
娘
も
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
男
の
方
の
初
め
て
の
か
わ
い
い
子

で
、
ご
く
敬け

い
け
ん虔

で
良
い
気
立
て
で
し
た
。
で
も
継ま

ま
は
は母

と
義
理
の
姉
た
ち（

（95
（

か
ら
好
か
れ
ず
、
ひ
ど
い
扱
い
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
一
日
中

台
所
で
過
ご
し
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
台
所
仕
事
を
こ
な
し
、
朝
早
く
に
起
き
て
、
炊
事
、
洗
濯
、
掃
除
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
し
、
夜
は
夜
で
屋
根
裏
部
屋（

（96
（

で
寝
な
く
っ
ち
ゃ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
で
も
こ
の
子
は
、
時
時
竈か

ま
どの

暖ぬ
く

灰ば
い

に
這は

い
込
ん
で
、
体

を
温
め
る
方
が
ま
し
だ
、
と
思
っ
た
の
で
、
ど
う
し
た
っ
て
さ
っ
ぱ
り
と
は
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
母
親
と
姉
た
ち
は
灰
か
ぶ

り
っ
子（

（97
（

と
呼
ぶ
よ
う
に
さ
え
な
り
ま
し
た
。
蔑さ

げ
す

み
と
意
地
悪
根
性
か
ら
そ
う

い
う
綽あ

だ

名な

を
付
け
た
の
で
す
。

　

あ
る
時
父
親
は
大お

お

市い
ち

に（
（98
（

行
く
た
め
旅
に
出
る
こ
と
に
な
り
、
娘
た
ち
に
向

か
っ
て
、
何
を
土
産
に
持
っ
て
帰
ろ
う
か
、
と
訊た

ず

ね
ま
し
た
。
す
る
と
一
人

は
、
綺
麗
な
衣
装
を
幾
着
か
、
も
う
一
人
は
真
珠
と
宝
石
が
欲
し
い
、
と
言

い
ま
し
た
。
で
も
灰
か
ぶ
り
は
一
本
の
緑
の
榛

は
し
ば
みの

若
枝（

（99
（

し
か
望
み
ま
せ
ん
で

し
た
。
父
親
は
こ
の
望
み
も
叶か

な

え
て
や
り
ま
し
た
。
姉
た
ち
は
お
め
か
し
を

し
た
り
、
飾
り
立
て
た
り
し
ま
し
た
が
、
灰
か
ぶ
り
は
若
枝
を
母
親
の
お
墓

に
植
え
て（

200
（

、
毎
日
そ
れ
に
自
分
の
涙
を
注
ぎ
ま
し
た
。
す
る
と
若
枝
は
と
て

も
早
く
育
ち
、
見
事
な
小
さ
い
木
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
灰
か
ぶ
り
が
母

親
の
お
墓
の
上
で
涙
を
流
す
た
び
に
、
い
つ
も
一
羽
の
小
鳥
が
飛
ん
で
来
て
、
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こ
の
子
を
い
と
お
し
げ
に
見
詰
め
る
の
で
し
た
。

　

さ
て
、
王
が
祝
宴
を
催
し
て
、
こ
れ
に
国
中
の
未
婚
の
乙
女
た
ち
を
招
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
王
子
に
乙
女
た
ち
の
う
ち
か
ら
花

嫁
を
選
ば
せ
よ
う
と
い
う
の
で
す
。
そ
こ
で
姉
た
ち
は
飛
び
切
り
魅
力
的
に
め
か
し
込
み
、
灰
か
ぶ
り
は
姉
た
ち
の
髪
を
梳と

か
し
て
、

綺
麗
に
編
ん
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
灰
か
ぶ
り
も
ど
ん
な
に
か
一
緒
に
舞
踏
会
に
行
き
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
ん

な
こ
と
は
だ
あ
れ
も
考
え
も
し
ま
せ
ん
。
と
う
と
う
思
い
切
っ
て
、
行
く
の
を
許
し
て
く
だ
さ
い
、
と
口
に
す
る
と
、
舞
踏
会
に
行
き

た
い
な
ん
て
よ
く
ま
あ
思
い
つ
い
た
も
の
ね
、
だ
っ
て
綺
麗
な
衣

装
一
つ
あ
り
ゃ
し
な
い
じ
ゃ
な
い
の
、
そ
れ
に
靴
さ
え
な
い
く
せ

に
さ
、
と
こ
っ
ぴ
ど
く
笑
い
飛
ば
さ
れ
ま
し
た
。
性
悪
の
継
母
は

急
い
で
鉢
一
杯
の
扁ひ

ら

豆ま
め

を（
20（
（

持
っ
て
来
る
と
、
こ
れ
を
灰
の
中
に
ぶ

ち
ま
け
て
、
こ
う
言
っ
た
の
で
す
。「
そ
ら
、
そ
ら
、
灰
か
ぶ
り
。

し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
こ
と
を
す
る
ん
だ
よ
。
ま
ず
扁
豆
を
選よ

り
分

け
る
ん
だ
。
そ
し
た
ら
一
緒
に
行
っ
て
い
い
。
で
も
、
二
時
間
で

済
ま
せ
な
き
ゃ
い
け
な
い
」。

　

か
わ
い
そ
う
な
子
ど
も
は
お
庭
に
行
っ
て
、
榛
の
木
に
止
ま
っ

て
い
る
い
つ
も
の
小
鳥
と
、
そ
れ
か
ら
鳩
た
ち
に
も
、
良
い
の
は

お
鍋
の
中
に
、
悪
い
の
は
餌え

袋ぶ
く
ろの

中
に
選
り
分
け
て
ち
ょ
う
だ
い
、

と
呼
び
掛
け
ま
し
た
。
す
る
と
す
ぐ
に
鳩
た
ち
や
他
の
鳥
た
ち
が

群
が
っ
て
来
て
、
ろ
く
す
っ
ぽ
経
た
な
い
う
ち
に
、
鉢
一
杯
の
扁
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豆
は
綺
麗
さ
っ
ぱ
り
選
り
分
け
ら
れ
ま
し
た
。
人
の
好
い
こ
の
娘
が
喜
び
勇
ん
で
扁
豆
を
持
っ
て
行
く
と
、
継
母
は
機
嫌
を
悪
く
し
、

今
度
は
鉢
二
杯
分
の
扁
豆
を
灰
の
中
に
ぶ
ち
ま
け
、
こ
れ
も
二
時
間
で
選
り
分
け
る
ん
だ
、
と
言
い
付
け
ま
し
た
。
灰
か
ぶ
り
は
泣
き

ま
し
た
が
、
ま
た
小
鳥
た
ち
に
呼
び
掛
け
ま
し
た
。
今
度
の
仕
事
も
す
ぐ
に
片
付
き
ま
し
た
。
そ
れ
な
の
に
約
束
は
守
っ
て
貰も

ら

え
ず
、

笑
い
飛
ば
さ
れ
た
の
で
す
。
だ
っ
て
、
あ
ん
た
は
衣
装
や
靴
を
持
っ
て
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
れ
に
そ
の
ま
ん
ま
じ
ゃ
決
し
て
ひ
と
さ

ま
の
前
に
出
さ
れ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
、
王
子
様
や
そ
の
他
だ
れ
か
れ
が
あ
ん
た
な
ん
ぞ
と
踊
る
よ
う
な
悪
い
ご
趣
味
を
お
持
ち
で
も
ね

え
。
こ
う
言
い
捨
て
て
高
慢
ち
き
な
女
た
ち
は
出
掛
け
て
し
ま
い
、
灰
か
ぶ
り
は
悲
し
み
の
ど
ん
底
に
突
き
落
と
さ
れ
て
あ
と
に
残
さ

れ
ま
し
た
。
灰
か
ぶ
り
は
自
分
の
小
さ
い
木
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
ひ
ど
く
泣
き
ま
し
た
。
す
る
と
あ
の
小
鳥
が
飛
ん
で
来
て
、
こ
う

叫
び
ま
し
た
。

「
か
わ
い
い
子
、
何
が
欲
し
い
か
言
っ
て
ご
覧
、

そ
し
た
ら
お
ま
え
に
あ
げ
る
か
ら
」。

　

そ
こ
で
灰
か
ぶ
り
は
木
に
縋す

が

り
つ
い
て
言
い
ま
し
た
。

「
か
わ
い
い
木
、
ゆ
さ
ゆ
さ
揺
れ
て
ち
ょ
う
だ
い
な
、

か
わ
い
い
木
、
ぐ
ら
ぐ
ら
揺
れ
て
ち
ょ
う
だ
い
な
、

綺
麗
な
衣
装
を
わ
た
し
に
投
げ
て
」。
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す
る
と
綺
麗
な
衣
装
が
一
着
と
高
価
な
靴
下
と
靴
が
ひ
ら
り
と
落
ち
て
来
た
の
で
す
。
灰
か
ぶ
り
は
急
い
で
そ
れ
を
身
に
着
け
る
と

舞
踏
会
に
出
掛
け
ま
し
た
。
こ
の
娘
は
と
て
も
綺
麗
で
し
た
。
い
や
は
や
、
だ
れ
に
も
覚
え
が
な
い
ほ
ど
綺
麗
で
し
た
。
母
親
と
姉
た

ち
で
さ
え
こ
の
娘
が
だ
れ
だ
か
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
王
子
は
こ
の
ひ
と
と
し
か
踊
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
他
の
乙
女
た
ち
と
な
ん
か

じ
ゃ
な
く
て
ね
。
そ
し
て
こ
の
娘
が
宵
に
な
っ
て
帰
る
時
、
う
ち
ま
で
送
ろ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
娘
は
さ
っ
と
逃
げ
て
し
ま
い
、
お

墓
の
上
の
木
の
下
に
急
い
で
衣
装
と
靴
を
脱
ぎ
捨
て
、
お
馴

な
じ染

み
の
灰
の
中
に
横
に
な
り
ま
し
た
。
衣
装
と
靴
は
あ
っ
と
い
う
間
に
消

え
ま
し
た
。

　

こ
ん
な
こ
と
が
そ
れ
か
ら
ま
だ
二
回
あ
り
ま
し
た
。
灰
か
ぶ
り
は
い
つ
で
も
見
抜
か
れ
ず
、
ま
す
ま
す
見
事
な
衣
装
で
舞
踏
会
に
行

き
、
王（

202
（

は
い
つ
も
こ
の
娘
と
し
か
踊
ら
ず
、
い
つ
も
送
っ
て
行
こ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て
三
回
目
に
灰
か
ぶ
り
は
偶
然
小
さ
な
黄き

ん金

の
靴
を
片
方
な
く
し
ま
し
た
。
王
子
は
こ
れ
を
拾
い
上
げ
、
そ
の
華き

ゃ
し
ゃ奢

な
作
り
を
讃
歎
し
て
大
声
を
挙
げ
、
伝
令
官
た
ち
に
命
じ
て
、

こ
の
小
さ
な
靴
に
足
が
ぴ
っ
た
り
合
う
乙
女
を
自
分
の
妃
に
す
る
、
と
布
告
さ
せ
、
試
す
た
め
に
馬
に
乗
っ
て
家
か
ら
家
を
回
り
に
掛

か
り
ま
し
た
。

　

二
人
の
姉
た
ち
は
そ
の
小
さ
な
靴
を
試
し
て
み
ま
し
た
が
無
駄
で
し
た
。
ま
る
で
足
が
ひ
ど
く
大
き
く
な
っ
た
み
た
い
で
し
た
。
そ

こ
で
王
子
は
、
娘
が
三
人
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
訊
ね
ま
し
た
。
す
る
と
主
人
は
「
お
り
ま
す
と
も
、
王
子
様
。
ま
だ
小
さ
い
灰
か

ぶ
り
っ
子
が
お
り
ま
す（

203
（

」
と
答
え
ま
し
た
。
母
親
は
す
ぐ
に
「
あ
ん
な
の
は
ひ
と
さ
ま
の
前
に
出
さ
れ
た
も
の
じ
ゃ
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」

と
付
け
加
え
ま
し
た
。
で
も
王
子
は
、
ど
う
し
て
も
会
い
た
い
、
と
言
い
張
り
ま
し
た
。
灰
か
ぶ
り
が
体
を
さ
っ
ぱ
り
と
洗
い
清
め
て

部
屋
に
入
り
ま
す
と
、
い
つ
も
の
灰
色
の
短
い
仕
事
着
で
し
た
が
、
そ
の
美
し
さ
の
た
め
に
姉
た
ち
は
ま
る
で
か
す
ん
で
し
ま
い
ま
し

た
。
そ
れ
か
ら
灰
か
ぶ
り
が
あ
の
黄き

ん金
の
靴
を
履
き
ま
す
と
、
鋳
型
に
嵌は

め
た
よ
う
に
も
の
の
見
事
に
ぴ
っ
た
り
合
い
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
王
子
は
す
ぐ
さ
ま
見
分
け
も
つ
き
、「
こ
れ
こ
そ
わ
た
し
の
優
雅
な
踊
り
相
手
、
わ
た
し
の
愛い

と

し
い
花
嫁
」
と
叫
ぶ
な
り
、
灰
か
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ぶ
り
を
抱
き
締
め
、
お
城
へ
連
れ
て
行
き
、
盛
大
な
婚
礼
の
祝
宴
を
催
す
よ
う
命
令
し
ま
し
た
。

　

教
会
に
入
る
時
灰
か
ぶ
り
は
黄き

ん金
ず
く
め
の
衣
装
を
身
に
つ
け
、
小
さ
な
黄き

ん金
の
冠
を
頭
に
載
せ
ま
し
た
。
姉
た
ち
は
妬ね

た

み
心
で
一

杯
で
灰
か
ぶ
り
の
右
側
と
左
側
に
付
き
添
い
ま
し
た
。
す
る
と
小
さ
な
榛
の
木
か
ら
例
の
小
鳥
が
や
っ
て
来
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
片
目
を

つ
つ
い
た
の
で
、
こ
ち
ら
の
目
は
見
え
な
く
な
り
ま
し
た
。
花
嫁
が
教
会
か
ら
出
る
時
、
ま
た
ま
た
例
の
小
鳥
が
や
っ
て
来
て
、
ま
た

し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
別
の
目
を
つ
つ
い
た
の
で
、
姉
た
ち
は
妬
み
と
意
地
悪
さ
の
た
め
に
生
涯
失
明
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

解
題

　

出
典
に
関
す
る
メ
モ
。
口
承
。
周
知
。
さ
ま
ざ
ま
に
変
形
。
グ
リ
ム
の
昔

メ
ル
ヒ
ェ
ン

話
集
の
「
灰
か
ぶ
り
」A

schenputtel

は
極
め
て
詳
細
。
冒
頭
は
「
胡
桃
の
小

枝
」N

ußzw
eiglein

（
D
M
B
一
六
）
と
類
縁
あ
り
。
そ
の
他
の
幾
つ
か
と
も
。

　

ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
テ
キ
ス
ト
は
K
H
M
二
一
「
灰
か
ぶ
り
」A

schenputtel

に
依
存
し
て
い
る
。
し
か
し
ず
っ
と
短
く
、
説
明
箇
所
が
よ
り
多
く
、
具
体

的
描
写
が
よ
り
少
な
い
。
細
部
を
書
き
込
む
具
体
的
描
写
を
放
棄
す
る
な
ど
、
お
よ
そ
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
ら
し
か
ら
ぬ
こ
と
。
K
H
M
二
一
、
そ
れ
も
決
定
版

（
一
八
五
七
）
と
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
詰
ま
ら
な
い
。

　

K
H
M
二
一
「
灰
か
ぶ
り
」A

schenputtel
に
相
当
。

　

A
T
五
一
〇
A
「
シ
ン
デ
レ
ラ
」Cinderella.

　

原
題A

schenbrödel.
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六
六　

杜ね

ず松
の
木

　

昔
む
か
し
の
大
昔
、
ま
あ
二
千
年
く
ら
い
前
の
こ
と
、
裕
福
な
男
が
あ
っ
た
。
男
に
は
美
し
く
敬け

い
け
ん虔

な
妻
が
お
り
、
二
人
は
心
底
愛

し
合
っ
て
い
た
。
け
れ
ど
も
子
ど
も
が
な
か
っ
た
。
だ
が
夫
婦
は
子
ど
も
が
欲
し
く
て
な
ら
ず
、
妻
は
こ
れ
を
願
っ
て
日
夜
何
度
も

祈
っ
た
が
、
と
ん
と
全
く
授
か
ら
な
か
っ
た
。
家
の
前
に
は
庭
が
あ
り
、
こ
こ
に
杜
松
の
木（

204
（

が
一
本
立
っ
て
い
た
。
冬
の
あ
る
日
、
妻

は
こ
の
木
の
下
に
立
っ
て
林り

ん

檎ご

を
剥む

い
て
い
た
。
す
る
と
指
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
血
が
雪
の
中
に
滴し

た
た

り
落
ち
た
。「
あ
あ
」
と

言
い
な
が
ら
溜
め
息
を
つ
い
た
妻
は
目
の
前
の
血
を
見
詰
め
、
深
く
憂
い
に
閉
ざ
さ
れ
た
。

　
「
ど
う
ぞ
し
て
子
ど
も
が
で
き
れ
ば
ね
え
。
血
の
よ
う
に
赤
く
、
雪
の
よ
う
に
白
い
子
が
」。
こ
う
口
に
出
し
た
時
、
ま
た
ま
た
心
楽

し
く
な
っ
た
。
ま
る
で
本
当
に
そ
う
な
り
そ
う
な
気

が
し
た
の
だ
。
そ
し
て
再
び
家
に
入
っ
た
の
だ
が
、

一ひ
と
つ
き月

経た

つ
と
雪
が
消
え
、
二ふ

た
つ
き月

経
つ
と
緑
が
萌も

え
、

三み
つ
き月

経
つ
と
大
地
に
花
が
開
き
、
四よ

つ
き月

経
つ
と
森
で

は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
木
が
ひ
し
め
き
、
緑
の
大
枝
が

伸
び
て
互
い
に
交こ

う

叉さ

し
合
っ
た
。
鳥
た
ち
の
囀さ

え
ず

り
で

森
全
体
が
鳴
り
響
き
、
花
が
木
木
か
ら
落
ち
る
ほ

ど
。
五い

つ
つ
き月

目
が
終
わ
る
と
、
妻
は
ま
た
し
て
も
杜
松

の
木
の
下
に
立
っ
た
。
嬉
し
さ
の
あ
ま
り
胸
が
と
き

め
き
、
跪

ひ
ざ
ま
ずい

て
な
す
す
べ
も
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
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て
六む

つ
き月

目
が
終
わ
る
と
果
実
は
が
っ
し
り
強
く
な
り
、
妻
は
ご
く
平
静
に
な
っ
た
。
七な

な
つ
き月

目
に
妻
は
実
に
手
を
延
ば
し
て
心
行
く
ま
で

食
べ
た
。
す
る
と
悲
し
く
な
り
、
病
気
に
な
っ
た
。
八や

つ
き月

が
過
ぎ
、
妻
は
夫
を
呼
び
、
涙
を
流
し
て
こ
う
言
っ
た
。「
あ
た
し
が
死
ん

だ
ら
、
あ
の
杜
松
の
木
の
下
に
埋
め
て
く
だ
さ
い
」。
そ
う
言
う
と
す
っ
か
り
安
心
し
て
、
九こ

こ
の
つ
き月

が
終
わ
る
ま
で
楽
し
く
し
て
い
た
。

す
る
と
子
ど
も
が
誕
生
し
た
。
雪
の
よ
う
に
白
く
、
血
の
よ
う
に
赤
い
子
が
。
こ
の
子
を
見
る
と
、
妻
は
と
て
も
喜
び
、
と
て
も
喜
ん

だ
の
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
。

　

そ
こ
で
夫
は
妻
を
杜
松
の
木
の
下
に
埋
葬
し
、
な
ん
と
も
ひ
ど
く
泣
き
始
め
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
だ
ん
だ
ん
鎮
ま
っ
た
が
、
ま
だ

い
く
ら
か
泣
い
た
。
そ
れ
か
ら
快
活
さ
を
取
り
戻
し
、
し
ば
ら
く
す
る
と
ま
た
し
て
も
妻
を
娶め

と

っ
た
。
二
度
目
の
妻
と
の
間
に
娘
を
一

人
儲も

う

け
た
。
と
こ
ろ
で
最
初
の
妻
の
子
は
男
の
子
だ
っ
た
。
こ
の
子
は
血
の
よ
う
に
赤
く
、
雪
の
よ
う
に
白
か
っ
た
。
妻
は
自
分
の
娘

を
見
る
た
び
に
、
か
わ
い
く
て
か
わ
い
く
て
な
ら
な
か
っ
た
。
で
も
、
男
の
子
を
見
る
た
び
に
、
い
つ
も
心
臓
を
え
ぐ
ら
れ
、
ど
こ
で

も
か
し
こ
で
も
自
分
の
行
く
手
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
そ
れ
か
ら
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
、
ど
う
し
た
ら
娘
に
財
産
を

全
部
や
れ
る
か
、
思
い
巡
ら
す
の
だ
っ
た
。
こ
ん
な
考
え
を
吹
き
込
ん
だ
の
は
悪
魔
だ
っ
た
。
さ
て
そ
こ
で
妻
は
男
の
子
に
大
層
邪じ

ゃ
け
ん慳

に
な
り
、
隅
か
ら
隅
へ
と
押
し
こ
く
り
、
ぶ
っ
た
り
こ
づ
い
た
り
し
た
の
で
、
子
ど
も
は
か
わ
い
そ
う
に
い
つ
も
び
く
び
く
し
て
い

た
。
学
校
か
ら
帰
っ
て
も
の
ん
び
り
で
き
る
場
所
は
な
か
っ
た
。

　

あ
る
時
妻
が
部
屋
に
入
る
と
、
小
さ
な
娘
も
あ
と
か
ら
上
が
っ
て
来
て
、「
母
さ
ん
、
お
林り

ん

檎ご

一
つ
ち
ょ
う
だ
い
」
と
言
っ
た
。「
え

え
、
い
い
わ
よ
」
と
妻
は
答
え
て
、
見
事
な
林
檎
を
長な

が
び
つ櫃

か
ら
出
し
て
や
っ
た
。
さ
て
こ
の
長
櫃
に
は
大
き
く
て
重
た
い
蓋ふ

た

が
あ
っ

て
、
こ
れ
に
は
鋭
い
鉄
の
錠
前
が
付
い
て
い
た
。「
母か

あ

さ
ん
」
と
娘
。「
お
兄に

い

ち
ゃ
ん
に
は
上
げ
な
い
の
」。
こ
れ
を
聞
い
て
妻
は
む
ら

む
ら
と
癇か

ん

を
立
て
た
。
し
か
し
、
そ
の
気
振
り
を
見
せ
ず
に
、「
そ
う
ね
、
学
校
か
ら
帰
っ
た
ら
ね
」
と
答
え
た
。
そ
し
て
窓
越
し
に

男
の
子
の
姿
が
目
に
留
ま
る
と
、
ま
る
で
も
う
悪
魔
に
取
り
憑つ

か
れ
た
よ
う
に
な
っ
た
。
素
早
く
娘
か
ら
林
檎
を
取
り
上
げ
る
と
、
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「
お
兄
ち
ゃ
ん
よ
り
先
に
何
か
貰も

ら

っ
ち
ゃ
い
け
な
い
わ
ね
え
」
と
言
う
な
り
、
そ
の

林
檎
を
長
櫃
に
投
げ
込
み
、
蓋
を
閉
め
た
。
さ
て
男
の
子
が
戸
口
か
ら
入
っ
て
来

る
と
、
妻
は
ご
く
に
こ
や
か
に
「
坊
や
、
お
林
檎
欲
し
い
か
い
」
と
言
っ
た
が
、

目
付
き
は
と
て
も
憎
憎
し
げ
だ
っ
た
。「
母
さ
ん
」
と
男
の
子
。「
ど
う
し
て
そ
ん

な
怖
い
目
で
ぼ
く
を
見
る
の
。
え
え
、
林
檎
ち
ょ
う
だ
い
」。「
一
緒
に
お
い
で
」

と
言
っ
て
妻
は
蓋
を
開
け
た
。「
自
分
で
林
檎
を
一
つ
お
出
し
」。
そ
し
て
男
の
子

が
櫃
の
中
に
屈か

が

み
込
む
と

─
悪
魔
が
尻
押
し
し
て

─
ば
た
あ
ん
、
妻
は
蓋
を

勢
い
よ
く
閉
め
た
の
で
、
男
の
子
の
頭
が
も
げ
て
、
真
っ
赤
な
林
檎
の
間
に
落
ち

た
。
と
た
ん
に
愕が

く
ぜ
ん然

と
し
た
妻
は
お
そ
ろ
し
く
不
安
に
な
っ
て
「
な
ん
と
か
あ
た

し
が
や
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
こ
と
に
し
な
く
ち
ゃ
」
と
考
え
、
一
階
の
部
屋
に
降
り

る
と
箪た

ん

笥す

の
一
番
下
の
抽ひ

き
だ
し斗

か
ら
白
い
布
を
一
枚
取
っ
て
来
た
。
そ
れ
か
ら
頭
を

胴
体
の
上
に
据
え
、
何
も
見
え
な
い
よ
う
に
頸
巻
き
を
巻
き
付
け
、
玄
関
の
外
の

椅
子
に
男
の
子
を
坐
ら
せ
、
片
手
に
林
檎
を
持
た
せ
た
。

　

そ
れ
か
ら
す
ぐ
に
マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン（

205
（

が
台
所
に
い
る
母
親
の
と
こ
ろ
に
や
っ

て
来
た
。
母
親
は
火
の
傍
に
立
ち
、
絶
え
ず
鍋
の
中
を
か
き
回
し
て
い
た
。「
母
さ

ん
」
と
マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
が
言
っ
た
。「
お
兄
ち
ゃ
ん
が
玄
関
の
外
に
い
て
、

真ま

っ
青さ

お

な
お
顔
を
し
て
る
よ
。
お
林
檎
を
手
に
持
っ
て
る
の
。
あ
た
し
に
お
林
檎

ち
ょ
う
だ
い
、
っ
て
頼
ん
だ
ん
だ
け
ど
、
返
辞
し
な
い
の
。
そ
れ
で
あ
た
し
と
っ
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て
も
怖
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
」。「
も
う
一
度
行
っ
と
い
で
」
と
母
親
が
言
っ
た
。「
そ
う

し
て
ま
た
返
辞
を
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
ら
、
顔
を
ぴ
し
ゃ
り
と
一
つ
ぶ
っ
て
や
る
と

い
い
」。
そ
こ
で
マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
は
行
っ
て
、「
お
兄
ち
ゃ
ん
、
あ
た
し
に
そ
の
お

林
檎
ち
ょ
う
だ
い
」
と
言
っ
た
。
で
も
お
兄
ち
ゃ
ん
は
黙
り
こ
く
っ
て
い
た
の
で
、
マ

ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
が
顔
を
一
つ
ぶ
つ
と
、
頭
が
転
が
り
落
ち
た
。
そ
こ
で
マ
ル
レ
ー
ン

ヒ
ェ
ン
は
び
っ
く
り
仰
天
し
て
、
わ
い
わ
い
泣
き
始
め
、
母
親
の
と
こ
ろ
に
走
っ
て

行
っ
て
、
こ
う
訴
え
た
。「
あ
あ
、
母
さ
ん
、
あ
た
し
、
お
兄
ち
ゃ
ん
の
頭
を
ぶ
っ
て

落
と
し
ち
ゃ
っ
た
」。
そ
し
て
泣
い
て
、
泣
い
て
、
ど
う
し
て
も
泣
き
止
ま
な
か
っ
た
。

「
マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
」
と
母
親
は
言
っ
た
。「
お
ま
え
、
な
ん
て
こ
と
を
し
た
の
。
で

も
、
ひ
と
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
静
か
に
し
な
さ
い
。
こ
う
な
っ
た
ら
も
う
し
よ
う

が
な
い
。
お
酢
で
煮
て
し
ま
い
ま
し
ょ
」。
そ
し
て
母
親
は
男
の
子
を
運
ん
で
行
っ
て
、

ば
ら
ば
ら
に
切
り
刻
み
、
鍋
に
入
れ
て
、
酢
で
煮
た
。
マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
は
と
い
う

と
そ
の
傍
に
立
っ
て
、
泣
き
に
泣
き
、
涙
は
全
部
鍋
の
中
に
落
ち
た
。
そ
こ
で
塩
は
全

然
要
ら
な
か
っ
た
。

　

さ
て
父
親
が
帰
っ
て
来
て
、
食
卓
に
つ
い
て
言
っ
た
。「
い
っ
た
い
わ
し
の
息
子
は

ど
こ
に
い
る
」。
す
る
と
母
親
は
酢シ

ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ザ
ウ
ア
ー

風
味
黒
吸
い
物
の（

206
（

入
っ
た
大
き
な
、
大
き
な
鉢
を
出
し
た
。
マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
は
身
も
世
も
な

か
っ
た
。
す
る
と
父
親
は
「
い
っ
た
い
わ
し
の
息
子
は
ど
こ
に
い
る
」
と
繰
り
返
し
た
。「
あ
ら
」
と
母
親
。「
あ
の
子
は
ね
、
田
舎
の

大お
お

伯お

父じ

さ
ん（

207
（

の
と
こ
ろ
に
ま
い
り
ま
し
た
よ
。
し
ば
ら
く
あ
ち
ら
に
い
る
ん
だ
、
と
申
し
ま
し
て
」。「
い
っ
た
い
あ
っ
ち
で
何
を
す
る
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こ
と
が
あ
る
。
わ
し
に
さ
よ
な
ら
も
言
わ
な
い
で
」。「
あ
ち
ら
へ
行
き
た
が
り
ま
し
て
ね
、
六
週
間
ほ
ど
い
て
も
い
い
か
、
と
あ
た
し

に
訊き

き
ま
し
た
の
。
な
に
せ
あ
の
子
は
あ
ち
ら
じ
ゃ
ち
や
ほ
や
さ
れ
ま
す
か
ら
」。「
あ
あ
」
と
夫
。「
わ
し
は
ほ
ん
と
に
悲
し
い
。
こ

い
つ
は
感
心
せ
ん
な
。
や
っ
ぱ
り
わ
し
に
さ
よ
な
ら
を
言
う
べ
き
だ
っ
た
」。
そ
う
し
て
食
べ
始
め
、「
マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
。
何
を
泣

い
て
る
。
お
兄
ち
ゃ
ん
は
大
丈
夫
戻
っ
て
来
る
さ
」
と
言
っ
た
。「
あ
あ
、
女
房
や
」
と
更
に
言
葉
を
継
い
で
、「
こ
の
料
理
は
な
ん
て

旨う
ま

い
ん
だ
ろ
う
。
も
っ
と
お
く
れ
」。
そ
し
て
食
べ
れ
ば
食
べ
る
ほ
ど
欲
し
く
な
り
、
こ
う
言
い
続
け
だ
っ
た
。「
も
っ
と
お
く
れ
、
お

ま
え
た
ち
に
は
何
も
や
ら
な
い
。
こ
り
ゃ
あ
り
っ
た
け
わ
し
の
も
の
み
た
い
だ
わ
い
」。
そ
し
て
食
べ
に
食
べ
、
骨
は
皆
食
卓
の
下
に

投
げ
落
と
し
、
と
う
と
う
全
部
お
し
ま
い
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
は
自
分
の
箪
笥
の
と
こ
ろ
に
行
き
、
一
番
下
の

抽
斗
か
ら
持
っ
て
い
る
中
で
極
上
の
絹
の
布
を
取
り
出
し
、
食
卓
の
下
の
骨
を
残
ら
ず
拾
い
出
し
、
そ
の
絹
の
布
に
包
み
、
玄
関
の
外

に
持
ち
出
し
て
、
血
の
よ
う
な
涙
を
流
し
た
。
そ
れ
か
ら
そ
こ
の
杜
松

の
木
の
下
の
緑
の
草
の
中
に
骨
を
置
い
た
が
、
置
い
た
と
た
ん
一
遍
に

気
持
ち
が
と
て
も
軽
く
な
り
、
も
う
泣
か
な
く
な
っ
た
。
す
る
と
杜
松

の
木
自
体
が
動
き
出
し
、
何
本
も
の
大
枝
が
絶
え
ず
さ
あ
っ
と
開
い
て

は
閉
じ
、
開
い
て
は
閉
じ
し
、
ま
る
で
ひ
と
が
と
て
も
喜
ん
で
両
手
を

そ
ん
な
風
に
す
る
よ
う
な
様
子
だ
っ
た
。
同
時
に
木
の
間
か
ら
霧
の
よ

う
な
も
の
が
立
ち
昇
り
、
そ
の
霧
の
間
か
ら
火
の
よ
う
な
も
の
が
燃
え

上
が
り
、
そ
の
火
の
中
か
ら
一
羽
の
美
し
い
鳥
が
飛
び
出
し
た
。
鳥
は

素
晴
ら
し
い
声
で
歌
い
、
空
高
く
飛
ん
で
行
っ
た
。
鳥
が
い
な
く
な
る

と
、
杜
松
の
木
は
以
前
と
同
じ
に
戻
っ
た
が
、
骨
を
包
ん
で
い
た
布
は
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な
く
な
っ
て
い
た
。
で
も
マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
は
お
兄
ち
ゃ
ん
が
ま
だ
生
き
て
い
る
み
た
い
に
す
っ
か
り
満
足
し
、
ご
く
朗
ら
か
に
家

の
中
に
戻
り
、
食
卓
に
つ
い
て
御
飯
を
食
べ
た
。

　

さ
て
飛
び
去
っ
た
鳥
は
黄き

ん金
細ざ

い
く工

師
の
家
の
上
に
止
ま
っ
て
歌
い
始
め
た
。

「
母か

あ

さ
ん
が
ぼ
く
を
殺
し
た
、

父と
う

さ
ん
が
ぼ
く
を
食
べ
た
、

妹
の
マ
ル
レ
ー
ニ
ヒ
ェ
ン（

208
（

が
、

ぼ
く
の
骨
を
残
ら
ず
拾
っ
て
、

絹
の
布
に
包
ん
で
、

杜
松
の
木
の
下
に
置
い
た
。

キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、

な
ん
て
美
し
い
鳥
な
ん
だ
ろ
、
ぼ
く
は
」（

209
（

。

　

黄
金
細
工
師
は
仕
事
場
に
坐
っ
て
、
丁
度
黄
金
の
鎖
を
作
っ
て
い
た
が
、
家
の
屋
根
に
止
ま
っ
て
歌
っ
て
い
る
鳥
の
唄
を
聴
き
つ
け

る
と
、
至
極
素
晴
ら
し
い
、
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
立
ち
上
が
っ
た
が
、
廊
下
を
通
り
抜
け
る
時
、
上
履
き
靴
を
片
方
落
と
し
た
。
で
も

ち
ゃ
ん
と
通
り
の
真
ん
中
ま
で
出
て
行
っ
た
。
上
履
き
靴
と
短
か
靴
下
を
片
方
し
か
履
か
ず
、
革
の
前
掛
け
を
掛
け
、
片
手
に
黄
金
の

鎖
を
、
も
う
片
手
に
は
や
っ
と
こ
を
持
っ
た
ま
ま
。
太
陽
は
明
る
く
通
り
を
照
ら
し
て
い
た
。
黄
金
細
工
師
は
鳥
が
よ
く
見
え
る
と
こ

ろ
に
立
つ
と
、「
鳥
や
」
と
言
っ
た
。「
お
ま
え
は
な
ん
て
綺
麗
な
声
で
歌
え
る
ん
だ
ろ
う
。
そ
の
唄
を
も
う
一
度
わ
し
に
歌
っ
て
お
く



397

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（その六）　訳・注・解題　鈴木　滿

れ
」。「
い
い
や
」
と
鳥
は
言
っ
た
。「
二
度
目
は
た
だ
じ
ゃ
歌
わ
な
い
。
そ
の
黄
金
の
鎖
を
く
れ
れ
ば
、
も
う
一
度
歌
う
よ
」。「
そ
ら
」

と
黄
金
細
工
師
。「
黄
金
の
鎖
を
や
る
よ
。
さ
あ
、
も
う
一
度
わ
し
に
歌
っ
て
お
く
れ
」。
す
る
と
鳥
は
飛
ん
で
来
て
、
黄
金
の
鎖
を
右

脚
で
摑つ

か

む
と
、
黄
金
細
工
師
の
前
に
止
ま
っ
て
歌
っ
た
。

「
母
さ
ん
が
ぼ
く
を
殺
し
た
、

父
さ
ん
が
ぼ
く
を
食
べ
た
、

妹
の
マ
ル
レ
ー
ニ
ヒ
ェ
ン
が
、

ぼ
く
の
骨
を
残
ら
ず
拾
っ
て
、

絹
の
布
に
包
ん
で
、

杜
松
の
木
の
下
に
置
い
た
。

キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、

な
ん
て
美
し
い
鳥
な
ん
だ
ろ
、
ぼ
く
は
」。

　

そ
れ
か
ら
鳥
は
飛
び
去
り
、
靴
屋
の
屋
根
の
上
に
止
ま
っ
て
歌
っ
た
。

「
母
さ
ん
が
ぼ
く
を
殺
し
た
、

父
さ
ん
が
ぼ
く
を
食
べ
た
、

妹
の
マ
ル
レ
ー
ニ
ヒ
ェ
ン
が
、
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ぼ
く
の
骨
を
残
ら
ず
拾
っ
て
、

絹
の
布
に
包
ん
で
、

杜
松
の
木
の
下
に
置
い
た
。

キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、

な
ん
て
美
し
い
鳥
な
ん
だ
ろ
、
ぼ
く
は
」。

　

そ
れ
を
耳
に
し
た
靴
屋
は
上
着
も
引
っ
掛
け
な
い
で
玄
関
の
外
に
駆
け
出
し
、
家
の
屋
根
の
上
を
見
た
。
太
陽
に
目
を
眩く

ら

ま
さ
れ
な

い
よ
う
に
片
手
を
か
ざ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
鳥
や
」
と
靴
屋
は
言
っ
た
。「
お
ま
え
は
な
ん
て
綺
麗
な
声
で
歌
え
る
ん
だ
ろ

う
」。
そ
う
し
て
家
の
中
に
声
を
掛
け
た
。「「
女
房
や
、
ま
あ
出
て
お
い
で
。
鳥
が
い
て
ね
、
と
に
か
く
綺
麗
な
声
で
歌
う
ん
だ
」。
そ

れ
か
ら
娘
、
子
ど
も
た
ち
や
職
人
た
ち
、
徒
弟
た
ち
や
女
中
も
呼
ん
だ
。
そ
こ
で
皆
通
り
に
出
て
来
て
、
鳥
を
眺
め
た
。
鳥
は
な
ん
と

も
美
し
か
っ
た
。
と
て
も
見
事
な
赤
と
緑
の
羽
を
持
ち
、
頸く

び

の
周
り
は
純
金
の
よ
う
、
両
眼
は
そ
の
頭
で
星
さ
な
が
ら
き
ら
き
ら
し
て

い
た
。「
鳥
や
」
と
靴
屋
は
言
っ
た
。「
さ
あ
、
も
う
一
度
そ
の
唄
を
あ
た
し
に
歌
っ
て
お
く
れ
」。「
い
い
や
」
と
鳥
は
言
っ
た
。「
二

度
目
は
た
だ
じ
ゃ
歌
わ
な
い
。
あ
ん
た
、
何
か
ぼ
く
に
贈
り
物
を
く
れ
な
く
っ
ち
ゃ
」。「
女
房
や
」
と
亭
主
。「
店
に
行
っ
て
お
く
れ
、

あ
の
一
番
上
の
棚
だ
が
、
あ
そ
こ
に
赤
い
靴
が
一
足
あ
る
。
あ
れ
を
持
っ
て
お
い
で
」。
妻
は
行
っ
て
、
靴
を
持
っ
て
来
た
。「
鳥
や
」

と
亭
主
。「
さ
あ
、
も
う
一
度
そ
の
唄
を
あ
た
し
に
歌
っ
て
お
く
れ
」。
す
る
と
鳥
は
飛
ん
で
来
て
、
そ
の
靴
を
左
脚
で
摑
む
と
、
ま
た

屋
根
の
上
に
飛
ん
で
行
っ
て
歌
っ
た
。

「
母
さ
ん
が
ぼ
く
を
殺
し
た
、
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父
さ
ん
が
ぼ
く
を
食
べ
た
、

妹
の
マ
ル
レ
ー
ニ
ヒ
ェ
ン
が
、

ぼ
く
の
骨
を
残
ら
ず
拾
っ
て
、

絹
の
布
に
包
ん
で
、

杜
松
の
木
の
下
に
置
い
た
。

キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、

な
ん
て
美
し
い
鳥
な
ん
だ
ろ
、
ぼ
く
は
」。

　

歌
い
終
わ
る
と
、
飛
び
去
っ
た
。
右
脚
に
鎖
を
、
左
脚
に
靴
を
持
ち
、
遠
く
の
水
車
小
屋
に
飛
ん
で
行
っ
た
。
水
車
は
が
た
ご
と
、

が
た
ご
と
、
が
た
ご
と
、
が
た
ご
と
と
動
い
て
い
た
。
水
車
小
屋
の
中
で
は
粉
挽
き
の
徒
弟
が
二
十
人
坐
り
込
ん
で
、
石
切
り
仕
事
の

最
中
で
、
か
っ
ち
ん
こ
っ
ち
ん
、
か
っ
ち
ん
こ
っ
ち
ん
、
か
っ
ち
ん
こ
っ
ち
ん
、
か
っ
ち
ん
こ
っ
ち
ん
と
切
っ
て
い
た
。
そ
し
て
水
車

は
が
た
ご
と
、
が
た
ご
と
、
が
た
ご
と
、
が
た
ご
と
。
鳥
は
水
車
小
屋
の
前
に
立
っ
て
い
る
しリ

ン

デ

な
の
木
の
上
に
止
ま
っ
て
歌
っ
た
。

「
母
さ
ん
が
ぼ
く
を
殺
し
た
」

　

す
る
と
徒
弟
が
一
人
仕
事
を
止
め
た
。

「
父
さ
ん
が
ぼ
く
を
食
べ
た
」
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す
る
と
二
人
が
仕
事
を
止
め
て
、
聴
き
入
っ
た
。

「
妹
の
マ
ル
レ
ー
ニ
ヒ
ェ
ン
が
」

　

す
る
と
四
人
が
仕
事
を
止
め
た
。

「
ぼ
く
の
骨
を
残
ら
ず
拾
っ
て
」

　

こ
れ
で
石
を
切
っ
て
い
る
の
は
十
三
人
だ
け
に
な
っ
た
。

「
絹
の
布
に
包
ん
で
」

　

今
は
も
う
七
人
だ
け
。

「
杜
松
の
木
の
」

　

今
は
五
人
だ
け
。
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「
下
に
置
い
た
」

　

あ
と
一
人
だ
け
。

「
キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、

な
ん
て
美
し
い
鳥
な
ん
だ
ろ
、
ぼ
く
は
」

　

す
る
と
最
後
の
徒
弟
も
中
止
し
て
し
ま
い
、
尻
尾
の
と
こ
ろ
を
耳
に
し
た
。「
鳥
や
」
と
徒
弟
は
言
っ
た
。「
お
ま
え
は
な
ん
て
綺
麗

な
声
で
歌
う
ん
だ
。
も
う
一
度
歌
っ
て
お
く
れ
」。「
い
い
や
」
と
鳥
は
言
っ
た
。「
二
度
目
は
た
だ
じ
ゃ
歌
わ
な
い
。
そ
の
石
の
碾ひ

き

臼う
す

を（
2（0
（

く
れ
れ
ば
、
も
う
一
度
歌
う
よ
」。「
う
ん
」
と
徒
弟
。「
も
し
も
こ
れ
が
お
い
ら
独
り
の
も
の
だ
っ
た
ら
、
お
ま
え
に
く
れ
て
や

る
ん
だ
が
」。
す
る
と
他
の
連
中
い
わ
く
「
あ
の
鳥
が
も
う
一
度
歌
っ
て
く
れ
る
ん
な
ら
、
こ
れ
を
く
れ
て
や
る
さ
」。
す
る
と
鳥
は
降

り
て
来
た
。
そ
こ
で
二
十
人
の
徒
弟
が
手
を
掛
け
、
梃て

こ子
棒ぼ

う

を
使
っ
て
石
を
持
ち
上
げ
た
。
鳥
は
頸
を
そ
の
穴
に
突
っ
込
む
と
、

襟カ

ラ

ー
飾
り
み
た
い
に
身
に
纏ま

と

い
、
ま
た
木
の
上
に
舞
い
戻
る
と
歌
っ
た
。

「
母
さ
ん
が
ぼ
く
を
殺
し
た
、

父
さ
ん
が
ぼ
く
を
食
べ
た
、

妹
の
マ
ル
レ
ー
ニ
ヒ
ェ
ン
が
、

ぼ
く
の
骨
を
残
ら
ず
拾
っ
て
、



402

武蔵大学人文学会雑誌　第 42 巻第 2 号

絹
の
布
に
包
ん
で
、

杜
松
の
木
の
下
に
置
い
た
。

キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、

な
ん
て
美
し
い
鳥
な
ん
だ
ろ
、
ぼ
く
は
」。

　

歌
い
終
わ
る
と
、
翼
を
拡
げ
、
右
脚
に
鎖
を
、
左
脚
に
靴
を
持
ち
、
頸
の
周
り
に
石
の
碾
き
臼
を
掛
け
て
、
父
親
の
家
目
指
し
て
飛

び
去
っ
た
。
部
屋
の
中
で
は
父
親
と
母
親
、
そ
れ
か
ら
マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
が
食
卓
に
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
父
親
が
こ
う
言
っ

た
。「
あ
あ
、
な
ん
て
軽
や
か
で
い
い
気
分
な
ん
だ
ろ
う
」。「
あ
あ
、
と
ん
で
も
な
い
」
と
母
親
。「
あ
た
し
は
ひ
ど
い
嵐
で
も
来
る
よ

う
に
心
配
だ
わ
」。
で
も
マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
は
坐
っ
た
ま
ま
で
、
泣
き
に
泣
い
て
い
た
。
そ
し
て
鳥
が
飛
ん
で
来
て
、
屋
根
の
上
に

止
ま
る
と
、
父
親
が
言
っ
た
。「
な
ん
と
も
心
が
浮
き
浮
き
す
る
。
外
じ
ゃ
お
日
様
が
綺
麗
に
輝
い
て
い
る
し
、
ま
る
で
古
い
知
り
合

い
と
再
会
す
る
よ
う
な
気
が
す
る
よ
」。「
あ
あ
、
と
ん
で
も
な
い
」
と
妻
が
言
っ
た
「
あ
た
し
は
心
配
で
堪た

ま

ら
な
い
。
歯
が
が
ち
が
ち

鳴
っ
て
る
わ
。
ま
る
で
血
管
の
中
に
火
が
燃
え
て
い
る
み
た
い
」。
で
も
マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
は
隅
っ
こ
に
坐
っ
て
泣
い
て
い
た
。
目

に
布
切
れ
を
当
て
て
い
た
が
、
涙
で
布
切
れ
は
ぐ
っ
し
ょ
り
濡
れ
て
い
た
。
す
る
と
鳥
が
杜
松
の
木
の
上
に
止
ま
っ
て
歌
っ
た
。

「
母
さ
ん
が
ぼ
く
を
殺
し
た
」

　

母
親
は
両
の
耳
を
塞ふ

さ

い
で
、
両
の
目
を
ぎ
ゅ
っ
と
閉
じ
た
。
な
に
せ
見
た
く
も
な
い
し
、
聞
き
た
く
も
な
か
っ
た
か
ら
。
で
も
歌
声

は
こ
の
上
も
な
く
激
し
い
嵐
の
よ
う
に
耳
に
轟ご

う
ご
う轟

と
押
し
入
っ
て
来
、
目
は
燃
え
上
が
っ
て
稲
妻
の
よ
う
に
ぎ
ら
ぎ
ら
光
っ
た
。
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「
父
さ
ん
が
ぼ
く
を
食
べ
た
」

　
「
あ
あ
、
母
さ
ん
や
」
と
夫
。「
あ
れ
は
美
し
い
鳥
だ
な
あ
。
素
晴
ら
し
い
歌
声
だ
。
お
日
様
は
あ
ん
な
に
ぽ
か
ぽ
か
照
っ
て
い
る
。

ど
こ
も
か
し
こ
も
五
月
の
花
ば
か
り
の
よ
う
な
香
り
が
す
る
」。

「
妹
の
マ
ル
レ
ー
ニ
ヒ
ェ
ン
が
」

　

マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
は
顔
を
膝
に
つ
っ
ぷ
し
て
泣
き
続
け
た
。
が
、
夫
は
こ
う
言
っ
た
。「
わ
し
は
外
へ
出
て
来
る
。
ど
う
し
た
っ

て
あ
の
鳥
を
近
く
で
見
な
く
っ
ち
ゃ
」。「
あ
あ
、
行
か
な
い
で
」
と
妻
。「
家
中
が
ぐ
ら
ぐ
ら
揺
れ
て
、
炎
を
上
げ
て
い
る
よ
う
な
気

が
す
る
」。
し
か
し
夫
は
外
へ
出
、
鳥
を
じ
っ
と
眺
め
た
。

「
ぼ
く
の
骨
を
残
ら
ず
拾
っ
て
、

絹
の
布
に
包
ん
で
、

杜
松
の
木
の
下
に
置
い
た
。

キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、

な
ん
て
美
し
い
鳥
な
ん
だ
ろ
、
ぼ
く
は
」。

　

歌
い
な
が
ら
鳥
は
黄
金
の
鎖
を
落
と
し
た
。
鎖
は
ま
さ
し
く
夫
の
頸
の
周
り
に
掛
か
り
、
ぴ
っ
た
り
で
大
層
よ
く
似
合
っ
た
。
そ
こ
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で
夫
は
家
の
中
に
戻
り
、
こ
う
言
っ
た
。「
ほ
ら
、
ご
覧
。
あ
れ
は
な
ん
て
い
い
鳥
な
ん
だ
ろ
う
。
わ
し
に
こ
ん
な
見
事
な
鎖
を
く
れ

た
よ
。
と
て
も
豪
華
に
見
え
る
じ
ゃ
な
い
か
」。
け
れ
ど
も
妻
は
不
安
で
な
ら
ず
、
く
ず
お
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
際
帽
子
が
頭
か
ら

転
が
り
落
ち
た
。
と
、
鳥
が
ま
た
歌
っ
た
。

「
母
さ
ん
が
ぼ
く
を
殺
し
た
」

　
「
あ
あ
、
あ
れ
を
聞
か
ず
に
済
む
よ
う
に
地
面
の
下
何
千
ク
ラ
フ
タ
ー（

2（（
（

も
の
と
こ
ろ
に
い
ら
れ
た
ら
」。

「
父
さ
ん
が
ぼ
く
を
食
べ
た
」

　

妻
は
死
ん
だ
よ
う
に
な
っ
て
倒
れ
た
。

「
妹
の
マ
ル
レ
ー
ニ
ヒ
ェ
ン
が
」

　
「
あ
あ
」
と
マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
が
言
っ
た
。「
あ
た
し
も
外
へ
出
て
、
あ
の
鳥
が
あ
た
し
に
何
か
く
れ
る
か
ど
う
か
見
て
来
る
」。

そ
し
て
外
へ
出
た
。

「
ぼ
く
の
骨
を
残
ら
ず
拾
っ
て
、
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絹
の
布
に
包
ん
で
」

　

す
る
と
鳥
は
靴
を
落
と
し
て
よ
こ
し
た
。

「
杜
松
の
木
の
下
に
置
い
た
。

キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、

な
ん
て
美
し
い
鳥
な
ん
だ
ろ
、
ぼ
く
は
」。

　

マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
は
す
っ
か
り
満
足
し
て
嬉
し
く
な
り
、
そ
の
新
し
い
赤
い
靴
を
履
く
と
、
踊
り
な
が
ら
ぴ
ょ
ん
ぴ
ょ
ん
跳
ん
で

家
に
入
っ
た
。「
あ
あ
」
と
マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
。「
あ
た
し
、
外
へ
出
る
時
は
と
っ
て
も
悲
し
か
っ
た
け
ど
、
今
は
と
っ
て
も
楽
し

い
。
あ
れ
は
と
に
か
く
素
晴
ら
し
い
鳥
だ
わ
。
あ
た
し
に
靴
を
一
足
く
れ
た
」。「
だ
め
だ
」
と
妻
は
言
っ
て
、
跳
び
上
が
っ
た
。
髪
の

毛
が
火
炎
の
よ
う
に
逆
立
っ
て
い
た
。「
ま
る
で
世
界
が
滅
び
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
あ
た
し
も
外
へ
出
よ
う
。
も
し
か
す
る
と
、
い

く
ら
か
気
分
が
軽
く
な
る
か
も
知
れ
な
い
」。
そ
し
て
玄
関
か
ら
外
へ
出
る
と
、
ど
し
い
ん
、
鳥
が
石
の
碾
き
臼
を
そ
の
頭
に
投
げ
落

と
し
た
の
で
、
ぺ
し
ゃ
ん
こ
に
押
し
潰つ

ぶ

さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
音
を
聞
い
て
父
親
と
マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
が
外
へ
出
る
と
、
そ
こ
に

靄も
や

と
炎
と
火
と
が
見
え
、
そ
れ
が
消
え
失
せ
る
と
、
お
兄
ち
ゃ
ん
が
立
っ
て
い
て
、
父
親
と
マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン
の
手
を
取
っ
た
。
三

人
は
皆
全
く
満
足
し
て
家
に
入
り
、
食
卓
に
つ
い
て
御
飯
を
食
べ
た
。
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解
題

　

出
典
に
関
す
る
メ
モ
。
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
一
八
五
三
年
、
こ
れ
が
K
H
M
四
七
「
杜
松
の
木
の
話
」V

on dem
 M

achandelboom

の
「
全
く
逐
語
的
翻

訳
」
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

　

K
H
M
四
七
は
（
K
H
M
一
九
「
漁
師
と
そ
の
妻
の
話
」V

on dem
 Fischer un syner Fru <D

e Fischer un sine Fru>

と
共
に
）
北
ド
イ
ツ
は
ポ

ン
メ
ル
ン
地
方
の
都
市
ヴ
ォ
ル
ガ
ス
ト
出
身
の
画
家
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ッ
ト
ー
・
ル
ン
ゲ
（
一
七
七
七
―
一
八
一
〇
）Philipp O

tto Runge

が
同
地
方
の
方

言
で
書
い
た
記
録
に
よ
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
言
語
で
記
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
多
く
存
在
す
る
が
、
奇
妙
な
こ
と
に
鳥
の
唄
は
全
く
よ
く
似
た
詩
行
で
唱
え
ら
れ
る
。

　

K
H
M
四
七
「
杜
松
の
木
の
話
」V

on dem
 M

achandelboom
 （V

an den M
achandelboom

）
に
相
当
。

　

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

.
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七
〇　

青あ
お

髯ひ
げ

騎
士
の
昔メ

ル
ヒ
ェ
ン話

　

昔
む
か
し
権
勢
あ
る
騎
士
が
あ
っ
た
。
財
産
は
夥

お
び
た
だし

く
、
そ
の
居
城
で
栄え

耀よ
う

栄え
い

華が

の
暮
ら
し
を
し
て
い
た
。
髯
が
青
か
っ
た
の
で
、

ひ
と
び
と
は
、
青
髯
騎
士
、
と
呼
ん
だ
。
元
来
は
別
の
名
だ
っ
た
の
だ
が
、
本
当
の
名
は
も
う
分
か
ら
な
い
。
こ
の
騎
士
は
既
に
一
度

な
ら
ず
結
婚
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
妻
た
ち
は
ど
れ
も
こ
れ
も
次
次
に
早
死
に
し
た
、
と
の
噂
だ
っ
た
。
い
っ
た
い
ど
ん
な

病
気
で
だ
っ
た
の
か
つ
い
ぞ
聞
こ
え
て
は
来
な
か
っ
た
。
さ
て
青
髯
騎
士
は
ま
た
し
て
も
妻
捜
し
を
始
め
た
。
居
城
の
近
く
に
あ
る
貴

婦
人
が
お
り
、
二
人
の
麗
し
い
令
嬢
と
何
人
か
の
雄
雄
し
い
子
息
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
は
ら
か
ら
は
お
互
い
同
士
と
て
も
細

や
か
に
愛
し
合
っ
て
い
た
。
青
髯
騎
士
は
、
令
嬢
た
ち
の
一
人
と
結
婚
し
た
い
、
と
申
し
入
れ
た
が
、
二
人
の
ど
ち
ら
も
あ
ま
り
乗
り

気
で
は
な
か
っ
た
。
な
に
し
ろ
騎
士
の
青
い
髯
が
怖
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
双
方
離
れ
ば
な
れ
に
な
り
た
く
な
か
っ
た
か
ら
。
け
れ
ど
も

騎
士
は
母
夫
人
と
令
嬢
た
ち
、
子
息
た
ち
を
一
人
残
ら
ず
壮
大
で
美
し
い
居
城
に
招
待
し
、
狩
猟
、
ご
馳
走
、
舞
踏
、
勝
負
事
、
そ
れ

か
ら
趣
向
を
凝
ら
し
た
祝
祭
と
い
っ
た
愉
快
な
気
晴
ら
し
と
楽
し
み
事
の
数
数
を
盛
り
だ
く
さ
ん
に
提
供
し
た
の
で
、
と
う
と
う
姉
妹

の
妹
の
方
が
勇
気
を
出
し
て
、
青
髯
騎
士
の
妻
に
な
る
決
心
を
し
た
。
そ
の
後
間
も
な
く
結
婚
式
も
絢け

ん
ら
ん爛

豪
華
に
執と

り
行
わ
れ
た
。

　

し
ば
ら
く
す
る
と
、
青
髯
騎
士
は
若
妻
に
向
か
っ
て
こ
う
言
っ
た
。「
わ
し
は
旅
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
つ
い
て
は
そ
な
た
に
城

全
体
の
差
配
を
任
せ
る
。
城
に
附
属
す
る
一
切
合
切
を
含
め
家
屋
敷
の
な
あ
。
こ
こ
に
大
部
屋
小
部
屋
全
て
の
鍵
も
あ
る
。
そ
な
た
は

こ
の
ど
の
部
屋
な
り
と
い
つ
何な

ん
ど
き時

で
も
足
を
踏
み
入
れ
て
よ
い
。
し
た
が
、
こ
の
小
さ
い
黄き

ん金
の
鍵
は
あ
の
ず
ら
り
と
部
屋
の
並
ん
だ

端
に
あ
る
一
番
奥
ま
っ
た
小
部
屋
を
閉
ざ
し
て
お
る
。
こ
れ
に
は
な
、
愛い

と

し
い
ひ
と
、
入
る
こ
と
を
そ
な
た
に
禁
じ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
わ

し
の
愛
と
そ
な
た
の
命
が
大
切
な
ら
ば
の
う
。
も
し
そ
な
た
が
こ
の
小
部
屋
を
開
こ
う
も
の
な
ら
、
こ
の
上
も
な
く
恐
ろ
し
い
好
奇
心
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の
罰
を
蒙こ

う
む

ろ
う
ぞ
。
わ
し
は
我
と
我
が
手
で
そ
な
た
の
頭こ

う
べ

を
胴
か
ら
斬
り
分
か
つ
破は

め目
に
な
ろ
う
」。
妻
は
こ
う
聞
か
さ
れ
て
そ
の
小

さ
い
黄
金
の
鍵
を
受
け
取
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
仕
方
な
く
そ
う
し
て
、
き
ち
ん
と
保
管
す
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
い
、
か
く
な
る
し
だ
い
で
、
あ
の
小
部
屋
の
鍵
を
開
け
て
中
に
踏
み
込
む
よ
う
な
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
、
と
約
束
し
て
夫
に
別

れ
を
告
げ
た
。

　

騎
士
が
留
守
に
な
る
と
、
若
妻
は
姉
と
兄
弟
た
ち
の
訪
問
を
受
け
た
。
兄
弟
た
ち
は
狩
り
に
出
掛
け
る
の
が
好
き
だ
っ
た
。
そ
し
て

城
の
た
く
さ
ん
の
部
屋
べ
や
の
素
晴
ら
し
さ
が
来
る
日
も
来
る
日
も
喜
び
勇
ん
で
検
分
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
と
う
と
う
姉
妹
は
あ
の
小

部
屋
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
た
。
若
妻
は
、
自
身
大
層
好
奇
心
に
駆
ら
れ
て
い
は
し
た
が
、
断
じ
て
開
け
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
け
れ

ど
も
姉
の
方
は
妹
の
慎
重
な
の
に
笑
い
出
し
、
青
髯
騎
士
は
た
だ
も
う
依い

こ

じ
怙
地
な
ば
っ
か
り
に
こ
の
中
に
自
分
の
財
宝
の
う
ち
で
一
番

貴
重
で
値
打
ち
が
あ
る
品
を
隠
し
て
い
る
の
だ
、
と
言
っ
た
。
そ
こ
で
い
く
ら
か
び
く
び
く
し
な
が
ら
鍵
が
錠
前
に
差
し
込
ま
れ
、
す

ぐ
に
鈍
い
音
を
立
て
て
扉
が
ば
た
ん
と
開
い
た
。
そ
し
て
薄
暗
い
部
屋
の
中
に
見
え
た
の
は

─
な
ん
と
恐
ろ
し
い
光
景
だ
っ
た
こ
と

か

─
青
髯
の
先
妻
た
ち
の
血
ま
み
れ
の
頭
だ
っ
た
。
先
妻
た
ち
は
今
の
妻
同
様
好
奇
心
の
衝
動
に
抵
抗
で
き
ず
、
邪
な
夫
が
我
と
我

が
手
で
そ
の
首
を
全
て
刎は

ね
た
の
だ
っ
た
。
死
の
恐
怖
に
震
え
上
が
っ
て
、
妻
た
ち（

2（2
（

と
そ
の
姉
は
後
ず
さ
っ
た
。
ぎ
ょ
っ
と
し
た
あ
ま

り
妻
の
手
か
ら
鍵
が
落
ち
た
。
拾
い
上
げ
る
と
血
の
染
み
が
付
い
て
い
て
、
こ
す
っ
て
も
綺
麗
に
な
ら
な
か
っ
た
。
同
じ
く
扉
を
元
通

り
閉
ざ
す
の
も
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
、
な
に
し
ろ
こ
の
錠
前
に
は
魔
法
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
の
で
。
そ
の
時
城
門
の
外
で
角
笛
が
鳴

り
響
い
て
騎
馬
の
者
の
到
着
を
告
げ
知
ら
せ
た
。
妻
は
ほ
っ
と
安あ

ん

堵ど

の
吐
息
を
つ
い
て
、
あ
れ
は
狩
り
か
ら
帰
る
の
を
心
待
ち
に
し
て

い
た
兄
弟
た
ち
だ
、
と
思
っ
た
。
け
れ
ど
も
青
髯
自
身
だ
っ
た
の
だ
。
青
髯
は
早
速
、
妻
は
ど
こ
に
い
る
、
と
訊
ね
た
。
そ
し
て
若
妻

が
蒼
白
な
顔
を
し
て
震
え
な
が
ら
茫ぼ

う
ぜ
ん然

自
失
の
態て

い

で
出
迎
え
る
と
、
例
の
鍵
の
こ
と
を
問
い
質た

だ

し
た
。
妻
が
、
鍵
を
取
っ
て
ま
い
り
ま

す
、
と
言
う
と
、
す
ぐ
あ
と
か
ら
随つ

い
て
来
て
、
鍵
に
染
み
が
点
点
と
付
い
て
い
る
の
を
看
て
取
る
と
、
態
度
を
が
ら
り
と
一
変
し
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て
、
こ
う
怒
鳴
っ
た
。「
妻
よ
、
そ
ち
は
こ
う
な
っ
た
ら
我
が
諸も

ろ

手て

で
死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
。
わ
し
は
あ
ら
ゆ
る
権
力
を
そ
ち
に
委ゆ

だ

ね
た
。

何
も
か
も
そ
ち
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
ち
の
暮
ら
し
は
豊
か
で
素
晴
ら
し
か
っ
た
。
し
か
る
に
わ
し
へ
の
そ
ち
の
愛
は
さ
ほ
ど
に
取
る
に

足
ら
ぬ
も
の
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
性
悪
女
め
。
わ
し
の
た
っ
た
一
つ
の
さ
さ
や
か
な
頼
み
、
わ
し
の
初
め
て
の
指
図
を
な
い
が
し
ろ
に

い
た
す
と
は
な
あ
。
死
ぬ
支
度
を
い
た
せ
。
そ
ち
は
お
し
ま
い
だ
」。

　

愕が
く
ぜ
ん然

と
し
死
の
恐
怖
に
一
杯
と
な
っ
た
妻
は
姉
の
許も

と

に
駆
け
つ
け
、
急
い
で
塔
の
鋸き

ょ
へ
き壁

に（
2（3
（

登
り
、
兄
弟
た
ち
の
帰
り
を
見
張
り
、
姿

が
見
え
た
ら
、
救
難
の
合
図
を
送
っ
て
欲
し
い
、
と
頼
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
自
分
は
床
に
身
を
投
げ
、
命
が
助
か
り
ま
す
よ
う
に
、
と
神

に
祈
っ
た
。
そ
の
合
間
に
「
姉ね

え

様
、
ま
だ
だ
あ
れ
も
見
え
な
い
の
」
と
叫
ん
だ
。「
だ
あ
れ
も
」。
返
る
は
な
ん
と
も
情
け
な
い
答
え
。

─
「
妻
よ
、
下
り
て
ま
い
れ
」
と
青
髯
騎
士
が
怒
鳴
っ
た
。

「
そ
ち
の
猶ゆ

う

与よ

は
過
ぎ
た
ぞ
」。

　
「
姉
様
、
だ
あ
れ
も
見
え
な
い
の
」
と
震
え
な
が
ら
妻
が
叫
べ

ば
、「
土
煙
が

─
あ
ら
あ
ら
、
あ
れ
は
羊
の
群
だ
わ
」
と
姉
の

返
辞
。「
妻
よ
、
下
り
て
ま
い
れ
、
さ
も
な
け
れ
ば
わ
し
が
連
れ

に
行
く
ぞ
」
と
青
髯
騎
士
が
怒
鳴
っ
た
。

　
「
お
慈
悲
を
。
す
ぐ
に
ま
い
り
ま
す
か
ら
。
姉
様
、
だ
あ
れ
も

見
え
な
い
の
」

─
「
二
人
の
騎
士
が
馬
で
こ
ち
ら
へ
や
っ
て
来

る
、
わ
た
し
の
合
図
に
気
づ
い
た
わ
、
風
の
よ
う
に
馬
を
駆
っ
て

い
る
」。

　
「
妻
よ
、
こ
れ
か
ら
そ
ち
を
連
れ
に
行
く
ぞ
」。
声
が
雷
の
よ
う
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に
轟と

ど
ろ

き
、
青
髯
が
階
段
を
昇
っ
て
来
た
。
け
れ
ど
も
妻
は
勇
気
を
奮ふ

る

い
起
こ
し
、
扉
を
が
ち
ゃ
ん
と
閉
め
る
と
、
固
く
押
さ
え
た
。
そ

う
し
な
が
ら
で
き
る
限
り
の
大
声
で
姉
と
も
ど
も
助
け
を
求
め
て
叫
ん
だ
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
兄
弟
た
ち
が
稲
妻
の
よ
う
に
馳は

せ
付

け
、
猛
然
と
階
段
を
駆
け
昇
り
、
青
髯
騎
士
が
扉
を
力
ず
く
で
こ
じ
開
け
、
抜
き
身
の
剣
を
持
っ
て
部
屋
に
押
し
入
っ
た
と
こ
ろ
に
間

に
合
っ
た
。
短
い
闘
い
が
あ
っ
て
、
青
髯
騎
士
は
倒
れ
て
死
ん
だ
。
妻
は
救
わ
れ
た
が
、
己お

の
れ

の
好
奇
心
が
生
ん
だ
結
果
か
ら
長
い
こ
と

立
ち
直
れ
な
か
っ
た
。

解
題

　

出
典
に
関
す
る
メ
モ
。
口
承
で
広
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
お
そ
ら
く
本
が
元
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
か
。
多
様
の
異
形
あ
り
。

　

ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
口
承
で
広
ま
っ
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
民
衆
の
間
に
こ
の
物
語
の
タ
イ
ト
ル
や
筋
が
知
ら
れ
て
い
る

の
に
行
き
会
う
、
く
ら
い
の
意
味
か
。

　

こ
の
物
語
の
民
間
へ
の
普
及
に
関
し
て
は
、
シ
ャ
ル
ル
・
ペ
ロ
ー
の
「
青
髯
」La Barbe bleue

〈『
過
ぎ
し
昔
の
物
語
あ
る
い
は
お
伽
話
、
な
ら
び
に
教

訓
』
ま
た
の
名
『
鵞
鳥
お
ば
さ
ん
の
お
伽
話
』（
一
六
九
七
）Charles Perrault: Les H

istoires ou Contes du tem
ps passé. A

vec M
oralitéz 

（=
 

M
oralités

）/ Contes de m
a m

ère l

’Oye （=
l

’Oie
）
の
三
番
〉
の
影
響
が
余
り
に
も
大
き
い
。

　

K
H
M
で
は
初
版
第
一
部
（
一
八
一
二
）
に
六
二
「
青
髯
」Blaubart

と
し
て
採
録
。
ペ
ロ
ー
と
の
関
連
が
余
り
に
も
明
白
な
た
め
第
二
版
（
一
八
一
九
）

か
ら
は
削
除
さ
れ
た
。

　

A
T
三
一
二
「
巨
人
殺
し
と
巨
人
の
犬
（
青
髯
）」T

he Giant-killer and his D
og 

（Bluebeard

）.（
指
図
に
従
わ
な
か
っ
た
た
め
に
殺
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
末
妹
が
祈
り
の
た
め
に
猶
与
を
求
め
る
。
彼
女
の
兄
弟
が
動
物
た
ち
の
助
け
を
借
り
て
人
喰
い
鬼
を
殺
し
、
姉
妹
た
ち
を
救
う
）／
A
T
九
五
五
「
強

盗
婿
」T

he Robber Bridegroom
 （

K
H
M
四
〇
「
強
盗
婿
」Räuberbräutigam

）
に
も
幾
ら
か
共
通
点
あ
り
。

　

原
題D

as M
ärchen vom

 R
itter Blaubart.
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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

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
（
ウ
タ
ー
の

略
称
は
L
B
M
B
）・
M
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
。

七
五　

鳥
の
ホ
ー
ル
ゴ
ッ
ト
と
鳥
の
モ
ー
ザ
ム

（
3
）
蒼あ

お

鷺さ
ぎ　

Fischreiher.　

鸛
こ
う
の
と
り目

鷺
科
蒼
鷺
属
。
湖
沼
、
河
川
、
湿
原
、
干
潟
な
ど
に
棲
息
。
魚
、
両
棲
類
、
小
型
哺
乳
類
、
甲
殻
類
、
昆
虫
な
ど
を
食

べ
る
。
体
長
八
八
―
九
八
セ
ン
チ
。
翼
開
張
一
五
〇
―
一
七
〇
セ
ン
チ
。
体
重
一
・
二
―
一
・
八
キ
ロ
。

（
4
）
鶚み

さ
ご　

Fischadler.　

鷹
目
鷹
科
鶚
属
。
主
と
し
て
海
岸
に
棲
息
す
る
が
、
湖
沼
、
広
い
河
川
、
河
口
に
も
棲
息
。
主
と
し
て
魚
類
を
食
べ
る
が
、
貝

類
、
爬
虫
類
、
小
型
の
鳥
類
を
も
食
べ
る
こ
と
が
あ
る
。
体
長
五
四
―
六
四
セ
ン
チ
。
翼
開
張
一
五
〇
―
一
八
〇
セ
ン
チ
。
体
重
一
・
二
―
二
キ
ロ
。

七
六　

二
匹
の
猿
の
話

（
5
）
疥か

い
せ
ん癬　

Raute.　

Raude, Räude.　

こ
こ
で
は
特
に
動
物
の
罹か

か

る
疥
癬
（
皮
膚
病
の
一
種
）。

七
七　

狼
お
お
か
みと
野
猫
た
ち
の
話

（
6
）
野
猫
と
い
う
か
猫
と
い
う
か　

M
aushunde oder K

atzen.　
『
グ
リ
ム
ド
イ
ツ
語
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
十
七
世
紀
初
頭
の
文
献
に
、M

aulhund 
oder W

ildkatze

と
あ
る
、
と
の
こ
と
。
そ
こ
でM

aushund
は
「
野
猫
」（=W

ildkatze

）
と
訳
し
て
お
い
た
。

七
八　

猫
と
鼠
ね
ず
み
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七
九　

山や
ま
う
ず
ら鶉

（
7
）
山や

ま

鶉う
ず
ら　

Rebhuhn.　

こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
山
鶉
。
学
名
「
ペ
ル
デ
ィ
ク
ス
・
ペ
ル
デ
ィ
ク
ス
」Perdix perdix

。
雉
目
雉
科
山
鶉
属
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

か
ら
中
国
西
部
、
北
米
の
一
部
に
棲
息
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
狩
猟
鳥
と
し
て
最
も
重
視
さ
れ
る
。
そ
の
肉
は
猟
鳥
獣
の
う
ち
極
め
て
佳
味
な
も
の
の

一
つ
。
全
長
約
三
〇
セ
ン
チ
。
ず
ん
ぐ
り
し
た
胴
体
、
短
い
尾
。
赤
褐
色
の
斑
点
の
あ
る
灰
色
。
茂
み
の
あ
る
平
地
、
森
の
縁
、
葡
萄
畑
を
好
む
。

餌
は
植
物
性
。
幼
鳥
は
昆
虫
を
も
。

（
8
）酌し

ゃ
く

人に
ん　

Schenk.　

掌し
ゃ
く
と
り

酒
子
。
食
事
の
折
主
君
た
る
王
侯
貴
族
に
酒
を
注
ぐ
係
。
毒
味
役
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
近
臣
中
の
近
臣
で
あ
る
。
王
と
し
て
は
、

こ
の
男
な
ら
信
頼
で
き
る
、
と
考
え
た
に
違
い
な
い
。
D
M
B
三
三
「
風
呂
屋
の
国
王
」
に
も
出
る
。

八
〇　

ぞ
っ
と
す
る

（
9
）
逆
さ
ま
に
落
っ
こ
ち
た　

auf den K
opf gefallen.

「
頭
か
ら
先
に
落
ち
た
」。
利
口
と
は
い
え
な
い
人
を
、
あ
れ
は
赤
ん
坊
の
時
、
抱
い
て
い
た
子

守
な
ど
に
う
っ
か
り
頭
か
ら
先
に
落
と
さ
れ
、
頭
を
打
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
し
て
、
遠
回
し
に
「
魯
鈍
だ
」
と
か
ら
か
う
時
の
言
い
方
。

（
（0
）
頭
の
前
に
板
っ
切
れ
が
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
た　

hatte ein Brett vor dem
 K

opf ,ein Brett vor dem
 K

opf haben,

は
、
ル
ツ
・
レ
ー
リ
ヒ
編

著
『
諺
的
慣
用
句
事
典
』Lutz Röhrich: Lexikon der sprichw

örtlichen R
edensarten

に
よ
れ
ば
、農
民
の
所
帯
か
ら
出
た
慣
用
句
と
の
こ
と
。

十
七
世
紀
末
の
文
書
に
「
強
情
っ
ぱ
り
の
牡
牛
も
目
の
前
に
ぶ
ら
下
が
る
板
切
れ
一
枚
で
目め

眩く
ら

ま
し
さ
れ
る
」
と
あ
る
。

（
（（
）
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン　

H
änschen.　

「
ハ
ン
ス
」H

ans

の
縮
小
形
（「
ヘ
ン
ゼ
ル
」H

änsel

も
同
じ
）。
ハ
ン
ス
ち
ゃ
ん
、
ハ
ン
ス
ぼ
う
ず
。
ヨ
ハ
ン
ネ

スJohannes

に
由
来
す
る
ハ
ン
ス
は
ド
イ
ツ
語
圏
で
最
も
あ
り
ふ
れ
た
男
性
名
だ
が
、
あ
り
ふ
れ
て
い
る
だ
け
に
、「
や
つ
」「
や
ろ
う
」
の
意
に
も

な
り
、「
も
し
…
…
な
ら
、
お
れ
は
ハ
ン
ス
と
呼
ば
れ
た
っ
て
い
い
」Ich w

ill H
ans heißen, w

enn......

と
い
う
慣
用
句
で
は
「
た
わ
け
」「
愚
か

者
」
の
代
名
詞
で
あ
る
。

（
（2
）
マ
ッ
テ
ス　

M
atthes.　

「
マ
テ
ィ
ー
ア
ス
」M

athias
（
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
男
性
名
「
マ
タ
イ
」
＝
「
神
の
贈
り
物
」
に
由
来
）
の
訛
っ
た
形
。

（
（3
）
卸お

ろ

し
金が

ね　

Reibeisen.　

粉
チ
ー
ズ
に
す
る
チ
ー
ズ
、
パ
ン
粉
に
す
る
固
く
な
っ
た
小
麦
パ
ン
、
じ
ゃ
が
い
も
、
西
洋
山わ

さ
び葵

な
ど
を
擂す

り
卸
す
の
に
用

い
る
。

（
（4
）
教
会
の
聖
物
保
管
係
兼
教

き
ょ
う
じ
ょ
う

場
の
師
匠　

K
üster und Schulm

eister.　
「
キ
ュ
ス
タ
ー
」K

üster

（
ラ
テ
ン
語custos

〈
番
人
〉
か
ら
）
は
福
音
派

（
新
教
）
に
お
け
る
教
会
堂
の
管
理
人
（「
教
会
の
奉
仕
者
」D

iener der K
irche

）。
建
物
（
鐘
楼
を
含
む
）
の
鍵
類
と
聖
物
の
保
管
に
当
た
る
。

カ
ト
リ
ッ
ク
（
旧
教
）
教
会
に
お
い
て
は
「
メ
ス
ナ
ー
」M

esner

（
ラ
テ
ン
語m

ansionarius

〈
家
の
番
人
〉
か
ら
）
と
称
し
、
聖
堂
世
話
係
。
福
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音
派
の
場
合
と
同
じ
く
建
物
の
鍵
類
と
聖
物
の
保
管
に
当
た
る
。
新
旧
両
派
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
は
十
八
世
紀
末
ま
で
村

の
児
童
に
初
歩
的
教
育
を
与
え
る
先
生
役
を
副
業
と
し
て
務
め
た
。
更
に
、
鐘か

ね

撞つ

き
、
墓
掘
り
人
、
墓
守
、
堂
守
、
洗
礼
帳
簿
係
の
よ
う
な
細
分
化

さ
れ
た
役
割
が
加
わ
り
、
こ
れ
の
い
ず
れ
か
を
兼
ね
た
り
、
他
の
人
間
が
い
ず
れ
か
を
専
務
、
あ
る
い
は
臨
時
に
処
理
し
た
り
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ

た
よ
う
だ
。
こ
の
物
語
の
「
教
会
の
聖
物
保
管
係
兼
教
場
の
師
匠
」
に
は
妻
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
職
者
（
副
助
祭
以
上
）
や
修

道
士
で
な
い
こ
と
は
明
白
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
も
司
祭
に
委
任
さ
れ
た
平
信
徒
（
俗
人
）
の
聖
物
保
管
係
は
あ
り
得
る
が
、
そ
の
場
合
、
こ
の
物

語
で
は
村
の
学
校
の
先
生
を
兼
ね
て
い
る
の
だ
か
ら
、
村
人
の
中
で
も
一
目
置
か
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
福
音
派
教
会
で
あ
れ
ば
、
牧パ

ス
ト
ア師

に
委
任

さ
れ
た
し
か
る
べ
き
平
信
徒
。
従
っ
て
新
旧
い
ず
れ
の
教
会
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
足
を
折
ら
れ
た
か
わ
い
そ
う
な
御
仁
は
村
で
ま
ず
ま
ず
の
地
位
に

あ
る
平
信
徒
と
思
わ
れ
る
。

（
（5
）
晩
鐘　

A
bendglocke.　

修
道
院
お
よ
び
教
会
で
夕
刻
定
時
に
鳴
ら
さ
れ
る
鐘
。
晩ヴ

ェ
ス
パ
ー禱

（
夕
べ
の
祈
り
）
に
誘
う
鐘
。
一
日
の
終
わ
り
を
告
げ
る
。

夏
季
に
は
た
い
て
い
八
時
〔
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
ま
だ
ま
だ
明
る
い
が
〕、
冬
季
に
は
七
時
〔
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
真
っ
暗
〕。
た
だ
し
、
日
曜
お
よ
び
祝

祭
日
に
は
も
っ
と
早
い
。
こ
れ
以
降
日
の
出
ま
で
が
魑ち

み魅
魍も

う
り
ょ
う魎

が
徘は

い
か
い徊

す
る
夜
の
時
間
帯
。

（
（6
）
人
形
芝
居
の
カ
ス
パ
ー　

K
asper im

 Puppenspiel.　
「
カ
ス
パ
ー
」
と
あ
る
が
普
通
は
縮
小
形
の
「
カ
ス
ペ
ル
レ
」K

asperle

。
ド
イ
ツ
の
人
形

芝
居
の
人
気
者
／
道
化
役
。
英
国
の
「
パ
ン
チ
」Punch

、
フ
ラ
ン
ス
の
「
ギ
ニ
ョ
ー
ル
」Guignol

に
相
当
す
る
。
ド
イ
ツ
の
人
形
芝
居
の
出
し
物

と
し
て
は
中
世
に
は
聖
書
の
物
語
が
好
ま
れ
た
が
、
間
も
な
く
民

フ
ォ
ル
ク
ス
ビ
ュ
ヒ
ャ
ー

衆
本
（『
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
』D

r. Faust

や
「
ゲ
ノ
フ
ェ
ー
フ
ァ
」Genoveva

な
ど
）
も
素
材
を
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
人
形
芝
居
に
お
け
る
カ
ス
ペ
ル
レ
の
活
躍
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、
テ
オ
ド
ー
ア
・
シ
ュ
ト
ル

ム
（
一
八
一
七
―
八
八
）
の
美
し
い
短
編
「
ポ
ー
レ
・
ポ
ッ
ペ
ン
シ
ュ
ペ
ー
ラ
ー
（
人
形
使
い
の
ポ
ー
レ
）」T

heodor Storm
: Pole 

Poppenspäler

に
見
事
に
描
か
れ
て
い
る
（
同
書
で
は
「
カ
ス
ペ
ル
ル
」K

asperl

）。

（
（7
）
妙
ち
き
り
ん
な
や
ろ
う　

Labutzel.　

妖
怪
、
お
化
け
、
怖
い
男
。

（
（8
）
丁
度
数
は
七
人
だ
。
ほ
ら
、
よ
く
言
う
よ
う
に
、
絞
首
台
一
杯
だ
あ　

gerade ihrer sieben, w
as m

an so sagt: ein Galgen voll.　
「
絞
首
台

一
杯
」ein Galgen voll

と
は
「
七
人
」「
七
つ
」
と
い
う
意
味
の
慣
用
句
。
一
つ
の
絞
首
架
に
は
七
人
の
犯
罪
者
分
の
場
所
が
あ
っ
た
こ
と
に
由
来

す
る
。

（
（9
）
吹
き
っ
曝
し
の
絞
首
台
の
下
に　

unterm
 lichten Galgen.　

か
つ
て
こ
の
「
リ
ヒ
ト
」licht

（
普
通
「
明
る
い
」
の
意
）
と
い
う
形
容
詞
は
「
ガ

ル
ゲ
ン
」Galgen

に
は
付
き
も
の
だ
っ
た
。
ル
ツ
・
レ
ー
リ
ヒ
編
著
『
諺
的
慣
用
句
事
典
』
に
よ
れ
ば
、
も
し
か
す
る
と
、
絞
首
台
が
通
常
町
か
ら

離
れ
た
丘
の
上
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
、
と
の
こ
と
。
そ
こ
で
「
吹
き
っ
曝
し
の
」
と
訳
語
を
当
て
た
。

（
20
）
諺
に
言
う
よ
う
に
な
ん
と
も
お
ぞ
ま
し
いabscheulich, w

ie das Sprichw
ort sagt.　

こ
の
諺
未
詳
。
ど
な
た
か
ご
高
教
を
。
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（
2（
）
や
ど
な
し
ゃ
同お

ん
な

じ
、
ぼ
ろ
き
れ
同お

ん
な

じ　

gleiche Lum
pen, gleiche Lappen.　

宿
無
し
（
浮
浪
人
）
も
、
襤ぼ

ろ褸
き
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
皆
似
た
り
寄
っ

た
り
。

（
22
）
荷
馬
車
の
御
者　

Fuhrm
ann.　

荷
馬
車
を
御
し
て
し
ょ
ち
ゅ
う
街
道
を
往
復
し
て
い
る
運
送
業
者
で
あ
る
。
従
っ
て
、
や
が
て
言
及
す
る
旅
籠
に

泊
ま
っ
た
り
、
飲
食
し
た
り
し
て
、
ど
う
も
ひ
ど
く
ぼ
り
や
が
る
、
と
か
ね
て
か
ら
お
も
し
ろ
く
な
く
思
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
と
ん
ま
な
旅
の
若

者
を
か
ら
か
う
と
同
時
に
、
旅
籠
の
主
人
を
も
皮
肉
っ
た
し
だ
い
。

（
23
）
つ
け　

K
reide.　

元
来
の
意
は
「
白
墨
」。
客
が
馴
染
み
の
店
で
現
金
で
そ
の
つ
ど
支
払
わ
ず
借
り
て
お
く
場
合
、
売
り
主
は
そ
の
売
掛
金
の
金
額

を
黒
板
に
白
墨
で
「
つ
け
」
て
お
い
た
。
そ
こ
で
客
か
ら
言
う
と
「
借
り
」、
す
な
わ
ち
「
つ
け
」
を
こ
う
称
し
た
。

（
24
）
騒ポ

ル
タ
ー
ガ
イ
ス
ト

霊　

Poltergeist.　

特
定
の
家
に
出
没
す
る
精
霊
で
、
家
具
類
、
食
器
類
を
投
げ
た
り
、
家
鳴
り
震
動
さ
せ
た
り
、
極
め
て
騒
が
し
い
。
乱
暴
な

こ
と
が
多
く
、
こ
れ
に
憎
ま
れ
る
家
人
は
怪
我
を
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
通
常
は
姿
を
見
せ
な
い
。

（
25
）
あ
ん
た
は
き
っ
と
火
薬
を
発
明
し
た
こ
っ
た
ろ
う
て　

Ihr hättet sicher das Pulver erfunden.　
「
火
薬
を
発
明
し
な
か
っ
た
」das Pulver 

nicht erfunden haben
と
い
う
慣
用
句
は
「
足
り
な
い
」「
莫
迦
な
」「
単
純
な
」
と
い
う
意
味
。
ゆ
え
に
旅
籠
の
主
人
は
「
あ
ん
た
は
利
口
者
だ
」

と
褒
め
て
い
る
わ
け
だ
が
。

（
26
）
物
彫
り
台　

Schnitzelbank.　
Schnitzbank

の
こ
と
。
桶
屋
や
彫
刻
師
な
ど
の
仕
事
台
。

（
27
）
轆ろ

く

轤ろ

台　

D
rehbank.　

轆
轤
細
工
師
の
使
う
仕
事
台
。
轆
轤
と
は
丸
い
挽
き
物
を
作
る
工
具
。
D
M
B
三
八
「
ち
い
ち
ゃ
な
卓テ

ー
ブ
ル子

食
事
の
仕
度
、

驢ろ

馬ば

公こ
う

踏
ん
ば
れ
、
棍こ

ん
ぼ
う棒

出
て
来
い
袋
か
ら
」
の
訳
注
「
轆ろ

く

轤ろ

細
工
師
」
も
参
照
の
こ
と
。

（
28
）
三ド

ラ
イ
ブ
ラ
ッ
ト

枚
葉
っ
ぱ　

D
reiblatt.　

カ
ー
ド
三
枚
で
や
る
ゲ
ー
ム
。
な
お
「
ド
ラ
イ
ブ
ラ
ッ
ト
」
と
は
ク
ロ
ー
バ
ー
の
こ
と
。
ま
た
「
三
人
組
」
の
意
も
あ

る
。

（
29
）
ポ
ッ
ヘ
ン　

Pochen.　

Poch, Pochspiel

。
ポ
ー
カ
ー
。
五
枚
の
カ
ー
ド
の
組
み
合
わ
せ
で
強
弱
を
争
う
ゲ
ー
ム
。
た
だ
し
、
はブ

ラ

ッ

フ

っ
た
り
で
弱
い
組

み
合
わ
せ
が
強
い
組
み
合
わ
せ
に
勝
つ
こ
と
も
あ
る
。
賭
け
勝
負
に
は
持
っ
て
こ
い
。

（
30
）
蒸じ

ょ
う

気き

車し
ゃ　

D
am

pfw
agen.　

世
界
最
初
の
鉄
道
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
の
ス
ト
ッ
ク
ト
ン
と
ダ
ー
リ
ン
ト
ン
の
間
に
一
八
二
五
年
に
開
通
。

一
八
三
五
年
十
二
月
七
日
、
ド
イ
ツ
の
地
で
初
め
て
蒸
気
機
関
車
に
牽
引
さ
れ
た
列
車
が
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
と
フ
ュ
ル
ト
の
間
を
走
っ
た
。
十
五
箇

月
後
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
・
ド
レ
ス
デ
ン
鉄
道
が
路
線
を
開
設
。
デ
ン
マ
ー
ク
の
作
家
ハ
ン
ス
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ア
ン
デ
ル
セ
ン
（
一
八
〇
五
―

七
五
）
は
、『
一
詩
人
の
市バ

ザ
ー
ル場

』（
一
八
四
〇
―
四
一
の
旅
の
結
実
。
一
八
四
二
刊
）
の
中
で
夢
中
に
な
っ
て
当
時
流
行
の
こ
の
鉄
道
と
い
う
現
象
を

叙
述
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
D
M
B
が
出
版
さ
れ
た
一
八
五
七
年
に
は
、
蒸
気
で
走
る
車
は
な
る
ほ
ど
ま
だ
新
奇
な
乗
り
物
で
は
あ
っ
た
に
し
て

も
、
知
識
人
の
常
識
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
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（
3（
）
シ
ェ
ー
ン
［
端
麗
］
ご
一
族　

Fam
ilie Schön.　

ド
イ
ツ
語
「
シ
ェ
ー
ン
」schön

は
「
美
し
い
」「
美
し
く
」
の
意
の
形
容
詞
・
副
詞
。
シ
ェ
ー

ン
姓
は
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
在
世
時
実
在
し
た
。
た
と
え
ば
プ
ロ
イ
セ
ン
の
高
級
官
僚
だ
っ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
テ
オ
ド
ー
ア
・
フ
ォ
ン
・
シ
ェ
ー
ン

（
一
七
七
三
―
一
八
五
六
）。
ヘ
ン
ス
ヒ
ェ
ン
は
そ
れ
と
掛
け
て
魔
物
ど
も
の
容
貌
を
皮
肉
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
と
申
す
か
、
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相

変
わ
ら
ず
の
お
ふ
ざ
け
で
あ
る
。

（
32
）
九き

ゅ
う
ち
ゅ
う
ぎ

柱
戯　

K
egel.　

ボ
ウ
リ
ン
グ
に
似
た
競
技
。
細
長
い
円
錐
形
の
木
柱
を
九
本
方
形
に
並
べ
（
後
に
木
柱
の
形
も
並
べ
方
も
変
わ
っ
た
）、
こ
れ
に

木
製
の
球
を
転
が
し
て
ぶ
つ
け
、
倒
れ
た
木
柱
の
数
で
得
点
を
競
う
。
オ
ラ
ン
ダ
黄
金
時
代
（
十
七
世
紀
）
の
画
家
ヤ
ン
・
ス
テ
ー
ンJan Steen

の
「
宿
屋
の
外
で
九
柱
戯
を
す
る
人
人
」（
一
六
六
〇
―
六
三
頃
）
は
有
名
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
文
人
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
の
短
編
小
説

集
『
ス
ケ
ッ
チ
・
ブ
ッ
ク
』（
一
八
二
〇
年
頃
）W

ashington Irving: T
he Sketch Book of G

eoffrey Crayon

に
収
め
ら
れ
た
一
編
「
リ
ッ
プ
・

ヴ
ァ
ン
・
ウ
ィ
ン
ク
ル
」Rip van W

inkle

で
は
主
人
公
リ
ッ
プ
が
山
中
で
九
柱
戯
を
し
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
風
の
古
風
な
服
装
の
男
た
ち
（
オ
ラ
ン

ダ
出
身
の
開
拓
者
た
ち
の
亡
霊
）
と
出
会
う
。

（
33
）
ブ
レ
ッ
ト
シ
ュ
ピ
ー
ル　

Brettspiel.　

本
来
は
遊
戯
板
の
上
で
石
や
駒
を
動
か
し
て
二
人
が
勝
負
を
す
る
遊
び
（
碁
、
チ
ェ
ス
、
将
棋
、
バ
ッ
ク

ギ
ャ
モ
ン
な
ど
）
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
九
柱
戯
の
ル
ー
ル
の
一
つ
を
指
す
か
。
未
詳
。
ど
な
た
か
ご
高
教
を
。

（
34
）
パ
ル
テ
ン
ス　

Partens.　

九
柱
戯
の
ル
ー
ル
の
一
つ
を
指
す
か
。
未
詳
。
ど
な
た
か
ご
高
教
を
。

（
35
）
あウ

イ
い
さ　

O
ui.　

フ
ラ
ン
ス
語
の
肯
定
の
返
辞
。
D
M
B
一
七
「
心
臓
の
無
い
男
」
で
は
野
豚
が
こ
う
返
辞
し
て
跳
び
出
し
て
来
る
。
な
お
フ
ラ
ン

ス
語
「
ア
デ
ュ
ウ
」A

dieu

（「
ご
機
嫌
よ
う
」「
さ
よ
う
な
ら
」）
を
訛
っ
た
「
ア
ー
ジ
ェ
」A

djö

が
D
M
B
六
六
「
杜ね

ず松
の
木
」
に
出
て
来
る
。

同
様
の
訛
り
「
ア
ー
デ
」A

de

は
い
ま
だ
に
南
西
ド
イ
ツ
の
農
山
村
部
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
36
）
煙
突
掃
除
夫　

Schlotfeger.　

狭
い
煙
道
に
溜
ま
っ
た
煤
を
掃
除
す
る
人
夫
。
普
通
は
体
の
小
さ
い
少
年
。
D
M
B
五
三
「
白
鳥
貼
り
付
け
」
訳
注

「
煙
突
掃
除
夫
」
参
照
。

（
37
）
弾
み
車
を
蹴
っ
て
軸
棒
を
回
し　

trat das Rad, und drehte die Spindel.　

こ
れ
は
弾
み
車
式
轆
轤
台
で
あ
る
。
重
い
円
盤
状
の
弾
み
車
を
足

で
蹴
っ
て
回
転
さ
せ
る
。
円
盤
は
最
初
こ
そ
動
か
す
の
に
力
が
要
る
が
、
一
旦
弾
み
が
つ
く
と
、
自
身
の
重
さ
の
た
め
小
さ
な
力
で
は
減
速
し
な
く

な
り
、
一
定
の
回
転
速
度
が
保
た
れ
る
。
円
盤
の
回
転
は
軸
棒
に
伝
え
ら
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
轆
轤
師
は
こ
の
軸
棒
の
先
端
に
木
材
、
骨
、
象
牙
、

海
泡
石
な
ど
用
材
を
固
定
し
、
鑿の

み

を
当
て
て
削
っ
た
。
陶
工
の
場
合
は
軸
棒
と
連
結
し
た
回
転
台
の
上
に
粘
土
を
置
い
て
手
で
成
形
し
た
。
弾
み
車

式
轆
轤
台
の
お
蔭
で
轆
轤
師
も
陶
工
も
両
手
を
用
い
て
作
業
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
以
前
の
手
回
し
式
轆
轤
台
に
較
べ
格
段
の
進
歩
だ
っ

た
。

（
38
）
鮴ご

り

と
か
鮠は

え　

Gründlingen und Elritzen.　
「
グ
リ
ュ
ン
ト
リ
ン
グ
」Gründling
（
あ
る
い
はFlußgründling

）
は
鯉
科
指ゆ

び

魚お

属
、「
エ
ル
リ
ッ
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ツ
ェ
」Elritze

は
柳や

な
ぎ
ば
え鮠

、
棘と

げ
う
お魚

で
、
い
ず
れ
も
淡
水
に
棲
息
す
る
小
型
の
魚
で
あ
る
。
な
お
、
グ
リ
ュ
ン
ト
リ
ン
グ
（
学
名
ゴ
ビ
オ
・
フ
ル
ウ
ィ
ア

テ
ィ
リ
スGobio fluviatilis

）
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
西
ア
ジ
ア
の
河
川
、
湖
沼
に
非
常
に
多
く
、
食
用
、
飼
料
用
と
し
て
好
ま
れ
る
。
ド
イ
ツ
の
河
川
、

湖
沼
で
釣
り
人
の
鉤は

り

に
掛
か
る
の
は
、
グ
リ
ュ
ン
ト
リ
ン
グ
や
エ
ル
リ
ッ
ツ
ェ
の
他
に
は
た
と
え
ば
、
ア
ア
ルA

al

（
鰻
）、
エ
ッ
シ
ェÄ

sche

（
河

姫
鱒
）、
バ
ル
シ
ュBarsch

（
ペ
ル
カ
）、
ブ
ラ
ッ
セBrasse

（
ブ
リ
ー
ム
）、
デ
ー
ベ
ルD

öbel

（
う
ぐ
い
）、
フ
ォ
レ
レForelle

（
虹
鱒
）、
ヘ
ヒ

トH
echt

（
河
か
ま
す
）、
カ
ル
プ
フ
ェ
ンK

arpfen

（
鯉
）、
ロ
ー
ト
ア
ウ
ゲRotauge

（
銅ど

う
し
ょ
く色

う
ぐ
い
）
な
ど
。

二　

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
七
人
衆
の
昔
メ
ル
ヒ
ェ
ン話

（
39
）
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン　

Schw
aben.　

現
在
は
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
一
行
政
区
画
。
中
世
初
期
に
は
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
公
国
（
こ
の
公
国
は
ラ
イ
ン
河
を

越
え
エ
ル
ザ
ス
を
も
、ボ
ー
デ
ン
湖
の
南
の
ス
イ
ス
北
東
部
を
も
領
有
。
従
っ
て
ボ
ー
デ
ン
湖
は
公
国
の
中
央
に
位
し
た
）。
公
国
は
七
代（
一
一
三
八

―
一
二
五
四
）
に
亘
っ
て
ド
イ
ツ
王
・
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
（
と
り
わ
け
有
名
な
の
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
赤デ

ア
・
ロ
ー
ト
バ
ル
ト

髯
王
・
帝
＝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
）
を

輩
出
し
た
ホ
ー
エ
ン
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
家
の
終し

ゅ
う
え
ん焉

と
と
も
に
消
滅
、
小
諸
侯
、
諸
都
市
、
大
司
教
・
大
修
道
院
長
な
ど
の
高
位
聖
職
者
は
神
聖
ロ
ー

マ
帝
国
直
轄
と
な
っ
た
。
た
だ
し
や
が
て
域
内
に
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
公
国
（
成
立
一
四
九
五
）
が
勃
興
す
る
と
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
地
方
は
そ
の

覇
権
を
承
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
地
方
と
い
う
の
は
、
西
は
ラ
イ
ン
河
、
南
は
ボ
ー
デ
ン
湖
と
ス
イ
ス
、
北
は
プ
フ
ァ
ル
ツ
、

ネ
カ
ー
川
中
流
域
、
マ
イ
ン
フ
ラ
ン
ケ
ン
、
東
は
レ
ヒ
川
ま
で
拡
が
っ
て
い
る
ア
レ
マ
ン
・
ド
イ
ツ
語
圏
と
考
え
れ
ば
よ
か
ろ
う
。
中
心
の
大
都
市

は
ウ
ル
ム
。　

（
40
）
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク　

A
ugsburg.　

現
バ
イ
エ
ル
ン
州
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
地
方
東
端
の
有
力
都
市
。
商ツ

ン

フ

ト

工
業
組
合
に
よ
る
民
主
的
支
配
（
一
三
六
八

以
降
一
五
四
七
ま
で
）
で
繁
栄
。
イ
タ
リ
ア
と
の
中
継
貿
易
の
拠
点
と
い
う
地
理
上
の
優
位
も
あ
り
、
十
六
世
紀
に
は
富
豪
フ
ッ
ガ
―
家
や
ヴ
ェ
ル

ザ
ー
家
の
活
躍
で
知
ら
れ
る
黄
金
時
代
を
迎
え
た
。

（
4（
）
親
方　

M
eister.　

た
だ
「
親
方
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
武
具
製
造
業
者
の
親マ

イ
ス
タ
ー方

で
あ
る
。

（
42
）
ボ
ー
デ
ン
湖　

Bodensee.　
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
海
」Schw

äbisches M
eer

と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
ド
イ
ツ
最
大
の
湖
は
面
積
五
三
六
平
方
キ
ロ

（
内
ド
イ
ツ
領
は
三
三
〇
平
方
キ
ロ
）、
ド
イ
ツ
最
南
端
に
あ
る
。
ド
イ
ツ
と
ス
イ
ス
と
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
境
が
湖
上
に
。
温
和
な
気
候
に
恵
ま
れ
、

太
古
か
ら
人
類
の
生
活
が
営
ま
れ
た
。

（
43
）
男
の
身
の
丈
七
人
分
の
槍　

e spieß von siebe M
annslengen.　

標
準
ド
イ
ツ
語ein Spieß von sieben M

annslängen.　
「
男
の
身
の
丈
」

を
仮
に
五
・
五
フ
ィ
ー
ト
と
見
積
も
る
と
、
三
八
・
五
フ
ィ
ー
ト
＝
一
二
・
六
メ
ー
タ
ー
強
と
な
る
。
中
・
近
世
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
活
躍
し
た
頑
強
な
ス

イ
ス
人
傭
兵
（
歩
兵
）
の
長
槍
は
一
八
フ
ィ
ー
ト
で
、
こ
れ
は
六
メ
ー
タ
ー
弱
。
若
き
日
の
織
田
信
長
が
部
下
に
装
備
さ
せ
た
朱
塗
り
の
大
身
の
槍
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は
三
間
半
で
、
こ
れ
は
六
・
四
メ
ー
タ
ー
弱
に
当
た
る
。

（
44
）
安
物
の
剣　

Bratspieß.　
「
ブ
ラ
ー
ト
シ
ュ
ピ
ー
ス
」
は
本
来
は
「
炙や

き
串
」、
す
な
わ
ち
、
肉
片
や
鳥
を
串
刺
し
に
し
て
、
回
転
す
る
輪
に
接
続
、

烈
火
（
こ
れ
を
回
す
役
の
こ
ぞ
う
は
熱
気
を
避
け
る
た
め
顔
を
布
で
覆
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
）
の
前
で
ぐ
る
ぐ
る
回
し
て
、
炙あ

ぶ

り
焼
き
に
す
る
た

め
の
先
の
尖
っ
た
細
い
鉄
の
棒
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
俗
語
で
「
剣
、
そ
れ
も
安
物
の
」
の
意
。

（
45
）
鉄て

つ
か
ぶ
と

兜　
Sturm

hut.　
「
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
フ
ー
ト
」。
十
六
世
紀
の
歩
兵
の
鉄
兜
。

（
46
）
後
ろ
へ
蹴
り
飛
ば
す
の
に　

zum
 H

intenausschlagen.　

実
際
、
多
人
数
が
棍
棒
や
短
剣
や
剣
で
闘
い
合
う
場
合
、
混
戦
の
最
中
後
ろ
か
ら
襲
い

掛
か
ら
れ
た
ら
、
あ
ら
か
じ
め
長
靴
に
装
着
し
て
お
い
た
拍
車
で
蹴
り
飛
ば
す
の
は
有
効
な
心
得
だ
っ
た
。

（
47
）
胸き

ょ
う
こ
う

甲　

H
arnisch.　

「
ハ
ル
ニ
ッ
シ
ュ
」
は
本
来
「
鎧
」「
甲
冑
」
の
意
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
騎
士
の
防
具
全
体
を
指
す
。
し
か
し
、
十
七
世
紀
に
は
、

胸
を
守
る
鋼
鉄
製
の
胸
板
と
背
中
を
守
る
同
じ
く
鋼
鉄
製
の
背
板
か
ら
成
り
、双
方
を
合
わ
せ
て
尾
錠
で
留
め
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
「
胸

甲
」
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
十
全
な
防
具
と
は
言
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
ゼ
ー
ハ
ー
ス
こ
と
ヨ
ッ
ケ
レ
は
胸
板
部
分
だ
け
で
満
足
し
た
よ
う
で
あ

る
。
頸
か
ら
布
紐
か
何
か
で
ぶ
ら
下
げ
た
の
だ
ろ
う
。
事
実
そ
う
い
う
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
七
人
衆
の
絵
が
あ
る
。

（
48
）
えク

ラ
シ
ェ

え
気　

Curasche.　

フ
ラ
ン
ス
語
「
ク
ラ
ー
ジ
ュ
」Courage

（
勇
気
、
元
気
）
の
訛
り
。

（
49
）
聖ザ

ン
ク
トウ

ル
リ
ヒ
教
会　

St. U
lrich.　

聖
ザ
ン
ク
トウ

ル
リ
ヒ
・
聖

ザ
ン
ク
トア

フ
ラ
教
会
の
こ
と
。
ル
タ
ー
派
の
信
仰
を
認
め
た
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
宗
教
和
議

（
一
五
五
五
）
を
記
念
し
て
建
立
さ
れ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
（
旧
教
）
と
福
音
派
（
新
教
）
の
教
会
が
同
一
の
場
所
に
あ
る
世
界
で
も
珍
し
い
教
会
。
旧

市
街
の
中
心
市ラ

ー
ト
ハ
ウ
ス
・
プ
ラ
ッ
ツ

庁
舎
広
場
か
ら
旧
市
街
の
南
半
を
南
北
に
貫
く
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
通

シ
ュ
ト
ラ
ー
セ

り
の
南
端
ウ
ル
リ
ヒ
広
場
に
面
し
て
い
る
。

（
50
）
御ご

弥ミ

サ撒　

eine M
esse.　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
、
神
を
讃
美
し
、
罪
の
贖あ

が
な

い
を
願
い
、
神
の
恵
み
を
祈
る
儀
式
。
司
祭
が
立
て
（
執
り
行
い
）、
通

常
は
信
徒
が
こ
れ
に
与あ

ず
か

る
（
参
加
す
る
）
最
も
重
要
な
典
礼
。

（
5（
）
ゲ
ッ
ピ
ン
ゲ
ン
門　

Göppinger T
or.　

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
の
古
い
都
市
ゲ
ッ
ピ
ン
ゲ
ン
へ
通
じ
る
街
道
が
こ
こ
か
ら
発
し
て
い
る
の
で
、
市
門

に
こ
の
名
称
が
あ
っ
た
か
。

（
52
）
上
等
の
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
腸ソ

ー
セ
ー
ジ詰

を
い
ろ
い
ろ　

gute A
ugsburger W

ürste.　

ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
は
数
あ
る
ド
イ
ツ
の
加
工
肉
食

品
の
う
ち
で
も
有
名
。
各
種
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
中
く
ら
い
の
大
き
さ
の
茹ゆ

で
ソ
ー
セ
ー
ジ
（
炒
め
る
の
で
は
な
く
、
沸
騰
し
な
い
熱
湯
な
い
し

ブ
イ
ヨ
ン
で
皮
が
破
裂
し
な
い
よ
う
数
分
暖
め
て
食
べ
る
。
こ
れ
が
難
し
け
れ
ば
、
一
旦
沸
騰
し
た
湯
な
い
し
ブ
イ
ヨ
ン
の
下
の
火
を
止
め
、
ソ
ー

セ
ー
ジ
を
投
入
、
五
分
ほ
ど
し
て
引
き
上
げ
れ
ば
よ
か
ろ
う
）。
豚
肉
、
仔こ

牛う
し

肉
、
豚
の
脂
身
が
原
料
。
白ヴ

ァ
イ
ス
ヴ
ル
ス
ト

ソ
ー
セ
ー
ジW

eißw
urst

も
近
隣
の
大

都
市
で
あ
る
現
バ
イ
エ
ル
ン
州
州
都
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
の
そ
れ
に
劣
ら
ず
有
名
。

（
53
）
雲ひ

ば
り雀　

Lerche.　

雲
雀
は
、
鶫つ

ぐ
み

、
鶉う

ず
ら

、
蒿あ

お
じ雀

と
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
食
家
が
好
む
小し

ょ
う

禽き
ん

類
で
あ
る
。
炙
っ
て
詰
め
物
を
し
た
雲
雀
は
古
代
ロ
ー
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マ
以
来
珍
味
と
さ
れ
て
い
る
。

（
54
）
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
の
シ
ュ
ル
ツ
さ
ん　

der H
err Schulz, der A

llgäuer.　
「
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
」A

llgäuer

は
「
ア
ル
ゴ
イ
男
」
の
意
。「
ア
ル
ゴ
イ
」

は
バ
イ
エ
ル
ン
か
ら
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
に
掛
け
て
の
高
地
。
山
国
の
人
ら
し
く
雄
雄
し
い
と
思
わ
れ
て
い
る
わ
け
。
ち
な
み
に
こ
の
人
だ
け
が
敬
意

を
表
し
て
敬
称
付
き
の
姓
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

（
55
）
ヨ
ッ
ケ
レ
で
、
別
名
ゼ
ー
ハ
ー
ス　

der Jockele, genannt der Seehaas.　

普
通
「
ゼ
ー
ハ
ー
ス
」Seehaas

は
標
準
ド
イ
ツ
語
の
「
ゼ
ー
ハ
ー

ゼ
」Seehase

、
直
訳
す
れ
ば
「
海
兎
」、
す
な
わ
ち
雨
降
ら
し
科
の
腹
足
類
で
あ
る
軟
体
動
物
の
「
あ
め
ふ
ら
し
」
の
こ
と
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は

「
湖
兎
」
の
意
。
な
に
せ
、
あ
め
ふ
ら
し
は
淡
水
に
は
棲
息
し
な
い
。

（
56
）
マ
ル
レ
、
綽
名
し
て
ネ
ス
テ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ　

der M
arle, genannt der N

estelschw
ab.　

「
ネ
ス
テ
ル
」
は
「
紐
」、「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
」
は

「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
」
の
意
。

（
57
）
イ
ェ
ル
ク
レ
、
通
称
ブ
リ
ッ
ツ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ　

der Jerkle, w
ar der Blitzschw

ab geheißen.　
「
ブ
リ
ッ
ツ
」
は
「
稲
妻
」
の
意
。

（
58
）
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
と
異
名
を
取
っ
た
る
ミ
ヒ
ェ
ル　

der M
ichel, Spiegelschw

ab zubenahm
set.　

「
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
」
は
「
鏡
」

の
意
。

（
59
）
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
の
ハ
ン
ス　

der H
ans, K

nöpfelschw
ab.　

「
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ
」
は
後
掲
訳
注
参
照
。　

（
60
）
フ
ァ
イ
ト
レ
で
、
こ
れ
は
ゲ
ル
プ
フ
ュ
ー
ス
ラ
ー　

V
eitli, das w

ar der Gelbfüßler.　
「
ゲ
ル
プ
フ
ュ
ー
ス
ラ
ー
」
は
「
黄
色
足
」
の
意
。

（
6（
）
こポ

ッ

ツ

・

ブ

リ

ッ

ツ

り
ゃ
ぶ
っ
た
ま
げ
た　

Potz Blitz.　
「
こ
れ
は
こ
れ
は
」「
た
ま
げ
た
」。

（
62
）
シ
ュ
ペ
ッ
ツ
レ
と
も
い
う
旨う

ま

い
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ　

gute K
nöpfle oder Spätzle.　

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
ヌ
ー
ド
ル
（
標
準
ド
イ
ツ
語
「
ク
ネ
ー
デ

ル
」K

nödel

。
こ
の
類
は
諸
種
あ
る
が
、
麺
状
で
は
な
く
、
団
子
状
の
も
の
が
普
通
）
で
あ
る
シ
ュ
ペ
ッ
ツ
レ
の
基
本
的
レ
シ
ピ
は
以
下
の
通
り
。

 

　

材
料
。
小
麦
粉
二
五
〇
グ
ラ
ム
。
鶏
卵
二
個
。
塩
小
匙
一
。
水
八
分
の
一
リ
ッ
タ
ー
。
バ
タ
ー
大
匙
一
お
よ
び
パ
ン
粉
大
匙
一
（
炒
め
用
）。

 

　

調
理
。
材
料
を
混
ぜ
、
掻か

き
混
ぜ
匙
か
捏こ

ね
棒
で
泡
立
つ
ま
で
練
り
上
げ
て
固
く
粘
っ
た
生き

じ地
を
作
る
。
そ
れ
か
ら
生
地
を
少
し
づ
つ
シ
ュ
ペ
ッ

ツ
レ
用
板ボ

ー
ド

の
上
に
拡
げ
、
シ
ュ
ペ
ッ
ツ
レ
削
りSpatzenschaber

（
長
方
形
の
鋼
鉄
の
薄
板
。
持
つ
方
の
一
端
は
丸
く
、
そ
の
反
対
側
は
刃
状
）、

あ
る
い
は
長
く
て
幅
広
の
包
丁
で
薄
い
帯
状
に
切
り
、
沸
騰
し
た
塩
入
り
の
湯
に
入
れ
る
。
シ
ュ
ペ
ッ
ツ
レ
を
投
入
し
て
い
る
限
り
、
湯
は
絶
え
ず

沸
騰
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
再
び
シ
ュ
ペ
ッ
ツ
レ
が
浮
き
上
が
っ
て
来
た
ら
、
網
杓じ

ゃ
く
し子

で
掬す

く

い
取
り
、
別
の
塩
入
り
の
熱
湯
に
潜く

ぐ

ら
せ
、
よ

く
水
気
を
切
っ
て
か
ら
、
暖
め
て
お
い
た
皿
に
空
け
る
。
こ
う
し
て
全
部
の
生
地
が
処
理
さ
れ
た
ら
、
全
部
を
バ
タ
ー
で
煎い

っ
た
パ
ン
粉
と
と
も
に

炒
め
る
。
お
手
製
の
シ
ュ
ペ
ッ
ツ
レ
で
名
声
を
博
し
た
け
れ
ば
、
生
地
に
水
を
使
わ
ず
、
粉
が
吸
収
す
る
限
り
の
卵
を
入
れ
る
と
よ
ろ
し
い
。（
ル
ド

ル
フ
・
ヴ
ェ
ル
ク
監
修
『
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
美
食
探
査
行
』Regie Rudolf W

erk: K
ulinarische Streifzüge durch Schw

aben. Stülz V
erlag. 
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W
ürzburg （979.

）

 

　

生
地
に
レ
バ
ー
を
入
れ
た
も
の
、
ほ
う
れ
ん
そ
う
を
入
れ
た
も
の
な
ど
も
。
な
お
、
現
代
ド
イ
ツ
で
は
、
シ
ュ
ペ
ッ
ツ
レ
の
類
は
通
常
単
独
で
食

べ
る
の
で
は
な
く
、
シ
チ
ュ
ウ
や
肉
料
理
の
付
け
合
わ
せ
と
す
る
。　

（
63
）
ク
ネ
ー
テ
ル　

K
nötel.　

標
準
ド
イ
ツ
語
「
ク
ネ
ー
デ
ル
」K

nödel

に
当
た
る
。

（
64
）
ク
レ
ー
セ　

K
löße.　

標
準
ド
イ
ツ
語
「
ク
ロ
ー
ス
」K

loß

の
複
数
形
。「
ク
ロ
ー
ス
」
は
「
ク
ネ
ー
デ
ル
」
を
も
指
す
が
、
肉
団
子
を
も
言
う
。

（
65
）
ボ
プ
フ
ィ
ン
グ
地
方　

Bopfinger Landschaft.　

ボ
プ
フ
ィ
ン
ゲ
ンBopfingen

は
古
く
か
ら
あ
る
現
在
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
小

さ
な
町
。
も
と
よ
り
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
に
属
す
る
。
か
つ
て
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
直
属
都
市
。

（
66
）
乾し

ち

が

つ

し
草
月　

H
eum

ond.　

H
eum

onat

と
も
。
家
畜
の
飼
料
に
す
る
乾
し
草
の
収
穫
月
で
あ
る
七
月
。

（
67
）
雀す

ず
め
ば
ち蜂　

H
orniß.　

H
ornisse

の
こ
と
。
膜ま

く

翅し

目
雀
蜂
科
の
昆
虫
。
大
型
蜂
で
体
長
約
四
〇
ミ
リ
。
腹
端
に
毒
針
を
持
ち
、
毒
は
強
烈
。

（
68
）
凹く

ぼ

道み
ち　

H
ohlw

eg.　

両
側
が
急
斜
面
の
道
。
切
り
通
し
。
谷
あ
い
の
道
。

（
69
）
自
分
の
最
後
の
麪パ

ン麭
は
焼
か
れ
て
、
平
ら
げ
ら
れ
ち
ま
っ
た　

sein letztes Brot w
äre gebacken und bereits verzehrt.　

「
あ
る
ひ
と
の

麪パ

ン麭
は
焼
か
れ
た
」ihm

 ist sein Brot gebacken

は
「
あ
る
ひ
と
は
間
も
な
く
死
ぬ
だ
ろ
う
」、「
あ
る
ひ
と
の
麪パ

ン麭
は
も
う
す
ぐ
食
べ
尽
く
さ
れ

る
」sein Brot ist bald aufgegessen
は
「
あ
る
ひ
と
の
盛
り
の
歳
は
も
う
過
ぎ
た
」
の
意
の
慣
用
句
。

（
70
）
さ
あ
て
、
そ
れ
か
ら
と
あ
る
森
に
踏
み
込
ん
だ
が　

K
am

en nun just in einen W
ald und.　

こ
の
挿
話
は
状
況
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
森
の
突

破
を
図
っ
た
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
が
、
な
ぜ
茂
み
へ
で
は
な
く
大
地
に
槍
を
刺
し
た
の
か
。
ク
ネ
プ
フ
ェ
レ
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
が
な
ぜ
樹
と
槍
の
間
に
挟
ま

れ
た
の
か
。
槍
が
抜
け
な
い
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
が
、
思
案
の
挙
げ
句
、
太
い
幹
の
樹
の
方
を
根
こ
ぎ
に
し
た
の
は
お
笑
い
だ
が
。
D
M
B
（
一
八
四
五
）

に
ほ
ぼ
標
準
ド
イ
ツ
語
で
収
録
さ
れ
て
い
て
こ
の
D
M
B
二
の
解
明
に
役
立
っ
た

„D
as M

ärchen von den sieben Schw
aben„

（N
r.（9

）
に
は

こ
の
挿
話
は
入
っ
て
い
な
い
。

（
7（
）
打
ち
箆べ

ら

遊
び
で
叩
か
れ
た
球　

der Ball beim
 Pritschenschlag.　

「
打
ち
箆
遊
び
」
は
球
技
の
一
種
。
杭
の
頭
に
乗
っ
て
い
る
木
片
（
屋
根
葺ふ

き

の
杮こ

け
ら
い
た板

な
ど
）
上
に
置
か
れ
た
ボ
ー
ル
を
で
あ
る
打
ち
箆
（
道
化
師
の
道
具
）
状
の
棒
の
一
撃
で
高
く
打
ち
上
げ
る
。

（
72
）
六
ク
ラ
フ
タ
ー　

sechs K
lafter.　

「
ク
ラ
フ
タ
ー
」
は
成
人
男
子
が
両
腕
を
左
右
に
拡
げ
た
時
の
指
先
か
ら
指
先
ま
で
の
長
さ
。
尋ひ

ろ

。
日
本
で
は

一
・
八
メ
ー
タ
ー
ほ
ど
。
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
一
・
九
メ
ー
タ
ー
ほ
ど
。

（
73
）
ア
ル
ゴ
イ
ア
ー
は
心
臓
を
洋ズ

ボ
ン袴

の
留
め
革
の
下
に
落
と
し
ち
ま
っ
て
る
わ
け
じ
ゃ
あ
な
い　

der A
llgäuer das H

ery nicht im
 Sprungriem

en 
trug.

「
臆
病
者
の
心
臓
は
ズ
ボ
ン
の
中
に
落
ち
る
（
滑
り
込
む
）」D

em
 Feigling fällt 

（rutscht

） das H
erz in die H

osen.

と
い
う
慣
用
句
を

敷ふ

衍え
ん

し
た
表
現
。
難
解
で
す
な
。
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（
74
）
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン　

M
ünchen.　

現
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
州
都
。
上

オ
ー
バ
ーバ

イ
エ
ル
ン
高
地
の
イ
ザ
ー
ル
河
畔
の
大
都
市
。
人
口
一
三
三
万
余
（
二
〇
〇
九

末
）。
一
一
〇
〇
年
以
降
こ
の
名
称
。
一
一
五
〇
年
以
降
塩
の
集
散
地
。
一
一
五
八
年
ザ
ク
セ
ン
公
に
し
て
バ
イ
エ
ル
ン
公
ハ
イ
ン
リ
ヒ
獅デ

ア
・
レ
ー
ヴ
ェ

子
公
に

よ
っ
て
貨
幣
鋳
造
地
と
し
て
承
認
さ
れ
、
間
も
な
く
都
市
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
都
市
と
し
て
の
発
展
の
基
礎
を
作
っ
た
と
い
う
べ
き
ハ
イ
ン
リ
ヒ

獅
子
公
が
、
ド
イ
ツ
王
・
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
赤デ

ア
・
ロ
ー
ト
バ
ル
ト

髯
王
・
帝
と
の
ち
に
不
和
に
な
り
、
ゲ
ル
ン
ハ
ウ
ゼ
ン
で
追
放
刑
を
受
け
る
と
、

ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ
ハ
家
の
オ
ッ
ト
ー
一
世
が
一
一
八
〇
年
バ
イ
エ
ル
ン
公
と
な
り
、
以
来
バ
イ
エ
ル
ン
が
王
国
と
な
っ
て
も
ヴ
ィ
ッ
テ
ル
ス
バ
ッ

ハ
家
が
バ
イ
エ
ル
ン
を
支
配
し
た
（
一
九
一
八
終し

ゅ
う

焉え
ん

）
し
、
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
を
そ
の
首
都
と
し
た
。
バ
イ
エ
ル
ン
は
今
こ
そ
往
古
の
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ

ン
の
か
な
り
の
部
分
を
そ
の
行
政
区
域
に
包
含
し
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
そ
の
西
隣
に
位
し
、
方
言
も
支
配
者
も
異
な
る
文
化
圏
で
あ
り
、
こ
う
し

た
場
合
に
よ
く
あ
る
よ
う
に
、
対
抗
意
識
を
抱
い
て
い
た
。

（
75
）
シシ

ュ

ヴ

ォ

ー

ベ

ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人　

Schw
ohbe.　

「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
」Schw

abe

の
訛
り
。

（
76
）
麦
芽
乾
燥
場　

M
arzdarre.　

ビ
ー
ル
醸
造
用
の
麦
芽
を
乾
燥
さ
せ
る
た
め
の
簀す

の
こ子

台
が
並
ん
で
い
る
醸
造
所
内
の
一
室
。

（
77
）
例
の
黒
い
虫
ど
も　

die schw
arzen K

äfer.　
「
ご
き
ぶ
り
」
は
「
カ
ー
カ
ー
ラ
ク
」K

akerlak

だ
が
、「
シ
ャ
ー
ベ
」Schabe

と
も
い
う
。「
シ
ュ

ヴ
ォ
ー
ベ
」
と
「
シ
ャ
ー
ベ
」
は
音
が
似
て
い
る
。

（
78
）
瘡か

さ

蓋ぶ
た

の
上
に
虱し

ら
み

を
這は

わ
せ
る　

die Laus über den Grind laufen lassen.　
『
諺
的
慣
用
句
事
典
』
に
よ
れ
ば
、「
あ
る
ひ
と
の
肝
臓
の
上
を
虱
が

這
っ
た
」Es ist ihm

 eine Laus über die Leber gelaufen.

（
彼
は
立
腹
し
た
、
憤

い
き
ど
おっ

た
）
と
い
う
慣
用
句
（「
肝
臓
」
は
情
緒
を
司
る
器
官
）

は
載
っ
て
い
る
が
、
標
記
の
言
い
回
し
は
見
え
な
い
。「
瘡
蓋
の
中
の
虱
み
た
い
な
」W

ie die Laus im
 Grind 

（Schorf

） sitzen

は
「
ち
び
の
癖

し
て
傲ご

う

岸が
ん

不ふ

遜そ
ん

」
の
意
な
の
で
、
こ
れ
と
は
関
係
な
い
。
ま
あ
し
か
し
、
そ
れ
で
な
く
て
も
痒か

ゆ

く
て
堪
ら
な
い
瘡
蓋
の
上
を
虱
が
這
い
回
っ
た
ら
、

い
ら
い
ら
む
し
ゃ
く
し
ゃ
す
る
は
ず
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
に
違
い
な
い
。

（
79
）
乾
し
草
棒　

W
iesbaum

.　

荷
車
に
満
載
し
た
乾
し
草
あ
る
い
は
穀
物
の
束
を
固
定
す
る
た
め
そ
の
上
に
置
か
れ
た
か
な
り
長
く
太
い
棒
。
そ
の
両

端
を
荷
車
に
固
く
縛
り
付
け
る
。

（
80
）
かク

ヴ
ェ
ッ
ケ
ン

も
じ
草
朝ハ

ム
ス
タ
ー

鮮
鼠　

Q
ueckenham

ster.　
「
ク
ヴ
ェ
ッ
ケ
」
は
稲
科
の
雑
草
。「
ハ
ム
ス
タ
ー
」
は
古
高
ド
イ
ツ
語
の
「
ハ
マ
ス
ト
ロ
」ham

astro 

（
穀
物
虫
）
が
語
源
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
乾
燥
・
半
乾
燥
地
帯
が
分
布
区
域
。
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
フ
ェ
ル
ト
ハ
ム
ス
タ
ーFeldham

ster

し

か
見
ら
れ
な
い
。
齧げ

っ

歯し

目
絹き

ぬ

毛げ

鼠
科
。
地
中
に
掘
っ
た
穴
の
中
に
棲
む
。
昆
虫
や
地
虫
も
食
べ
る
が
、
果
実
や
木
の
実
が
主
た
る
食
餌
で
あ
る
雑
食

性
。

（
8（
）
マ
ル
タ
ー
袋　

M
altersack.　

穀
物
が
丁
度
一
マ
ル
タ
ー
入
る
袋
。
こ
の
昔
の
容
積
単
位
一
マ
ル
タ
ー
は
地
方
に
よ
り
異
な
る
が
、
一
五
〇
―

七
〇
〇
リ
ッ
タ
ー
。
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（
82
）
聖
ク
リ
シ
ュ
ド
フ
様　

der hoilich K
rischdof.　

「
聖
ク
リ
ス
ト
フ
（
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
）」der heilige Christoph 

（Christophorus

） 

の
訛

り
。
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
は
あ
ら
ゆ
る
旅
行
者
の
守
護
聖
人
。
カ
ナ
ン
の
巨
人
レ
プ
ロ
ブ
ス
は
最
も
強
い
存
在
に
仕
え
よ
う
と
志
し
、
結
局
悪
魔

に
奉
公
す
る
に
至
っ
た
が
、
悪
魔
が
十
字
架
を
避
け
る
の
を
見
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
帰
依
し
よ
う
と
す
る
。
贖
罪
の
た
め
あ
る
危
険
な
大
河

で
旅
人
を
肩
に
背
負
っ
て
渡
し
続
け
る
。
長
い
歳
月
、
数
多
く
の
人
人
に
奉
仕
し
た
あ
と
、
幼お

さ
な

子ご

イ
エ
ス
を
渡
し
て
つ
い
に
贖
罪
を
果
た
し
、
以
降

「
キク

リ

ス

ト

フ

ォ

ル

ス

リ
ス
ト
を
担
え
る
者
」（
ラ
テ
ン
語
）
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
83
）
思
い
切
っ
て
始
め
り
ゃ
、
半
分
泳
い
じ
ま
っ
た
よ
う
な
も
ん
だ
あ
よ
う　

Frisch gw
ohgt ischt halb gschw

om
m

e.　
「
思
い
切
っ
て
始
め
れ
ば
、

半
分
で
き
た
よ
う
な
も
の
」Frisch gew

agt

（,

） ist halb gew
onnen.

の
も
じ
り
。

（
84
）
こ
い
つ
は
儲も

う

け
た　

Jetzt hent m
ers gw

onne.　

こ
の
ド
イ
ツ
語
方
言
の
和
訳
は
類
推
。
ど
な
た
か
ご
高
教
を
。

（
85
）
メ
ン
メ
ン
ゲ　

M
em

m
enge.　

シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
都
市
メ
ン
ミ
ン
ゲ
ンM

em
m

ingen

の
こ
と
。

（
86
）
胸
板　

Brett.　

こ
の
和
訳
は
類
推
。
ど
な
た
か
ご
高
教
を
。

（
87
）
葎ホ

ッ
プ穂　

H
opfen.　

麻
科
の
蔓
性
多
年
草
。
受
粉
前
の
雌
株
が
持
つ
毬き

ゅ
う

花か

の
黄
金
色
の
粉
（
ル
プ
リ
ン
）
に
は
芳
香
と
爽
や
か
な
苦
味
が
あ
り
、
ビ
ー

ル
に
香
味
を
付
け
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。
防
腐
作
用
も
あ
る
。
D
M
B
一
二
「
名
付
け
親
に
な
っ
た
死
」
訳
注
「
葎ホ

ッ
プ穂

」
参
照
。

（
88
）
が
た
が
た
糸
巻
き
棹ざ

お　

Runkunkel.　

年
老
い
た
女
性
に
対
す
る
蔑
称
。「
ク
ン
ケ
ル
」K

unkel

（
糸
巻
き
棹
）
は
女
性
の
象
徴
で
あ
り
、
女
性
を

指
す
。

（
89
）
鶺せ

き
れ
い鴒　

Bachstelze.　

雀
目
鶺
鴒
科
。
小
さ
く
ほ
っ
そ
り
し
て
い
る
。
真
っ
直
ぐ
で
ほ
っ
そ
り
し
た
嘴
。
長
い
翼
。
長
く
、
丸
く
凹
ん
だ
尾
。
か
な

り
高
い
、
細
い
脚
。
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
歩
き
な
が
ら
尾
を
上
下
に
振
る
。
水
辺
で
休
む
。

（
90
）
ぶ
う
す
か
熊
さ
ん　

Brum
m

bär.　

直
訳
す
れ
ば
「
唸
り
熊
」。
気
難
し
屋
。
不
平
家
。

（
9（
）
ロ
イ
ト
キ
ル
ヒ
門　

Leutkircher T
or.　

現
在
バ
ー
デ
ン
＝
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
都
市
ロ
イ
ト
キ
ル
ヒ
（
か
つ
て
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
直
属
都

市
）
へ
向
か
う
街
道
が
こ
こ
か
ら
発
す
る
の
で
、
こ
の
名
が
あ
っ
た
か
。
も
と
よ
り
メ
ン
ミ
ン
ゲ
ン
の
市
門
の
一
つ
。

（
92
）
三メ

ル
ツ
ェ
ン月

麦ビ
ー
ル酒　

M
ärzenbier.　

「
メ
ル
ツ
ェ
ン
ビ
ー
ア
」
と
は
三
月
に
醸
造
さ
れ
た
強
い
貯
蔵
ビ
ー
ル
（「
ラ
ー
ガ
ー
・
ビ
ー
ア
」Lagerbier

）
の
こ

と
。
一
五
三
九
年
施
行
の
バ
イ
エ
ル
ン
公
国
ビ
ー
ル
醸
造
条
例
に
よ
れ
ば
、
ビ
ー
ル
の
醸
造
が
許
さ
れ
た
の
は
九ミ

ヒ

ャ

エ

リ

ス

月
二
九
日
（
聖
ミ
カ
エ
ル
大
天
使

の
祝
日
）
か
ら
四
月
二
三
日
（
聖
ゲ
オ
ル
ギ
ウ
ス
の
祝
日
）
ま
で
だ
っ
た
。
暑
く
て
乾
い
た
夏
の
間
の
火
災
の
増
加
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で

「
メ
ル
ツ
ェ
ン
ビ
ー
ア
」
は
夏
の
数
箇
月
間
洞
窟
や
地
下
の
穴
蔵
に
貯
蔵
さ
れ
た
。
洞
窟
や
穴
蔵
の
出
入
り
口
の
正
面
に
は
陽
光
を
遮
ぎ
る
た
め
に
葉

の
大
き
な
栃と

ち

の
木
な
ど
が
植
え
ら
れ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
長
期
保
存
が
で
き
る
よ
う
に
ビ
ー
ル
自
体
の
比
重
と
ア
ル
コ
ー
ル
度
も
増
や
さ
れ
、

ホ
ッ
プ
添
加
も
強
化
さ
れ
た
。
昔
の
「
メ
ル
ツ
ェ
ン
ビ
ー
ア
」
に
つ
い
て
は
「
濃
褐
色
で
こ
く
が
あ
る
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
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（
93
）
ア
イ
マ
ー　

Eim
er.　

昔
の
液
量
単
位
。
六
〇
―
八
〇
リ
ッ
タ
ー
。

（
94
）
マ
ー
ス　

M
aß.　

南
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス
で
の
ビ
ー
ル
な
ど
の
古
い
液
量
単
位
で
一
―
二
リ
ッ
タ
ー
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
は
「
マ
ー

ス
ク
ル
ー
ク
」M

aßkrug

（
一
リ
ッ
タ
ー
ほ
ど
入
る
ジ
ョ
ッ
キ
）
一
杯
分
で
あ
ろ
う
。

（
95
）
ラ
ン
ゲ
ン
ザ
ル
ツ　

Langensalz.　

ザ
ク
セ
ン
の
町
ラ
ン
ゲ
ン
ザ
ル
ツ
ァLangensalza

の
こ
と
。

（
96
）
本ケ

ル
ン命　

K
ern.　

「
ケ
ル
ン
」
は
「
神
髄
」「
核
心
」
の
意
。

（
97
）
中ミ

ッ
テ
ル
ビ
ー
ル

麦
酒　

M
ittelbier.　

中
く
ら
い
の
品
質
と
強
さ
の
ビ
ー
ル
。
強
ビ
ー
ル
よ
り
弱
く
、
弱
ビ
ー
ル
よ
り
強
い
。
幾
つ
も
の
種
類
が
あ
る
。

（
98
）
弱コ

ー
フ
ェ
ン
ト

麦
酒　

K
ovent.　

「
デ
ュ
ン
ビ
ー
ア
」D

ünnbier

（
薄
い
ビ
ー
ル
）
の
方
言
。
通
常
の
強
ビ
ー
ル
（
濃
い
ビ
ー
ルD

ickbier

）
を
醸
造
し
た
使
用

済
み
の
残
り
汁
に
水
を
加
え
、
再
び
加
熱
し
て
作
っ
た
。
ア
ル
コ
ー
ル
度
は
低
い
（
二
％
以
下
）
だ
し
、
旨
く
も
な
ん
と
も
な
い
が
、
生
水
が
し
ば

し
ば
疫
病
の
原
因
と
な
っ
た
中
近
世
で
は
水
代
わ
り
に
子
ど
も
に
も
、
朝
食
時
に
も
飲
ま
れ
た
。
D
M
B
三
八
「
ち
い
ち
ゃ
な
卓テ

ー
ブ
ル子

食
事
の
仕
度
、

驢ろ

馬ば

公こ
う

踏
ん
ば
れ
、
棍こ

ん
ぼ
う棒

出
て
来
い
袋
か
ら
」
訳
注
「
弱コ

ー
フ
ェ
ン
ト

麦
酒
」
参
照
。

（
99
）
ク
ロ
ー
ン
ブ
ル
ク　

K
ronburg.　

ク
ロ
ー
ン
ブ
ル
ク
の
館Schloß K

ronburg

は
メ
ン
ミ
ン
ゲ
ン
南
方
一
〇
キ
ロ
に
あ
る
。
現
在
バ
イ
エ
ル
ン
州

で
最
も
美
し
い
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
城
館
と
さ
れ
る
。
イ
ラ
ー
川
屈
曲
部
の
小
高
い
丘
（
標
高
七
五
二
メ
ー
タ
ー
）
の
上
に
位
置
す
る
。

（
（00
）
郷
士　

Junker.　

ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
が
私
淑
し
て
い
た
J
・
K
・
A
・
ム
ゼ
ー
ウ
ス
は
V
d
D
の
中
で
、
爵
位
は
持
っ
て
い
な
い
が
広
い
土
地
の
領

主
で
あ
る
紳
士
階
級
の
あ
る
人
物
を
「
ユ
ン
カ
ー
」
と
読
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
V
d
D
の
訳
出
に
当
た
っ
て
訳
者
鈴
木
は
「
郷
士
」
と
し
た
。
こ
こ

で
も
そ
れ
を
踏
襲
す
る
。

（
（0（
）
牛ブ

ル
ド
ッ
グ

攻
め
犬　

Bullenbeißer.　

英
国
で
牡
牛
と
闘
わ
せ
る
た
め
に
品
種
改
良
（
？
）
さ
れ
た
犬
の
種
類
。
鼻
が
口
よ
り
後
退
し
て
い
る
の
で
、
牡
牛

の
喉
に
咬
み
つ
い
て
も
呼
吸
が
で
き
る
。

（
（02
）
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
レ
ブ
ッ
ツ　

Schnitzlebutz.　

未
詳
。
ど
な
た
か
ご
高
教
を
。

（
（03
）
足そ

く

痛つ
う
ふ
う風　

Zipperlein.　

足
指
（
特
に
親
指
）
や
足
首
に
起
こ
る
痛
風Fußgicht

の
俗
語
。
痛
風
は
血
液
内
の
尿
酸
値
が
高
く
な
り
、
こ
れ
が
関
節

部
、
と
り
わ
け
足
の
親
指
な
ど
に
結
晶
と
な
っ
て
析
出
す
る
た
め
起
こ
る
炎
症
反
応
。
高
尿
酸
血
症
は
ビ
ー
ル
の
多
飲
や
肉
食
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ

れ
る
リ
ス
ク
が
高
い
。
し
か
し
こ
れ
が
遺
伝
的
に
起
こ
り
易
い
体
質
も
あ
る
と
の
こ
と
。
発
作
の
痛
み
は
骨
折
の
痛
み
以
上
の
激
痛
の
こ
と
も
。
従
っ

て
日
頃
温
和
な
郷
士
殿
も
極
め
て
怒
り
っ
ぽ
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
（04
）
醸
造
鍋　

Braupfanne.　

銅
製
の
ビ
ー
ル
醸
造
鍋
。
直
径
一
五
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
あ
ろ
う
か
。

（
（05
）
野ハ

ル

ト

天
で
の
食
事　

H
alt.　

狩
猟
用
語
。
狩
猟
の
際
の
戸
外
で
の
食
事
。

（
（06
）
時　

Stündlein.　
「
あ
る
ひ
と
の
時
が
来
る
」Sein Stündlein kom

m
t.

と
い
う
の
は
普
通
は
「
あ
る
ひ
と
の
死
期
が
来
る
」
の
意
で
、
太
平
楽
な
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ネ
ス
テ
ル
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
は
母
親
の
言
っ
た
「
時
」
を
や
は
り
そ
う
解
釈
し
た
の
だ
が
、
母
親
は
「
運
に
恵
ま
れ
栄
え
る
時
」「
勢
い
に
乗
る
時
」
の

意
で
用
い
、
ぐ
う
た
ら
息
子
に
愛
想
を
尽
か
し
、「
お
ま
え
に
ゃ
時
節
到
来
す
る
こ
と
な
ん
ぞ
あ
り
っ
こ
な
い
」
と
決
め
つ
け
た
の
で
あ
る
。

（
（07
）
匙さ

じ　
Löffel.　

狩
猟
用
語
で
「
兎
の
耳
」
を
指
す
。

（
（08
）
ハ
ウ
、
フ
エ
ル
ハ
ウ
、
ハ
ウ
、
ハ
ウ
ハ
ウ　

H
au huelhau! H

au, hauhau!　

打
て
、
飛
び
掛
か
れ
、
打
て
。
打
て
、
打
て
打
て
。hauen=hieben, 

huelen=hurlen=hurl

（
英
語
）。

（
（09
）
肥
や
し
飼
い
の
牡
牛　

M
astochs.　

食
肉
用
に
肥
育
さ
れ
た
去
勢
牡
牛
。

（
（（0
）
三ド

ラ

イ

メ

ン

ナ

ー

ヴ

ァ

イ

人
懸
か
り
ぶ
ん
ど
う
酒　

D
reim

ännerw
ei.　

三ド
ラ
イ
メ
ン
ナ
ー
ヴ
ァ
イ
ン

人
懸
か
り
葡
萄
酒D

reim
ännerw

ein

の
訛
り
。
粗
悪
で
、
飲
め
た
も
の
で
は
な
い
ワ
イ
ン
。

こ
れ
を
飲
む
に
は
男
が
三
人
懸
か
り
に
な
る
の
で
そ
う
呼
ば
れ
る
。
つ
ま
り
、
一
人
の
男
が
も
う
一
人
の
男
に
し
っ
か
り
抑
え
ら
れ
、
三
人
目
が
抑

え
つ
け
ら
れ
た
男
の
口
に
こ
れ
を
注
ぎ
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
。
こ
れ
は
『
グ
リ
ム
ド
イ
ツ
語
辞
典
』
の
説
明
に
よ
る
。

（
（（（
）
喉ラ

ッ
ヘ
ン
プ
ッ
ツ
ァ
ー

掃
除　

Rachenputzer.　

酸
っ
ぱ
い
、
粗
悪
な
ワ
イ
ン
の
戯
称
。〔
だ
が
、
た
と
え
ば
ヘ
ッ
セ
ン
で
は
火

ブ
ラ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ン

酒
を
指
す
よ
う
に
、
喉
が
ひ
り
ひ
り
す

る
強
い
酒
の
こ
と
も
言
う
〕。

（
（（2
）
し
ん
せ

0

0

0

レ
マ
帝
国
の　

im
 heilige rem

ische Reich.　
「
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
」im

 H
eiligen Röm

ischen Reich　

の
訛
り
。
こ
の
物
語
の
背
景

と
思
わ
れ
る
十
七
世
紀
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
大
部
分
は
現
実
に
は
、
王
国
、
公
国
、
諸
侯
領
、
大
司
教
な
ど
の
高
位
聖
職
者
領
、
帝
国
直
属
都
市
な
ど

な
ど
、
諸
小
邦
が
分
立
し
て
い
た
が
、「
ド
イ
ツ
民
族
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」das H

eilige Röm
ische Reich D

eutscher N
ation

な
る
統
一
名
称

を
戴
い
て
い
た
。

（
（（3
）
湖ゼ

ー

ヴ

ァ

イ

産
の
ぶ
ん
ど
う
酒　

Seew
ei.　

湖ゼ
ー
ヴ
ァ
イ
ン

産
葡
萄
酒
の
訛
り
。
こ
こ
で
は
ボ
ー
デ
ン
湖
沿
岸
や
湖
内
の
島
で
で
き
る
ワ
イ
ン
を
指
し
て
い
る
。
芳ほ

う
じ
ゅ
ん醇

で
名

高
い
。
温
和
な
気
候
に
恵
ま
れ
て
い
る
同
地
で
は
、
既
に
八
四
四
年
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
カ
ー
ル
三
世
が
イ
ー
バ
ー
リ
ン
グ
湖
（
ボ
ー
デ
ン
湖
の

北
西
部
で
細
長
く
な
っ
て
い
る
）
の
北
西
端
の
小
村
ボ
ー
ト
マ
ー
で
葡
萄
を
栽
培
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
最
古
の
葡
萄
畑
が
現
存
す
る
。
そ

も
そ
も
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ヴ
ァ
ル
ト
か
ら
ボ
ー
デ
ン
湖
に
掛
け
て
の
バ
ー
デ
ン
地
方
一
帯
は
さ
ま
ざ
ま
な
美
酒
で
有
名
。
こ
の
辺
り
で
は
ド
イ
ツ
語
圏

に
は
珍
し
く
赤
ワ
イ
ン
を
も
産
出
、
そ
れ
ば
か
り
か
こ
れ
に
は
大
い
に
こ
く
が
あ
る
。
湖
畔
の
町
メ
ー
ル
ス
ブ
ル
ク
の
グ
ラ
ウ
ブ
ル
グ
ン
ダ
ー
は
最

上
。
シ
ュ
ペ
ー
ト
ブ
ル
グ
ン
ダ
ー
も
お
勧
め
。
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ど
ん
な
恨
み
が
あ
っ
て
、
か
く
も
事
実
無
根
の
罵
詈
雑
言
を
並
べ
て
い
る
の
や

ら
。

（
（（4
）
酸ザ

ウ
ア
ー
ア
ン
プ
フ
ア
ー

い
葉　

Saueram
pfer.　

「
酸す

い
葉ば

」
は
蓼た

で

科
の
多
年
草
。
ギ
シ
ギ
シ
、
ス
カ
ン
ボ
／
ス
カ
ン
ポ
（
こ
れ
ら
は
同
様
に
酸
っ
ぱ
く
、
若
い
茎
が
食
用

に
さ
れ
る
虎い

た
ど
り杖

を
も
指
す
。
た
だ
し
虎
杖
は
日
本
産
）
の
別
名
で
も
あ
る
。
北
半
球
の
温
帯
に
広
く
分
布
し
、
耕
牧
地
や
道
の
端
で
よ
く
見
掛
け
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
来
し
ば
し
ば
若
い
茎
や
葉
が
食
用
と
さ
れ
、
ス
ー
プ
の
実
な
ど
に
使
わ
れ
た
。
蓚し

ゅ
う
さ
ん酸

を
多
く
含
む
の
で
茎
や
葉
を
噛
む
と
酸
っ
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ぱ
い
。

（
（（5
）
自
分
の
皮
を
市
場
に
運
ん
で
行
く
龍
な
ん
ぞ
い
や
し
な
い　

kein D
rache sein Fell zu M

arkte getragen.　
「
自
分
の
皮
を
市
場
に
運
ぶ
」sein 

Fell zu M
arkte tragen 

は
「（
他
人
の
た
め
に
）
命
を
張
る
」
と
い
う
意
の
慣
用
句
。
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
れ
を
借
り
て
、「
龍
の
皮
は
市
場
で

は
買
え
な
い
」
と
ふ
ざ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
（（6
）
衣い

蛾が　
M

otte.　

鱗り
ん

翅し

目
広ひ

ろ

頭ず

小こ

が蛾
科
の
一
種
。
体
長
一
〇
ミ
リ
内
外
の
黄
白
色
の
幼
虫
が
毛
織
物
、
毛
皮
な
ど
を
食
い
、
毛
を
綴
り
合
わ
せ
て
扁

平
な
筒
状
の
巣
を
作
り
、
中
で
蛹
化
す
る
。
成
虫
は
開
張
一
〇
―
一
四
ミ
リ
程
度
で
黄
褐
色
。

三　

肝
臓
を
食
べ
ち
ま
っ
た
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
の
話

（
（（7
）
御ご

難な
ん

同
士
の
お
仲
間
や
い　

M
ein Leiden-Gesell.　

「
我
が
受
難
の
同
胞
よ
」
と
い
う
呼
び
掛
け
。
救
世
主
は
こ
の
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
同
様
浮
浪

者
よ
ろ
し
く
の
恰か

っ
こ
う好

を
な
さ
っ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。

（
（（8
）
グ
ル
デ
ン
銀
貨　

Gulden.　
「
グ
ル
デ
ン
金
貨
」Goldgulden

で
あ
れ
ば
、
以
下
の
説
明
が
当
て
嵌
る
。
西
欧
で
は
長
期
に
亘
り
銀
貨
の
単
独
支
配

が
続
い
た
が
、
一
二
五
二
年
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
共
和
国
で
初
め
て
金
貨
が
鋳
造
さ
れ
た
。
こ
れ
が
「
グ
ル
デ
ン
金
貨
」
と
後
に
ド
イ
ツ
語

圏
で
称
さ
れ
よ
う
に
な
る
貨
幣
。
片
面
に
は
市
の
紋
章
で
あ
る
百
合
の
刻
印
と
「
フ
ィ
オ
レ
ン
テ
ィ
ア
」
の
文
字
が
あ
っ
た
の
で
、「
フ
ィ
オ
リ
ー
ノ
」

（
イ
タ
リ
ア
）、「
フ
ロ
ー
リ
ン
」（
フ
ラ
ン
ス
）、「
フ
ロ
ー
レ
ン
」（
ド
イ
ツ
）
と
呼
ば
れ
た
。
し
か
し
、
十
七
世
紀
半
ば
に
は
ほ
と
ん
ど
無
く
な
り
、

グ
ル
デ
ン
銀
貨
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
銅
貨
と
の
対
照
で
は
こ
ち
ら
だ
ろ
う
。

（
（（9
）
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
銅
貨　

K
reuzer.　

十
九
世
紀
半
ば
に
は
六
十
ク
ロ
イ
ツ
ァ
ー
で
一
グ
ル
デ
ン
。
と
な
る
と
救
世
主
と
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
の
稼
ぎ

の
比
率
は
、
六
〇
〇
〇
対
一
で
す
な
。

（
（20
）
も
や
い

0

0

0　

gem
ein.　

共
通
。
共
同
。
共
有
。

（
（2（
）
臓
物
と
か
臓
腑
と
か
い
う
の　

das Gehänge oder Geräusch.　

解
体
さ
れ
た
動
物
の
内
臓
。

（
（22
）
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
男
が
口
を
つ
ぐ
む
こ
と
を
お
望
み
だ
っ
た　

W
ollte er haben, daß der Schw

ab stiil schw
ieg.　

ご
自
分
の
名
に
か
け
て

真
っ
赤
な
嘘
を
つ
か
れ
て
は
、
主
な
る
神
と
し
て
は
誓
言
を
繰
り
返
し
て
お
聴
き
に
な
り
た
く
な
か
っ
た
の
も
無
理
も
な
い
。

四　

泥
棒
の
親
方
の
認
定
試
験

（
（23
）
じカ

ル

ト

ッ

フ

ェ

ル

ヒ

ュ

ー

テ

ス

ゃ
が
い
も
の
ヒ
ュ
ー
テ
ス
（
団ク

レ
ー
セ子

）　K
artoffelhütes

（K
löße

）.　

テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
素
朴
な
郷
土
料
理
。
後
の
記
述
に
あ
る
よ
う
に
、
じ
ゃ
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が
い
も
の
皮
を
剥む

い
て
、
擂す

り
潰つ

ぶ

し
、
搾し

ぼ

り
、
少
し
の
脂
（
豚
と
か
鵞
鳥
と
か
、
あ
る
い
は
牛
と
か
の
）
を
入
れ
て
団
子
に
丸
め
、
そ
れ
を
茹ゆ

で
る

と
い
う
も
の
。
次
に
記
す
の
は
こ
れ
と
は
少
少
異
な
る
「
ヒ
ュ
ー
テ
ス
」（
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
風
団ク

レ
ー
セ子

）H
ütes

（T
hüringer K

löße

）
の
レ
シ
ピ

の
一
つ
で
あ
る
。

 
　

た
っ
ぷ
り
の
じ
ゃ
が
い
も
の
皮
を
剥
く
。
り
っ
ぱ
で
大
き
い
芋
を
選
ぶ
こ
と
。
そ
の
三
分
の
二
を
卸お

ろ

し
金が

ね

で
擂
り
潰
し
、
ぎ
ゅ
っ
と
搾
る
。
搾
っ

た
塊
を
ほ
ぐ
し
、
小
麦
粉
か
じ
ゃ
が
い
も
澱
粉
〔
日
本
で
「
片
栗
粉
」
と
称
さ
れ
て
い
る
も
の
〕
を
少
し
混
ぜ
、
塩
で
ち
ょ
っ
と
味
を
付
け
る
。
そ

れ
か
ら
じ
ゃ
が
い
も
の
三
分
の
一
を
茹ゆ

で
て
潰
し
て
滑
ら
か
な
ピ
ュ
レ
に
す
る
。
両
方
を
混
ぜ
、
強
く
攪か

く
は
ん拌

し
、
直
径
五
セ
ン
チ
く
ら
い
の
大
き
さ

の
団
子
に
纏
め
る
。
そ
の
際
、
ゼ
ン
メ
ル
（
小
型
の
丸
い
白
パ
ン
。
ブ
レ
ー
チ
ェ
ン
）
を
賽さ

い

の
目
に
切
っ
て
油
脂
で
こ
ん
が
り
揚
げ
た
も
の
を
真
ん

中
に
入
れ
る
。
沸
騰
す
る
湯
に
団
子
を
入
れ
て
ゆ
っ
く
り
一
〇
分
ほ
ど
茹
で
る
。
綺
麗
な
白
い
団
子
が
で
き
る
。
勧
め
る
時
に
は
「
ヒ
ュ
ー
テ
ス
！
」

H
üt

’es!

と
言
う
。

 

　

こ
れ
は
酢ザ

ウ

ア

ー

ブ

ラ

ー

テ

ン

漬
け
牛
肉
の
焼
き
物
、
こ
っ
て
り
し
た
猟
鳥
獣
料
理
、
グ
ー
ラ
シ
ュ
（
ハ
ン
ガ
リ
ア
風
パ
プ
リ
カ
入
り
牛
肉
シ
チ
ュ
ウ
＝
グ
ヤ
ー
シ
ュ
）

な
ど
に
合
う
。
一
皿
の
肉
料
理
あ
る
い
は
シ
チ
ュ
ウ
に
二
個
添
え
る
程
度
。

（
（24
）
そ
の
た
め
こ
の
団ク

レ
ー
セ子

は
南
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
数
多
く
の
土
地
で
「
ヒ
ュ
ー
テ
ス
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
だ　

davon denn auch die K
löße an 

vielen O
rten Südthüringen H

ütes heißen.　

一
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
料
理
を
食
卓
に
供
す
る
際
「
ヒ
ュ
ー
テ
ス
！
」H

üt

’es!

と
言
う
の
は
、

レ
シ
ピ
や
準
備
を
余よ

所そ

者も
の

に
し
ゃ
べ
ら
な
い
よ
う
「
気
を
つ
け
ろ
」
と
い
う
こ
と
で
、
名
前
の
由
来
は
こ
こ
に
あ
る
、
と
の
こ
と
。

 

　

野
暮
を
承
知
で
一
言
申
せ
ば
、
L
・
リ
ヒ
タ
ー
描
く
挿
絵
で
は
人
物
の
服
装
か
ら
見
て
こ
の
物
語
の
背
景
が
十
八
世
紀
に
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、

十
八
世
紀
も
四
分
の
三
近
く
経
過
す
る
ま
で
の
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
、
新
大
陸
産
の
食
用
植
物
の
一
つ
で
あ
る
じ
ゃ
が
い
も
の
栽
培
は
全
く
普
及
し
て

い
な
か
っ
た
。
い
わ
ん
や
そ
の
食
文
化
に
お
い
て
を
や
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
七
七
二
年
恐
ろ
し
い
飢
饉
が
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
を
襲
っ
て
か
ら
、

こ
の
地
は
よ
う
や
く
じ
ゃ
が
い
も
栽
培
と
じ
ゃ
が
い
も
食
を
受
け
入
れ
た
が
、
そ
れ
で
も
旨う

ま

い
も
の
好
き
の
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
人
に
と
っ
て
不
承
不

承
、
心
外
千
万
な
思
い
で
の
こ
と
だ
っ
た
、
と
い
う
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
ロ
シ
ア
に
至
る
ま
で
の
広
大
な
大
地
を
こ
の
高
カ
ロ
リ
ー
の
根
塊
植
物

が
征
服
し
終
わ
っ
た
の
は
十
九
世
紀
前
半
。

（
（25
）
代パ

ー
テ父　

Pate.　

名
付
け
の
父
親
。
キ
リ
ス
ト
教
の
幼
児
洗
礼
（
カ
ト
リ
ッ
ク
お
よ
び
英
国
聖
公
会
）
に
立
ち
会
っ
て
、
洗
礼
を
受
け
る
者
の
神
に
対

す
る
約
束
の
証
人
と
な
る
大
切
な
存
在
。
男
で
あ
れ
ば
代パ

ー
テ父

（
名ゲ

フ
ァ
ッ
タ
ー

付
け
の
父
）、
女
で
あ
れ
ば
代パ

ー
テ
ィ
ン母Patin

（
名ゲ

フ
ァ
ッ
テ
リ
ン

付
け
の
母
）。
名
付
け
親
は
当
の
嬰
児

に
と
っ
て
は
将
来
と
も
に
両
親
同
様
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
頼
り
に
な
る
。
丘
の
上
の
城
の
ご
領
主
様
が
、
城
下
の
村
の
住
民
と
は
い
え
、
貧
乏

百
姓
の
赤
児
の
洗
礼
式
に
立
ち
会
い
、
名
付
け
親
に
な
っ
た
の
は
、
ま
こ
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
相
応
し
い
行
為
だ
っ
た
の
だ
が
。

（
（26
）
領
主
裁
判
権　

Gerichtsbann.　

領
主
に
与
え
ら
れ
た
、
所
領
内
で
の
犯
罪
を
裁
き
、
刑
を
執
行
す
る
権
限
。
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（
（27
）
拳ピ

ス
ト
ー
レ

銃　

Pistole.　

D
M
B
一
三
「
黍き

び

泥
棒
」
訳
注
「
拳ピ

ス
ト
ー
レ銃

」
参
照
。

（
（28
）
司
祭　

Pfarrer.　

福
音
派
（
新
教
）
地
帯
な
ら
「
牧
師
」
と
訳
す
べ
き
だ
が
、
名
付
け
親
・
名
付
け
子
な
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
（
英
国
国
教
会
も
そ

う
だ
が
）
の
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
上
、
物
語
末
尾
近
く
で
、「
煉
獄
」（
こ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
み
の
概
念
）
と
い
う
言
葉
が
出
て
来
る
の
で
、

テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
で
も
カ
ト
リ
ッ
ク
地
帯
と
解
釈
し
て
「
司
祭
」
と
し
た
（
も
っ
と
も
十
八
世
紀
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
都
市
住
民
の
大
方
は
新
教
徒

だ
っ
た
、
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
）。
こ
の
物
語
で
は
揶や

ゆ揄
の
対
象
に
さ
れ
て
い
て
お
気
の
毒
だ
が
、
編
著
者
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
新
教
徒
な
の
で
、
カ

ト
リ
ッ
ク
の
お
坊
様
に
対
す
る
敬
意
に
欠
け
る
の
は
是
非
も
無
い
仕
儀
か
。

（
（29
）
教き

ょ
う
じ
ょ
う

場
の
師
匠　

Schulm
eister.　

村
の
学
校
で
児
童
に
初
歩
的
教
育
を
与
え
る
先
生
。
聖
堂
の
管
理
人
で
も
あ
っ
た
は
ず
。
D
M
B
八
〇
「
ぞ
っ
と

す
る
」
の
訳
注
「
教
会
の
聖
物
保
管
係
兼
教

き
ょ
う
じ
ょ
う

場
の
師
匠
」
参
照
。
L
・
リ
ヒ
タ
ー
の
挿
絵
を
見
る
と
、
鬘か

つ
らを

被
り
、
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
を
一
着
に
お

よ
ん
だ
し
か
る
べ
き
地
位
の
平
信
徒
（
俗
人
）
の
よ
う
だ
。
だ
と
す
る
と
、
の
ち
に
出
る
よ
う
に
、
司
祭
と
併
せ
て
「
二
人
の
黒こ

く

衣え

［
お
坊
さ
ん
］」

と
あ
る
の
は
お
か
し
い
。
な
お
、
ド
イ
ツ
語
圏
に
お
い
て
は
十
八
世
紀
末
ま
で
初
歩
的
教
育
は
も
っ
ぱ
ら
副
業
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
修
道
院
学

校
、
そ
れ
も
平
信
徒
の
た
め
の
い
わ
ゆ
る
「
外
の
」
学
校
で
は
修
道
士
が
、
都
市
の
ラ
テ
ン
語
学
校
で
は
聖
職
者
が
、
中
世
後
期
の
読
み
書
き
計
算

学
校
や
近
世
の
私
塾
で
は
手
工
業
者
が
、
そ
し
て
村
の
学
校
で
は
教
会
の
聖
物
保
管
係
が
授
業
を
し
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
場
合
、
こ
の
聖
物
保

管
係
（
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
は
「
メ
ス
ナ
ー
」M

esner

）
が
聖
職
者
（
副
司
祭
、
助
祭
、
副
助
祭
）
で
あ
っ
て
も
不
思
議
は
な
い
。

（
（30
）
火ブ

ラ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ン

酒　

Branntw
ein.　

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
「
火

ブ
ラ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ン

酒
」
参

照
。

（
（3（
）
強
化
橙

だ
い
だ
い酒　

D
oppelpom

eranzen.　

未
詳
。
ど
な
た
か
ご
高
教
を
。

（
（32
）
イ
ス
パ
ニ
ア
苦ビ

タ

ー
味
酒　

Spanischbitter.　

未
詳
。
ど
な
た
か
ご
高
教
を
。

（
（33
）
火シ

ュ
ナ
ッ
プ
ス

酒　

Schnaps.　

前
掲
注
「
火

ブ
ラ
ン
ト
ヴ
ァ
イ
ン

酒
」
に
同
じ
。

（
（34
）
聖
な
る
使
徒
ペ
ト
ル
ス
様　

der heilige A
postel Petrus.　

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
二
使
徒
筆
頭
。

（
（35
）
二
〇
ク
ロ
ー
ネ　

zw
anzig K

ronen.　
「
ク
ロ
ー
ネ
」
は
「
王ク

ロ

ー

ネ

ン

タ

ー

ラ

ー

冠
タ
ー
ラ
ー
銀
貨
」K

ronentaler

の
こ
と
。
最
初
は
フ
ラ
ン
ス
で
（
エ
キ
ュ
・

オ
ー
・
ト
ロ
ア
・
ク
ロ
ン
ヌ
＝
三
王
冠
エ
キ
ュÉcu aux trois couronnes

。
ク
ロ
ン
ヌ
が
通
称
。
六
フ
ラ
ン
で
通
用
）、
一
七
五
五
年
以
降
オ
ー

ス
ト
リ
ア
領
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
で
刻
印
さ
れ
た
銀
貨
（
ブブ

ラ

バ

ン

タ

ー

ラ
バ
ン
ト
銀
貨
、
あ
る
い
は
十ク

ロ
イ
ツ
タ
ー
ラ
ー

字
タ
ー
ラ
ー
、
ク
ロ
ー
ネ
）。
後
に
は
南
ド
イ
ツ
で
も
真
似

て
鋳
造
さ
れ
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
「
ク
ロ
ー
ネ
」
参
照
。

（
（36
）
上
物
ト
ン
ネ
ン　

D
icketonnen.　

一
般
に
分
厚
い
タ
ー
ラ
ー
銀
貨
をD

icktaler

と
称
し
た
。D

icketonnen

は
こ
のD

icktaler

の
訛
り
と
解
し

た
。
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（
（37
）
月
桂
樹
タ
ー
ラ
ーLaubtaler.　

月
桂
樹
と
盾
の
模
様
の
付
い
た
フ
ラ
ン
ス
の
六
フ
ラ
ン
銀
貨
。
フ
ラ
ン
ス
で
の
通
称
は
、
白
エ
キ
ュÉcu blanc

、

白
ル
イLouis blanc

、
ル
イ
銀
貨Louis d

’argent

。
ド
イ
ツ
で
も
広
く
普
及
、
通
用
し
た
。
や
は
り
ク
ロ
ー
ネ
銀
貨
に
相
当
。

（
（38
）
蝲ざ

り
が
に蛄　

K
rebs.　

「
ク
レ
ー
プ
ス
」
は
広
い
意
味
で
は
（
淡
水
・
海
水
双
方
の
）
甲
殻
類
。
従
っ
て
蟹
の
類
を
も
含
む
。
し
か
し
、
狭
い
意
味
で
は
、

体
長
一
五
セ
ン
チ
内
外
、
重
さ
一
二
〇
―
一
四
〇
グ
ラ
ム
で
、
緑
が
か
っ
た
茶
色
の
淡
水
産
の
ざ
り
が
に
を
指
す
。
学
名
ポ
タ
モ
ビ
ウ
ス
・
ア
ス
タ

ク
スPotam

obius astacus

。
甲
殻
綱
十
脚
目
蝲
蛄
科
の
節
足
動
物
。
第
一
肢
は
大
き
な
鋏
と
な
っ
て
い
る
。
河
川
や
湖
沼
の
特
に
切
り
立
っ
た
険

し
い
岸
に
棲
息
。
そ
う
い
う
場
所
で
は
日
中
は
植
物
の
根
や
穴
の
中
に
潜
り
込
ん
で
い
る
。
平
た
い
岸
辺
で
は
石
の
下
。
夜
間
、
腐
肉
、
巻
貝
、

蚯み
み
ず蚓

、
幼
虫
、
あ
ら
ゆ
る
植
物
を
食
べ
る
。
冬
は
め
っ
た
に
穴
を
去
ら
な
い
。
夏
脱
皮
す
る
。
食
材
と
し
て
美
味
。
た
だ
し
調
理
の
前
に
体
内
の
泥

を
十
分
吐
か
せ
る
必
要
が
あ
る
。
も
と
よ
り
い
わ
ゆ
る
エ
ビ
ガ
ニ
（
ア
メ
リ
カ
ざ
り
が
に
）
と
は
異
な
る
。

（
（39
）
紅こ

う
か
い海　

Rotes M
eer.　

旧
約
聖
書
出
エ
ジ
プ
ト
記
に
よ
れ
ば
、
モ
ー
セ
に
率
い
ら
れ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
は
エ
ジ
プ
ト
と
シ
ナ
イ
半
島
を
隔
て
る

「
葦
の
海
」
を
渡
っ
た
。
こ
れ
は
ス
エ
ズ
湾
、
す
な
わ
ち
紅
海
の
北
端
に
当
た
る
。

（
（40
）
キ
ド
ロ
ン
の
小
川　

Bach K
idron.　

キ
ド
ロ
ン
（
ケ
デ
ロ
ン
）
は
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
東
、
市
街
と
オ
リ
ー
ヴ
山
を
隔
て
る
ヨ
ル
ダ
ン
川
の
峡
谷
。

こ
こ
に
発
す
る
小
川
（
キ
ド
ロ
ン
の
川
）
は
東
流
し
て
死
海
に
注
ぐ
。
旧
約
聖
書
サ
ム
エ
ル
後
書
一
五
章
二
三
節
。
息
子
ア
ブ
サ
ロ
ム
に
叛そ

む

か
れ
た

王
ダ
ヴ
ィ
デ
は
従
う
兵
士
ら
と
と
も
に
こ
こ
を
越
え
て
逃
げ
た
。
新
約
聖
書
ヨ
ハ
ネ
伝
一
八
章
一
節
。
イ
エ
ス
は
裏
切
ら
れ
、
逮
捕
さ
れ
る
直
前
、

弟
子
た
ち
と
と
も
に
こ
の
峡
谷
の
向
こ
う
側
に
出
た
。

（
（4（
）
ヨ
シ
ャ
フ
ァ
ト
の
谷　

T
hal Josaphat.　

文
語
訳
聖
書
で
は
「
ヨ
シ
ャ
パ
テ
の
谷
」。「
ヨ
シ
ャ
フ
ァ
ト
」
は
「
主
の
裁
き
」
の
意
。
エ
ル
サ
レ
ム
近

郊
の
谷
。
新
共
同
訳
旧
約
聖
書
ヨ
エ
ル
書
四
章
二
節
。
文
語
訳
聖
書
で
は
同
じ
く
ヨ
エ
ル
書
三
章
二
節
。
い
わ
ゆ
る
「
最
後
の
審
判
」
が
行
わ
れ
る

場
所
と
し
て
十
二
世
紀
初
頭
か
ら
こ
の
地
に
特
定
す
る
論
者
が
少
な
く
な
い
。
十
二
世
紀
初
頭
ま
で
は
こ
の
地
は
聖
母
マ
リ
ア
の
埋
葬
地
と
し
て
言

挙
げ
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

（
（42
）
天
国
の
梯
子　

H
im

m
elsleiter.　

ヤ
コ
ブ
が
夢
に
見
た
、
天
国
に
ま
で
届
く
梯
子
。
天
使
た
ち
が
昇
り
降
り
し
て
い
た
、
と
い
う
。
旧
約
聖
書
創
世

記
二
八
章
一
二
節
。

（
（43
）
豚

ハ

ム

の
塩
漬
腿
肉
を
燻く

ん
せ
い製

に
す
る
た
め
の
鉤か

ぎ　

einen H
aken, daran m

an die Schinken räuchert.　

煙
突
の
煙
道
の
中
の
フ
ッ
ク
に
あ
ら
か
じ
め

し
か
る
べ
く
処
置
し
た
肉
を
ぶ
ら
下
げ
て
煙
で
燻
す
燻
製
製
造
法
は
、
十
九
世
紀
初
頭
ま
で
英
国
の
燻
製
ハ
ム
や
ベ
ー
コ
ン
の
専
門
製
造
業
者
に
お

い
て
で
す
ら
伝
統
的
手
法
だ
っ
た
。
英
国
の
あ
る
業
者
は
こ
の
頃
ま
で
、
馬
車
に
（
多
い
年
に
は
五
〇
〇
頭
分
も
の
）
豚
の
腿
肉
や
ら
脇
腹
肉
な
ど

を
積
ん
で
各
地
の
農
家
に
運
び
、
そ
こ
の
煙
突
の
中
に
吊
さ
せ
て
貰
う
と
い
う
遣
り
方
を
採
っ
て
い
た
そ
う
な
。
彼
は
委
託
農
家
に
燻
す
た
め
の
木

材
ま
で
供
給
し
た
と
か
。
そ
の
後
こ
の
業
者
は
燻
煙
室
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
便
極
ま
る
こ
う
し
た
手
法
か
ら
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
支
障
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を
解
決
し
た
、
と
い
う
。

（
（44
）
煉れ

ん
ご
く獄　

Fegefeuer.　

罪
そ
の
も
の
は
赦
免
さ
れ
た
が
、
償
い
が
残
っ
て
い
て
、
そ
の
ま
ま
で
は
天
国
に
直
行
で
き
な
い
霊
魂
は
、
煉
獄
（
浄
罪
界
）

で
浄
め
の
火
に
灼や

か
れ
る
。
そ
し
て
烈
火
で
精
錬
さ
れ
た
白
銀
の
よ
う
に
清
ら
か
に
な
っ
た
ら
よ
う
や
く
天
国
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
煉

獄
で
灼
か
れ
て
い
る
魂
が
特
別
許
可
を
得
て
こ
の
地
上
に
出
現
、
徘
徊
す
る
場
合
は
、
体
内
が
か
っ
か
と
燃
え
盛
っ
て
い
る
「
火ひ

男お
と
こ

」feuriger 
M

ann, Feuerm
ann

の
形
を
取
っ
た
り
す
る
。
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
「
火ひ

男お
と
こ」

参
照
。

八　

ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル

（
（45
）
ち
っ
ち
ゃ
い
妹　

Schw
esterchen.　

「
小
さ
い
女
性
の
は
ら
か
ら
」。「
妹
」
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
D
M
B
一
〇
「
老
魔
法
使
い
と
子
ど
も
た

ち
」
訳
注
「
妹
に
」
で
記
し
た
よ
う
に
日
本
で
の
慣
例
に
従
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ベ
ヒ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ど
う
や
ら
ヘ
ン
ゼ
ル
が
お
兄
ち
ゃ
ん
、
グ
レ
ー

テ
ル
が
妹
、
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
（46
）
森
の
草く

さ

木き

の
実　

W
aldbeeren.　

D
M
B
七
〇
「
三
人
の
と
ん
ま
な
悪
魔
」
訳
注
「
草く

さ

木き

の
実
」
参
照
。

（
（47
）
卵パ

ン
ケ
ー
キ

菓
子　

Eierkuchen.　
「
ア
イ
ア
ー
ク
ー
ヘ
ン
」
は
「
プ
フ
ァ
ン
ク
ー
ヘ
ン
」Pfannkuchen

と
も
い
う
。
後
者
は
平フ

ラ
イ
パ
ン鍋Pfanne

で
作
る
こ
と
に

由
来
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
「
ク
レ
ー
プ
」Crêpe

。
基
本
的
レ
シ
ピ
は
以
下
の
通
り
。

 

　

材
料
（
四
人
前
）。
小
麦
粉
二
五
〇
グ
ラ
ム
。
卵
四
個
。
全
乳
（
脱
脂
し
て
い
な
い
ミ
ル
ク
）
三
〇
〇
C
C
。
炭
酸
ガ
ス
入
り
鉱
泉
水
一
〇
〇

C
C
。
塩
一
つ
ま
み
。
バ
タ
ー
五
〇
グ
ラ
ム
。

 

　

調
理
。
卵
を
ボ
ウ
ル
に
割
り
入
れ
、
ミ
ル
ク
の
半
量
を
入
れ
て
泡
立
つ
ま
で
攪か

く
は
ん拌

す
る
（
泡
立
て
器
か
ハ
ン
ド
ミ
キ
サ
ー
で
）。
残
り
の
ミ
ル
ク
と

鉱
泉
水
を
加
え
、
だ
ま

0

0

が
な
く
な
る
よ
う
ゆ
っ
く
り
掻
き
混
ぜ
る
。
塩
一
つ
ま
み
を
加
え
る
。
ガ
ス
入
り
鉱
泉
水
は
生き

じ地
を
特
に
ゆ
る
や
か
に
す
る

効
能
が
あ
る
。
適
当
な
大
き
さ
の
フ
ラ
イ
パ
ン
に
油
脂
を
引
い
て
熱
し
、
底
に
薄
く
生
地
を
流
し
入
れ
る
。
生
地
が
均
等
に
拡
が
る
よ
う
フ
ラ
イ
パ

ン
を
揺
さ
ぶ
る
。
と
ろ
火
で
黄き

ん金
褐
色
に
な
る
よ
う
焼
け
た
ら
、
ひ
っ
く
り
返
し
て
同
じ
く
黄
金
褐
色
に
な
る
よ
う
焼
く
。
焼
け
た
も
の
は
、
暖
め

た
天オ

ヴ
ン火

の
天
板
に
積
み
重
ね
た
り
し
て
、
全
部
が
焼
け
る
ま
で
冷
め
な
い
よ
う
に
す
る
。

 

　

普
通
ジ
ャ
ム
や
ソ
ー
セ
ー
ジ
を
く
る
ん
だ
り
、
キ
ャ
ヴ
ィ
ア
を
載
せ
た
り
し
て
食
べ
る
。

（
（48
）
甘ビ

ス
ク
ヴ
ィ
ー
ト

焼
き
菓
子　

Biskuit.　

小
麦
粉
に
卵
、
砂
糖
、
ミ
ル
ク
、
バ
タ
ー
、
香
料
、
ベ
ー
キ
ン
グ
・
パ
ウ
ダ
ー
を
入
れ
て
捏こ

ね
、
型
に
入
れ
て
両
面
を
焼

い
た
菓
子
。
ラ
ス
ク
。
イ
タ
リ
ア
語
「
ビ
ス
コ
ッ
ト
」biscott

、
フ
ラ
ン
ス
語
「
ビ
ス
キ
ュ
イ
」biscuit

、
英
語
「
ビ
ス
キ
ッ
ト
」biscuit

。
二
度

焼
き
で
水
分
を
僅
少
に
し
た
極
め
て
固
い
、
長
期
保
存
の
可
能
な
軍
用
糧
食
の
パ
ン
も
「
ビ
ス
キ
ッ
ト
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
者
。
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（
（49
）
扁マ

ル
ツ
ィ
パ
ー
ン

桃
砂
糖
菓
子　

M
arzipan.　

扁ア
ー
モ
ン
ド桃

を
擂す

り
潰つ

ぶ

し
、
砂
糖
、
香
料
を
混
ぜ
て
焼
い
た
極
め
て
甘
い
菓
子
。
白
く
て
ね
っ
と
り
し
て
い
る
の
で
、
多
彩

に
着
色
し
、
い
ろ
い
ろ
な
形
に
成
形
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ジ
パ
ン
。

（
（50
）
魔
女　

H
exe.　

ド
イ
ツ
語
圏
の
民
間
伝
承
に
お
け
る
「
魔ヘ

ク
セ女

」
は
邪
悪
な
女
性
と
決
ま
っ
て
い
る
。
人
肉
を
喰
う
と
さ
れ
る
魔
女
が
登
場
す
る

K
H
M
は
、
K
H
M
一
五
「
ヘ
ン
ゼ
ル
と
グ
レ
ー
テ
ル
」H

änsel und Gretel

の
他
に
は
K
H
M
五
一
「
め
っ
け
鳥
」Fundevogel

。
西
欧
中
近

世
（
一
部
は
近
世
北
米
東
部
で
も
）
で
荒
れ
狂
っ
た
酷む

ご

い
「
魔
女
裁
判
」H

exenprozesse

の
哀
れ
な
無む

こ辜
の
犠
牲
者
と
は
全
く
関
係
な
い
空
想
上

の
産
物
で
あ
る
。
そ
の
淵
源
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
の
俗
信
に
も
遡
る
（
ロ
ー
マ
文
学
で
は
、
ア
プ
レ
イ
ウ
ス
『
変
身
譚
（
黄
金
の
驢
馬
）』、

ペ
ト
ロ
ニ
ウ
ス
『
サ
テ
ュ
リ
コ
ン
』
参
照
）。
な
お
、
や
は
り
超
自
然
的
力
を
駆
使
で
き
る
が
善
良
な
女
性
術
師
は
「
賢

ヴ
ァ
イ
ゼ
・
フ
ラ
ウ

い
女
」w

eise Frau

と
呼

ば
れ
る
。
従
っ
て
「
良
い
魔
女
」gute H

exe

「
白
い
魔
女
」w

eiße H
exe

と
い
っ
た
表
現
は
ド
イ
ツ
語
圏
に
は
め
っ
た
に
な
い
。
皆
無
で
は
な
い

が
。

（
（5（
）
太
っ
た
か
ど
う
か
、
触
っ
て
み
て
調
べ
よ
う
っ
て
わ
け　

dam
it sie fühle, ob er fett w

erde.　

こ
の
魔
女
は
目
が
悪
い
の
で
あ
る
。
魔
女
の
属

性
と
し
て
、
鼻
は
利
く
が
目
が
よ
く
見
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
全
て
の
魔
女
が
そ
う
だ
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
ヒ
シ
ュ

タ
イ
ン
は
読
者
も
了
解
済
み
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
。

（
（52
）
麪パ

ン麭
焼
き
竈が

ま　

Backofen.　

こ
れ
は
耐
火
煉
瓦
な
ど
で
作
っ
た
石
竈
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
式
の
場
合
、
薪
を
燃
や
す
炉
が
下
に
あ
り
、
パ
ン
を
焼
く
空

間
（
狭
義
の
竈
）
を
煙
道
の
一
部
と
し
て
炉
の
上
部
に
設
け
た
構
造
。
こ
の
部
分
に
は
鋳
鉄
や
鋼
鉄
製
の
頑
丈
な
出
し
入
れ
用
扉
が
あ
り
、
焼
く
際

内
部
の
気
密
性
を
高
め
、
高
温
（
二
〇
〇
度
に
達
す
る
）
を
保
つ
よ
う
に
し
て
あ
る
。
石
竈
は
石
の
輻
射
熱
で
内
部
の
物
を
じ
っ
く
り
焼
く
。

九　

赤ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン

帽
子
ち
ゃ
ん

（
（53
）
赤
い
天ビ

ロ
ー
ド

鵞
絨
で
拵こ

し
らえ

た
す
て
き
な
小
さ
い
縁
無
し
帽　

ein feines K
äppchen von rotem

 Sam
m

et.　

女
主
人
公
の
被
り
物
、
お
よ
び
女
主
人
公

の
綽あ

だ

名な

は
日
本
人
に
は
「
赤
頭
巾
」
と
い
う
邦
訳
で
通
っ
て
い
る
が
、
L
・
リ
ヒ
タ
ー
の
挿
絵
で
は
、「
頭
巾
」
と
い
う
と
大
方
脳
裡
に
浮
か
ぶ
頭
の

全
て
と
顔
の
か
な
り
の
部
分
を
覆
う
あ
れ
で
は
な
く
、
丸
い
縁
無
し
帽
で
あ
る
。「
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
」
は
「
カ
ッ
ペ
」
の
縮
小
形
。「
カ
ッ
ペ
」
は
中
世

で
は
「
頭
巾
」、
近
世
以
降
は
「
縁
無
し
帽
」
と
考
え
た
方
が
い
い
か
も
。
こ
の
点
は
フ
ラ
ン
ス
で
も
同
じ
な
よ
う
で
、
ペ
ロ
ー
「
ル
・
プ
テ
ィ
・

シ
ャ
プ
ロ
ン
・
ル
ー
ジ
ュ
」Le Petit Chaperon rouge

の
フ
ラ
ン
ス
の
画
家
に
よ
る
挿
絵
（
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
ド
レ
〈
一
八
六
七
〉、
ア
ル
ベ
ー

ル
・
ア
ン
ケ
〈
一
八
八
三
〉）
で
は
縁
無
し
帽
で
あ
る
。
そ
こ
で
拙
訳
は
「
赤
帽
子
ち
ゃ
ん
」
と
し
、
呼
び
方
は
「
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
」
と
し
た
。

（
（54
）
愛い

と

し
の　

scharm
antes.　

フ
ラ
ン
ス
語
「
シ
ャ
ル
マ
ン
」charm

ent

（
魅
惑
的
な
）
を
ド
イ
ツ
語
式
に
綴
り
、
語
尾
変
化
を
さ
せ
て
い
る
。

（
（55
）
ア
イ
ヒ
ェ
の
樹　

Eiche. Eiche.　

英
語
「
オ
ー
ク
」oak

。
橅ぶ

な

科
の
落
葉
樹
。
日
本
の
「
柏か

し
わ」（

周
囲
約
二
メ
ー
タ
ー
、
高
さ
約
八
メ
ー
タ
ー
）「
水み

ず
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楢な
ら

」
な
ど
に
似
て
い
る
が
遥
か
に
大
木
と
な
る
。
周
囲
が
一
〇
メ
ー
タ
ー
近
く
の
木
や
、
高
さ
二
三
メ
ー
タ
ー
に
及
ぶ
木
が
あ
る
。
D
M
B
三
九

「
七ジ

ー
ベ
ン
シ
ェ
ー
ン

重
麗
し
」
訳
註
「
ア
イ
ヒ
ェ
の
樹
」
参
照
。

（
（56
）
榛は

し
ば
み

　

H
asel.　

樺か
ば

の
木
科
榛
属
の
落
葉
低
木
で
あ
る
西
洋
榛
。
高
さ
五
―
七
メ
ー
タ
ー
。
葉
は
広
く
、
ほ
ぼ
円
形
で
先
端
が
急
に
尖
る
。
春
開
花
す

る
。
雄
花
は
黄
褐
色
、
雌
花
は
紅
色
。
果
実
（
堅
果
）
は
葉
の
よ
う
な
総そ

う
ほ
う苞

に
よ
っ
て
下
部
を
包
む
。
中
の
仁じ

ん

（
胚
乳
）
は
食
用
。
英
語
の
「
ヘ
イ

ゼ
ル
ナ
ッ
ツ
」hazelnuts

。
ク
ッ
キ
ー
や
ケ
ー
キ
に
入
れ
る
。
ロ
ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン
が
わ
く
わ
く
し
た
口
調
で
言
及
す
る
の
は
こ
の
た
め
か
な
。

（
（57
）
狼
靱じ

ん

皮ぴ　
W

olfsbast.　

未
詳
。
ど
な
た
か
ご
高
教
を
。

（
（58
）
狼
苺い

ち
ご　

W
olfsbeeren.　

学
名
パ
リ
ス
・
ク
ア
ド
リ
フ
ォ
リ
アParis quadrifolia

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
産
百ゆ

り合
科
衝つ

く

羽ば

ね根
草そ

う

属
の
宿
根
草
。
有
毒
植
物
。

か
つ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
根
茎
を
刻
ん
で
乾
燥
さ
せ
、
薬
用
（
手
足
の
麻
痺
や
痛
み
を
解
く
、
下
痢
に
も
効
く
と
か
）
と
し
た
。
英
語
名
「
ハ
ー
ブ
・

パ
リ
ス
」herb Paris

は
中
世
ラ
テ
ン
語
「
ヘ
ル
バ
・
パ
リ
ス
」herba paris

か
ら
。

（
（59
）
狼
の
乳W

olfsm
ilch.　

灯
台
草
科
灯
台
草
属
。
学
名
エ
ウ
フ
ォ
ル
ビ
ア
・
カ
ラ
キ
ア
スEuphorbia characias

。
中
央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
ほ
ぼ

四
〇
種
が
あ
る
が
、
全
て
毒
草
。
切
る
と
乳
液
を
出
す
が
、
こ
れ
は
刺
激
性
で
、
皮
膚
に
付
く
と
か
ぶ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
日
本
で
は
園
芸
植
物
と

し
て
「
ユ
ー
フ
ォ
ル
ビ
ア
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
（60
）
狼
の
根
っ
こ　

W
olfsw

urz.　
「
ア
イ
ゼ
ン
フ
ー
ト
」Eisenhut

（
鉄て

つ
か
ぶ
と兜

）
の
名
で
も
知
ら
れ
る
。
日
本
で
は
「
鳥と

り
か
ぶ
と兜

」（
舞
楽
の
楽
人
が
常
装
束
に

用
い
る
冠
）、
英
国
で
は
「
モ
ン
ク
ス
フ
ッ
ド
」m

onkshood

（
修
道
士
の
頭
巾
）。
い
ず
れ
も
そ
の
美
し
い
青
碧
色
の
花
の
形
に
ち
な
ん
で
名
付
け

ら
れ
た
も
の
。
金き

ん

鳳ぽ
う

花げ

科
の
多
年
草
。
ヤ
マ
ト
リ
カ
ブ
ト
、
カ
ラ
ト
リ
カ
ブ
ト
、
ハ
ナ
ト
リ
カ
ブ
ト
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
種
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
総
称

し
て
「
ト
リ
カ
ブ
ト
」（
学
名
ア
コ
ニ
ト
ゥ
ムA

conitum

）
と
称
す
る
。
花
は
美
し
い
が
、
塊
根
に
は
お
お
む
ね
猛
毒
（
ア
コ
ニ
チ
ン
類
）
が
あ
る
。

日
本
で
は
塊
根
を
乾
燥
さ
せ
た
も
の
が
「
烏う

ず頭
」「
附ぶ

し子
」〔
狂
言
で
は
「
ぶ
す
」
と
い
う
〕
な
る
有
名
な
毒
薬
。
た
だ
し
、
少
量
を
適
切
に
用
い
れ

ば
、
鎮
痛
、
鎮
痙
、
利
尿
、
強
心
、
新
陳
代
謝
賦
活
な
ど
に
薬
効
が
あ
る
。

（
（6（
）
寝シ

ュ
ラ
ー
フ
ハ
ウ
ベ

間
頭
巾　

Schlafhaube.　

女
性
が
眠
る
時
に
用
い
る
ボ
ン
ネ
ッ
ト
。
い
ま
だ
に
被
る
向
き
も
あ
る
よ
う
だ
。
か
つ
て
ド
イ
ツ
で
は
男
性
も
柔
ら

か
い
布
地
の
先
の
尖
っ
た
寝

シ
ュ
ラ
ー
フ
ミ
ュ
ッ
ツ
ェ

間
帽
子Schlafm

ütze

、
夜ナ

ハ
ト
ミ
ュ
ツ
ェ

帽
子N

achtm
ütze

を
被
っ
た
が
、
こ
ち
ら
は
廃
れ
た
と
か
。

（
（62
）
粉
挽
き
小
屋
の
歯
車
仕
掛
け　

ein Räderw
erk in einer M

ühle.　

粉
挽
き
小
屋
は
、
動
力
が
水
車
に
よ
る
も
の
で
も
風
車
に
よ
る
も
の
で
も
、

地
面
に
垂
直
な
そ
の
回
転
運
動
を
地
面
に
平
行
な
石
の
碾ひ

き
臼う

す

の
回
転
運
動
に
変
え
る
に
は
、
幾
つ
か
の
、
多
く
は
木
製
の
歯
車
を
噛
み
合
わ
せ
る

必
要
が
あ
っ
た
。
し
ば
し
ば
注
油
し
て
も
、
噛
み
合
わ
せ
部
分
は
ぎ
い
ぎ
い
軋き

し

み
易
い
。

（
（63
）
イ
ー
ゼ
グ
リ
ム
殿　

H
err Isegrim

m
.　

普
通Isegrim

と
綴
る
。
十
二
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
で
何
人
か
の
作
者
に
書
き
継
が
れ
て
成
立
し
た
『
狐

物
語
』Le R

om
an de R

enart

は
、
狡
賢
い
狐

ル
ナ
ー
ルRenart

と
そ
の
不
倶
戴
天
の
敵
で
あ
る
狼
イ
ザ
ン
グ
ラ
ンIsingrim

と
の
抗
争
を
軸
に
当
時
の
社
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会
を
活
写
し
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
へ
伝
播
、『
ラ
イ
ネ
ケ
狐
』R

eineke Fuchs

と
な
り
、
更
に
ゲ
ー
テ
に
よ
り
叙
事
詩
と
さ
れ
た
。
ド
イ

ツ
で
は
「
イ
ザ
ン
グ
ラ
ン
」
が
「
イ
ー
ゼ
グ
リ
ム
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
（64
）
鉄
砲　

K
ugelbüchse.　

「
ク
ー
ゲ
ル
ビ
ュ
ク
セ
」
は
本
来
「
施ラ

イ
フ
ル条

銃
」。
も
っ
と
も
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
こ
と
ゆ
え
、
そ
こ
ま
で
意
識
的
に
表
現
し
よ
う

と
し
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
ら
「
鉄
砲
」
と
し
た
。

（
（65
）
猟ヒ

ル
シ
ュ
フ
ェ
ン
ガ
ー

刀　
H

irschfänger.　

牡ヒ
ル
シ
ュ

角
鹿
猟
に
用
い
る
猟
刀
に
由
来
す
る
呼
称
。
大
型
狩
猟
鳥
獣
（
鹿
・
猪
・
熊
・
狼
・
大
雷
鳥
・
白
鳥
・
鷲
な
ど
）
に
止

め
を
刺
す
た
め
の
簡
素
な
造
り
の
、
三
〇
―
四
〇
セ
ン
チ
の
短
刀
。

（
（66
）
七
匹
の
仔こ

山や

ぎ羊
の
昔

メ
ル
ヒ
ェ
ン

話
の　

im
 M

ärchen von den sieben Geißlein.　

も
ち
ろ
ん
、
D
M
B
四
七
「
七
匹
の
仔こ

山や

ぎ羊
」D

ie sieben Geißlein 

、

K
H
M
五
「
狼
と
七
匹
の
仔
山
羊
」D

er W
olf und die sieben Geißlein

で
お
馴
染
み
の
あ
の
お
話
。

二
二　

幸
せ
者
の
ハ
ン
ス

（
（67
）
膝ひ

ざ

栗く
り

毛げ

で
ぽ
く
ぽ
く
出
立
し
た　

m
achte sich auf die Spazierhölzer.　

二
本
の
足
を
使
っ
て
出
発
し
た
。Spazierhölzer

と
は
直
訳
す
れ
ば

「
散
歩
の
木
木
」。
す
な
わ
ち
「
足
」
の
戯
称
。

（
（68
）
ヘ
ラ
ー
銅
貨　

H
eller.　

ご
く
小
額
の
貨
幣
。
D
M
B
四
四
「
王
の
大
聖
堂
」
訳
注
「
ヘ
ラ
ー
」
参
照
。

（
（69
）
肉
屋　

M
etzger.　

食
肉
用
鳥
獣
の
畜
殺
業
者
兼
食
肉
加
工
・
販
売
業
者
。

（
（70
）
豪
儀
な
小ヴ

ュ
ル
ス
テ
ル

型
腸
詰　

Fetzenw
ürstel.　

『
グ
リ
ム
ド
イ
ツ
語
辞
典
』
に
よ
れ
ばFetzengaul=großer, starker Gaul

な
の
で
、
そ
れ
か
ら
類
推

し
てFetzen

を
訳
し
た
。
自
信
が
な
い
。
ど
な
た
か
ご
高
教
を
。

（
（7（
）
耕
牧
地
監
視
人　

Flurschütz.　

畑
や
牧
草
地
の
警
吏
。

（
（72
）
刃
物
研
ぎ
屋　

Scherenschleifer.　

回
転
砥
石
〔
足
踏
み
式
。
こ
れ
だ
と
単
独
で
も
両
手
を
使
っ
て
刃
物
の
刃
を
回
転
す
る
分
厚
い
円
盤
型
の
砥
石

に
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
〕
を
使
っ
て
、
鋏は

さ
み、

包
丁
、
手
斧
な
ど
を
研
ぐ
行
商
人
。
こ
の
よ
う
に
村
村
を
廻
っ
て
歩
く
刃
物
研
ぎ
屋
や
鋳
掛
け
屋
は

と
も
す
る
と
定
住
者
で
あ
る
村
民
か
ら
「
流
れ
者
」
と
し
て
胡う

散さ
ん

臭く
さ

い
目
で
見
ら
れ
た
。
漂ジ

プ

シ

ー

泊
の
民
が
こ
う
し
た
稼
業
を
選
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら

な
お
さ
ら
で
あ
る
。

（
（73
）
幸
せ
皮　

Glückshaut.　
「
幸
せ
頭
巾
」Glückshaube

の
こ
と
。
生
ま
れ
た
子
ど
も
が
し
ば
し
ば
頭
に
被
っ
て
い
る
羊
膜
。
こ
う
い
う
子
ど
も
は

生
涯
幸
せ
だ
、
と
い
う
俗
信
が
あ
っ
た
。

四
一　

粉こ
な

挽ひ

き
と
女ニ

ク

セ

の
水
の
精
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（
（74
）
水
車
池
の
堰せ

き

を　

auf dem
 D

am
m

e an seinem
 M

ühlteiche.　
「
水
車
池
の
堰
」
と
は
「
ミ
ュ
ー
ル
ヴ
ェ
ー
ア
」M

ühlw
ehr

と
も
言
い
、
水
車

を
回
す
の
に
必
要
な
水
を
堰せ

き
止
め
、
水
車
に
導
く
堤
防
の
こ
と
。
粉
挽
き
が
朝
水
門
を
開
け
れ
ば
水
車
は
回
り
始
め
、
一
日
中
常
に
一
定
の
水
量

が
供
給
さ
れ
て
回
転
を
続
け
る
。

（
（75
）
女ニ

ク

セ

の
水
の
精　

N
ixe.　

ド
イ
ツ
語
圏
の
民
間
信
仰
に
お
い
て
、
水
は
浄
め
、
災
厄
を
祓は

ら

う
元
素
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
魔デ

ー
モ
ン物

た
ち
の
棲す

み
か処

で
も
あ

る
。
殊
に
豊
饒
の
魔
物
た
ち
の
。
こ
れ
ら
の
水
の
精
は
生
け
贄
を
要
求
す
る
、
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
語
圏
の
伝
説
（
フ
ラ
ン
ス
の
伝
説
で

も
そ
う
だ
が
）
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
本
来
は
水
の
精
に
人ひ

と

身み

御ご

供く
う

が
捧
げ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
聖マ

リ
ー
エ
ヒ
ン
メ
ル
フ
ァ
ー
ル
ト

母
被
昇
天
祭
（
八
月
一
五
日
）
や

洗ヨ

ハ

ン

ニ

ス

タ

ー

ク

礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
の
祝
日
（
六
月
二
四
日
）
に
そ
う
し
た
儀
式
が
行
わ
れ
た
地
域
が
あ
る
そ
う
な
。
も
っ
と
も
D
S
を
見
る
限
り
で
は
、
残
忍
で
人

肉
を
喰
う
の
は
緑
色
の
冷
た
い
ぬ
る
ぬ
る
し
た
肌
の
醜
怪
な
男ニ

ク

ス

の
水
の
精
で
あ
り
、
そ
の
一
方
、
女ニ

ク

セ

の
水
の
精
は
陸
に
上
が
っ
て
人
間
の
若
い
男
と

ダ
ン
ス
を
踊
り
た
が
る
な
ど
可
憐
な
行
動
を
す
る
よ
う
な
、
裳
裾
が
ぐ
っ
し
ょ
り
濡
れ
て
い
る
ほ
か
に
は
異
様
な
特
徴
の
無
い
、
お
お
む
ね
美
し
く

優
し
い
存
在
な
の
だ
が
。
D
M
B
六
一
「
ツ
ィ
テ
リ
ン
ヒ
ェ
ン
」
訳
注
「
女
の
水
の
精
た
ち
」
参
照
。

（
（76
）
く
れ
、
と
言
わ
れ
た
も
の
を
上
げ
る
、
と
承
知
し　

sagte ihr also zu, w
as sie verlangte.　

「
イ
ェ
フ
タ
の
誓
い
」
で
あ
る
。
D
M
B
一
六

「
胡く

る
み桃

の
小
枝
」
訳
註
「
家
に
帰
り
着
い
て
最
初
に
出
会
う
も
の
を
よ
こ
す
と
約
束
」
参
照
。

（
（77
）
こ
ん
な
に
早
く
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
子
ど
も
の
誕
生　

die Geburt seines K
indes, die er nicht so bald erw

artet hatte.　

早
産
だ
っ

た
の
で
あ
れ
ば
、
粉
挽
き
が
水
の
精
に
あ
ん
な
約
束
を
し
た
の
は
ひ
ど
く
迂う

闊か
つ

だ
っ
た
、
と
無む

げ下
に
非
難
で
き
な
い
。
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
で
す

よ
ね
。

（
（78
）
村
の
領
主
が
雇
い
入
れ
た　

nahm
 ihn der H

err des D
orfes in seinen D

ienst.　

十
七
世
紀
に
至
る
ま
で
ド
イ
ツ
で
は
狩
猟
は
決
し
て
単
な
る

遊
び
で
は
な
く
、
長
期
に
亘
っ
て
修
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
特
殊
技
術
だ
っ
た
。
大
弓
や
弩

い
し
ゆ
みな

ど
射
出
武
器
を
使
っ
て
、
あ
る
い
は
野
猪
の

場
合
は
猪し

し

槍や
り

（
頑
丈
な
短
槍
）
一
本
で
、
銃
器
が
発
達
し
て
か
ら
は
猟
銃
で
、
獲
物
を
仕
留
め
る
こ
と
に
熟
練
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
罠
猟
や
網

猟
の
方
法
、
猟
犬
を
使
っ
て
の
獲
物
の
狩
り
出
し
方
、
仕
留
め
た
獲
物
の
解
体
技
術
に
至
る
ま
で
、
一
種
の
隠
語
で
あ
る
狩
猟
用
語
を
用
い
て
身
に

着
け
た
の
で
あ
る
。
中
世
、
牡ヒ

ル
シ
ュ

角
鹿
の
よ
う
な
見
事
な
猟
獣
の
捕
獲
は
王
や
土
地
の
領
主
が
多
く
は
極
刑
を
も
っ
て
領
民
に
禁
じ
て
い
た
。
所
領
内

に
棲
息
す
る
牡ヒ

ル
シ
ュ

角
鹿
や
猪
の
よ
う
な
大
型
鳥
獣
を
狩
る
こ
と
は
領
主
に
と
っ
て
娯
楽
で
も
あ
り
義
務
（
畑
の
食
害
防
禦
）
で
も
あ
っ
た
が
、
塩
漬
け

で
な
い
新
鮮
な
肉
の
補
給
源
と
し
て
重
要
だ
っ
た
。
小
型
の
猟
鳥
獣
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
言
え
よ
う
。
熟
練
し
た
猟
師
が
土
地
の
領
主

に
雇
わ
れ
る
の
は
双
方
の
利
益
だ
っ
た
わ
け
。

（
（79
）
女
魔
法
使
い　

Zauberin.　

ド
イ
ツ
語
圏
の
民
話
で
は
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
登
場
形
態
。「
魔ヘ

ク
セ女

」
の
よ
う
に
全
く
邪
で
は
な
い
が
、

「
賢

ヴ
ァ
イ
ゼ
・
フ
ラ
ウ

い
女
」
の
よ
う
に
人
間
に
親
切
な
存
在
と
は
限
ら
な
い
。
従
っ
て
性
格
付
け
は
そ
の
間
を
ふ
ら
つ
い
て
い
る
。
K
H
M
で
は
以
下
の
四
編
の
み
。
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K
H
M
一
二
「
ラ
プ
ン
ツ
ェ
ル
」Rapunzel

、
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
家

来
」D

ie sechs D
iener

、
K
H
M
一
九
七
「
水
晶
の
珠
」D

ie K
ristallkugel

。
前
の
二
編
で
は
邪
悪
と
は
決
め
つ
け
ら
れ
な
い
が
、
善
良
だ
と
は

言
い
切
れ
な
い
。
あ
と
の
二
編
で
は
よ
ろ
し
く
な
い
性
格
。

（
（80
）
糸い

と

繰く
り

車ぐ
る
ま

　

Spinnrad.　

亜
麻
や
羊
毛
な
ど
の
繊
維
に
縒よ

り
を
掛
け
て
糸
に
紡
ぎ
上
げ
る
装
置
。
片
手
回
し
、
あ
る
い
は
足
踏
み
式
。
D
M
B
五
〇

「
金ゴ

ル
デ
ナ
ー

髪
さ
ん
」
訳
注
「
紡つ

む錘
」
参
照
。

（
（8（
）
猟
師
の
妻
は
蟇ひ

き
が
え
る蛙

に
、
猟
師
は
蛙
に
変
身
し
た　

w
ar die Jägerin in eine K

röte und der Jäger in eine Frosch verw
andelt.　

「
蟇
蛙
」

に
当
た
る
ド
イ
ツ
語
「
ク
レ
ー
テ
」K

röte

は
女
性
名
詞
、「
蛙
」
に
当
た
る
ド
イ
ツ
語
「
フ
ロ
ッ
シ
ュ
」Frosch

は
男
性
名
詞
な
の
で
、
そ
れ
ぞ

れ
自
然
の
性
に
相
応
し
い
両
棲
類
に
な
っ
た
わ
け
。

四
七　

七
匹
の
仔こ

山や

ぎ羊

（
（82
）
森
へ
行
き
た
い
と
思
い　

fort in den W
ald w

ollte.　

人
間
の
場
合
、
こ
う
し
た
村
住
ま
い
の
庶
民
の
女
性
が
森
へ
行
く
の
は
、
家
畜
の
飼
料
の

足
し
に
す
る
木
の
葉
集
め
の
た
め
な
ど
だ
っ
た
。
L
・
リ
ヒ
タ
ー
も
そ
う
考
え
て
、
山
羊
の
お
母
さ
ん
に
熊
手
を
持
た
せ
、
籠
を
背
負
わ
せ
て
い
る
。

（
（83
）
と
っ
て
も
綺
麗
な
低
い
声
で
こ
う
呼
ぶ
の　

und ruft ganz fein und leise.　

が
ら
が
ら
声
が
ど
う
し
て
綺
麗
な
声
に
な
っ
た
か
の
説
明
が
な
い
。

K
H
M
で
は
「
白
墨
」K

reide

、
す
な
わ
ち
昔
白
墨
の
材
料
だ
っ
た
白は

く

堊あ

（
主
成
分
は
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
）
を
食
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
白
堊

は
声
を
綺
麗
に
す
る
、
と
い
う
俗
信
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
不
明
。
少
な
く
と
も
H
d
A
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
（84
）
煖
炉
の
後
ろ
へ　

hinter den O
fen.　

こ
の
煖
炉
、
す
な
わ
ち
ス
ト
ー
ヴ
は
陶
板
な
ど
が
貼
ら
れ
て
い
て
、
置
か
れ
た
部
屋
を
暖
め
る
も
の
だ
が
、

壁
に
作
り
付
け
な
の
で
は
な
い
。

（
（85
）
ご
ろ
た
石　

W
ackelsteine.　

原
注
で
はW

ackelsteine, oder W
ackersteine, rundliche Basalttrüm

m
er.

と
あ
る
。rundliche Basalttrüm

m
er 

は
「
丸
い
玄げ

ん

武ぶ

岩が
ん

の
破
片
」。

五
一　

雪
白
ち
ゃ
ん

（
（86
）
肺
臓
と
肝
臓　

Lunge und Leber.　
　

な
ぜ
「
心
臓

0

0

と
肝
臓
」
で
は
な
い
の
か
分
か
ら
な
い
。
雪
白
ち
ゃ
ん
の
美
し
さ
と
力
が
宿
っ
て
い
る
臓
器

は
「
肺
臓
」
よ
り
も
「
心
臓
」
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
ル
ン
ゲ
・
ウ
ン
ト
・
レ
ー
バ
ー
」
と
L
を
重
ね
て
頭
韻
を
踏
ん
で
い
る
の
で
、
そ
の
点
語
り

手
に
も
聴
き
手
に
も
滑
ら
か
で
は
あ
る
が
。
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（
（87
）
山
小
人
た
ち　

Bergm
ännlein.　

ベ
ル
ク
メ
ン
ラ
イ
ン
。
山ベ

ル
ク
ガ
イ
ス
ト

の
精Berggeist

の
一
つ
。
鉱
山
の
坑
道
に
出
没
し
て
鉱
夫
を
脅
か
す
、
多
く
は
異
常

な
大
き
さ
の
山ベ

ル
ク
メ
ン
ヒ

修
道
士Bergm

önch

と
同
様
、
本
来
は
や
は
り
坑
道
で
鉱
夫
た
ち
が
出
会
う
超
自
然
的
存
在
。
姿
は
小ツ

ヴ
ェ
ル
ク人Zw

erg

に
準
じ
る
。
と

言
う
よ
り
、
民
間
信
仰
に
お
け
る
小ツ

ヴ
ェ
ル
ク人

か
ら
大
い
に
影
響
を
受
け
て
い
る
。
尖
っ
た
頭
巾
を
被
っ
て
、
鉱
夫
の
よ
う
な
身
な
り
を
し
た
、
灰
色
の
衣

装
の
、
三
指シ

ュ
パ
ン
ネ尺

（
六
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
）
の
背
丈
の
小
さ
い
人
た
ち
、
と
考
え
れ
ば
よ
か
ろ
う
。
山ベ

ル
ク
メ
ン
ヒ

修
道
士
の
よ
う
に
、
鉱
夫
た
ち
を
殺
し
た
り
、
聞

き
苦
し
い
叫
び
声
を
挙
げ
た
り
、
資
源
の
濫
費
を
厳
し
く
罰
し
た
り
、
落
盤
や
出
水
な
ど
の
危
険
を
ど
ん
ど
ん
と
叩
く
音
や
自
身
出
現
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
鉱
夫
た
ち
に
予
告
し
た
り
す
る
。
し
か
し
、
小ツ

ヴ
ェ
ル
ク人

か
ら
一
連
の
好
ま
し
い
特
性
を
も
受
け
継
い
で
い
る
。
実
直
だ
が
貧
し
い
、
あ
る
い
は
病

気
の
鉱
夫
に
自
ら
進
ん
で
山
の
宝
を
見
せ
て
く
れ
た
り
、
魔
法
の
書
物
を
お
気
に
入
り
に
授
け
た
り
、
予
言
し
た
り
、
あ
と
で
黄
金
に
な
る
木
切
れ

を
贈
っ
た
り
、
と
い
っ
た
具
合
。
随
っ
て
坑
道
で
の
彼
ら
の
出
現
は
幸
運
を
齎も

た
らす

、
と
考
え
る
地
方
も
あ
る
。
こ
の
物
語
の
小
人
た
ち
は
「
ベ
ル
ク

メ
ン
ラ
イ
ン
」
よ
り
「
ツ
ヴ
ェ
ル
ク
」
的
性
格
の
方
が
ず
っ
と
顕
著
。

（
（88
）
黄
金
チ
ン
キ
剤　

Goldtinktur.　
「
チ
ン
キ
剤
」
と
い
う
の
は
生し

ょ
う

薬や
く

や
香
草
類
の
成
分
を
ア
ル
コ
ー
ル
で
滲し

ん
し
ゅ
つ出

さ
せ
た
液
状
の
薬
剤
。
山
小
人
た
ち

の
こ
と
だ
か
ら
、
活
力
の
源
泉
と
も
な
る
黄
金
を
原
料
と
し
た
霊
液
を
製
造
す
る
秘
術
を
わ
き
ま
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

五
二　

茨
い
ば
ら
ひ
め姫

（
（89
）
王
妃
が
沐も

く
よ
く浴

し
て　

die K
önigin badete.　

ド
イ
ツ
語baden

は
「
湯
浴
み
す
る
」
と
も
「
水
浴
び
す
る
」
と
も
訳
せ
る
か
ら
、
こ
れ
が
温
水
浴

か
冷
水
浴
か
そ
れ
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
受
胎
を
予
告
す
る
蛙
（
蝲ざ

り
が
に蛄

の
こ
と
も
あ
る
）
は
当
然
な
が
ら
冷
水
か
ら
出
現
す
る
わ
け
だ

し
、
ど
う
や
ら
水
の
精
的
要
素
も
あ
る
の
で
、
王
妃
は
冷
水
浴
を
し
た
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
な
る
と
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
よ
う
な
北
方
地
域
で
の

習
俗
と
は
到
底
思
え
な
い
。
中
近
東
や
イ
ン
ド
の
、
そ
れ
も
暑
い
地
域
、
季
節
で
の
こ
と
な
ら
頷う

な
ずけ

る
。
こ
の
話
の
源
泉
を
類
推
す
る
場
合
の
考
察

に
あ
る
い
は
役
立
つ
か
も
知
れ
な
い
。

（
（90
）
賢
い
女
た
ち　

w
eise Frauen.　

「
賢

ヴ
ァ
イ
ゼ
・
フ
ラ
ウ

い
女
」
と
は
ド
イ
ツ
語
圏
で
「
魔ヘ

ク
セ女

」
の
対
極
に
あ
る
存
在
で
、
人
間
で
あ
り
な
が
ら
（
も
っ
と
も
ヤ
ー
コ

プ
・
グ
リ
ム
は
「
神
と
人
間
の
中
間
」
と
説
明
し
て
い
る
し
、
更
に
遡
れ
ば
、
神
神
、
す
な
わ
ち
、
運
命
の
女
神
た
ち
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
）

超
自
然
的
力
を
駆
使
で
き
る
点
で
は
後
者
と
同
じ
だ
が
、
本
来
そ
の
力
は
人
間
の
幸
せ
の
た
め
に
の
み
使
わ
れ
る
。
古
代
ゲ
ル
マ
ン
人
諸
部
族
の
間

で
族
長
や
戦
士
た
ち
に
さ
え
指
導
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
の
あ
っ
た
巫
女
・
女
予
言
者
（
た
と
え
ば
、
ロ
ー
マ
の
歴
史
家
タ
キ
ト
ゥ
スT

acitus

は
、

ゲ
ル
マ
ン
の
一
部
族
ブ
ル
ク
テ
ー
リ
ー
族
の
女
予
言
者
ウ
ェ
レ
ダV

eleda, V
elleda

が
、
紀
元
六
九
年
バ
タ
ー
ウ
ィ
ー
族
の
ロ
ー
マ
帝
国
に
対
す
る

叛
乱
を
使し

嗾そ
う

し
た
、
と
述
べ
て
い
る
）
が
後
世
民
衆
心
理
に
投
影
さ
れ
た
、
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
物
語
で
、
邪
と
ま
で
は
い
え
な

い
に
し
て
も
性
格
の
よ
ろ
し
く
な
い
「
賢

ヴ
ァ
イ
ゼ
・
フ
ラ
ウ

い
女
」
が
登
場
す
る
の
は
ま
こ
と
に
奇
妙
な
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
他
で
も
な
い
。
こ
の
物
語
が
シ
ャ
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ル
ル
・
ペ
ロ
ー
の
『
過
ぎ
し
昔
の
物
語
あ
る
い
は
お
伽
話
、
な
ら
び
に
教
訓
』
ま
た
の
名
『
鵞
鳥
お
ば
さ
ん
の
お
伽
話
』（
一
六
九
七
）Charles 

Perrault: Les H
istoires ou Contes du tem

ps passé. A
vec M

oralitéz

（=
M

oralités

）/ Contes de m
a m

ère l

’Oye

（=
 l

’Oie

）
所
収
「
眠

れ
る
森
の
美
女
」La Belle au bois dorm

ant

の
移
入
だ
か
ら
で
、
そ
こ
で
は
、
お
お
む
ね
人
間
に
親
切
だ
が
、
時
に
は
癇か

ん
し
ゃ
く癪

を
起
こ
す
こ
と
も
あ

る
フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
「
妖フ

ェ精
」fée

が
こ
の
役
回
り
を
務
め
て
い
る
。
D
M
B
四
二
「
金ゴ

ル
デ
ナ
ー

髪
さ
ん
」
訳
注
「
月
の
よ
う
に
輝
く
女
の
姿
」
参
照
。

（
（9（
）Spindel.　

D
M
B
四
二
「
金ゴ

ル
デ
ナ
ー

髪
さ
ん
」
訳
注
「
紡つ

む錘
」
参
照
。

（
（92
）
妖ア

ル
ル
ー
ネ

精　

A
lrune.　

お
そ
ら
く
古
高
ド
イ
ツ
語
の
「
ア
ラ
ル
ー
ナ
」alaruna

で
、
女
性
の
家コ

ー
ボ
ル
ト

の
精
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
現
今
「
ア
ル
ラ
ウ

ネ
」A

lraune
（
女
性
形
）、「
ア
ル
ラ
ウ
ン
」A

lraun

（
男
性
形
）
と
い
う
と
、
名
称
は
「
ア
ラ
ル
ー
ナ
」
か
ら
派
生
し
て
い
る
も
の
の
、
実
態
は

か
な
り
異
な
る
（
た
だ
し
名
称
に
付
随
し
て
か
、家コ

ー
ボ
ル
ト

の
精
的
性
格
は
持
っ
て
い
る
）。
現
実
に
存
在
す
る
植
物
で
あ
る
蔓ま

ん

陀だ

羅ら

華げ

（
茄な

す子
科
の
多
年
草
。

学
名
マ
ン
ド
ラ
ゴ
ラ
・
オ
フ
ィ
キ
ナ
リ
スM

andragora offi
cinalis

。
ソ
ラ
ニ
ン
系
ア
ル
カ
ロ
イ
ド
を
含
み
、
強
毒
性
）
が
人
間
の
足
に
似
た
根
を

持
ち
、
奇
怪
な
小
人
の
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
説
〔
そ
の
一
例
は
D
S
八
四
「
ア
ル
ラ
ウ
ン
」
に
詳
し
い
。
ま
た
、
西
暦

三
七
年
生
ま
れ
の
ユ
ダ
ヤ
人
歴
史
家
フ
ラ
ヴ
ィ
ウ
ス
・
ヨ
セ
フ
ス
著
『
ユ
ダ
ヤ
戦
記
』
第
七
巻
六
章
三
節
に
も
お
も
し
ろ
い
記
事
が
あ
る
〕
が
附
会

さ
れ
て
民
間
信
仰
の
一
員
と
な
っ
た
超
自
然
的
形
態
。

（
（93
）
靴シ

ュ
ー尺　

Schuh.　

昔
の
長
さ
の
単
位
。
約
三
〇
セ
ン
チ
。

六
二　

灰
か
ぶ
り

（
（94
）
て
ま
え
の
父
親
と
曾
祖
父　

sein V
ater und U

rgroßvater.　

な
ぜ
「
父
親
と
祖
父
」
で
な
い
の
か
不
明
。

（
（95
）
義
理
の
姉
た
ち　

Stiefschw
ester.　

女
主
人
公
の
父
親
が
、
K
H
M
初
版
お
よ
び
決
定
版
二
一
「
灰
か
ぶ
り
」
の
よ
う
に
、
二
人
の
娘
を
連
れ
子

に
し
た
ど
こ
か
の
寡か

ふ婦
と
結
婚
し
た
と
し
た
ら
、
娘
た
ち
は
女
主
人
公
よ
り
年
上
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
こ
う
訳
し
た
。
冒
頭
の
言
葉
か
ら
、
二

人
の
娘
は
女
主
人
公
の
父
親
の
実
子
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
結
び
近
く
で
父
親
が
「
小
さ
い
灰
か
ぶ
り
っ
子
が
お
り
ま
す
」
と
言
う
の
で
、
女

主
人
公
は
三
人
の
娘
の
う
ち
一
番
年
下
で
あ
っ
て
も
無
理
で
は
な
い
。

（
（96
）
屋
根
裏
部
屋　

Bodenkam
m

er.　

屋
根
の
直
下
で
、
天
井
の
な
い
小
部
屋
。
夏
は
暑
く
、
冬
は
ひ
ど
く
寒
い
。

（
（97
）
灰
か
ぶ
り
っ
子　

A
schenbrödelchen.　

「
ア
ッ
シ
ェ
ン
ブ
レ
ー
デ
ル
ヒ
ェ
ン
」。「
―
ヒ
ェ
ン
」
は
縮
小
語
尾
。「
ア
ッ
シ
ェ
ン
ブ
レ
ー
デ
ル
」

A
schenbrödel

と
か
K
H
M
二
一
の
「
ア
ッ
シ
ェ
ン
プ
ッ
テ
ル
」A

schenputtel

と
い
う
の
は
、
大
き
な
城
や
邸
宅
の
厨
房
で
ど
ん
じ
り
の
下
働

き
と
し
て
追
い
使
わ
れ
た
こ
ぞ
う
の
通
称
。
灰
や
煤す

す

に
ま
み
れ
て
穢き

た
なら

し
く
、
満
足
に
給
金
な
ど
貰も

ら

え
な
い
、
た
っ
ぷ
り
貰
え
る
の
は
上
の
者
か
ら

の
足あ

し

蹴げ

や
横
び
ん
た
が
せ
い
ぜ
い
の
哀
れ
な
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
（98
）
大お

お

市い
ち　

M
esse.　

元
来
は
、
教
会
堂
開
基
祭K

irchm
esse

（
教
会
が
建
立
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
や
聖
母
マ
リ
ア
、
あ
る
い
は
い
ず
れ
か
の
聖
人
に
捧
げ

ら
れ
た
日
を
祝
う
祭
日
）
を
理
由
に
教
会
の
前
で
、
あ
る
い
は
近
辺
で
市
が
開
催
さ
れ
、
近
隣
の
村
落
の
住
人
が
集
ま
っ
て
、
物
見
遊
山
か
た
が
た
、

家
畜
や
生
活
必
需
品
、
安
価
な
装
身
具
な
ど
の
売
り
買
い
が
行
わ
れ
て
賑
わ
っ
た
の
が
「
キ
ル
ヒ
メ
ッ
セ
」（
D
M
B
二
〇
「
こ
ろ
こ
ろ
と
丸
っ
こ
い

二
人
の
粉
挽
き
」
訳
注
「
教
会
堂
開
基
祭
」
参
照
）
や
「
歳ヤ

ー
ル
マ
ル
ク
ト

の
市
」Jahrm

arkt

。
こ
れ
が
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
よ
う
な
交
通
の
要
衝
で
は
既
に
十
四

世
紀
に
大
規
模
で
何
日
も
続
く
も
の
と
な
る
。
こ
う
な
る
と
「
大
市
」
と
言
っ
て
よ
い
。
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
は
こ
の
都

市
に
一
四
九
七
年
お
よ
び
一
五
〇
七
年
、
大
幅
な
開
市
権
お
よ
び
貨
物
集
散
権Stapel- und N

iederlagsrechte

を
付
与
、
大
市
を
帝
国
大
市

Reichsm
esse

と
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
中
部
ド
イ
ツ
の
金
融
・
物
流
の
中
心
地
と
し
た
〔
こ
れ
が
十
九
世
紀
に
「
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
見
本
市
」

Leipziger M
usterm

esse

に
発
展
す
る
〕。
他
に
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
大
市
も
有
名
。
こ
の
物
語
の
女
主
人
公
の
父
親
は
商
人
で
、
こ
の
よ
う
な

大
市
に
商
品
を
運
ん
で
行
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
（99
）
一
本
の
緑
の
榛

は
し
ば
みの

若
枝　

eine grüne H
aselreis.　

榛
＝
ハ
ー
ゼ
ルH

asel

は
D
M
B
九
「
赤ロ

ー
ト
ケ
プ
ヒ
ェ
ン

帽
子
ち
ゃ
ん
」
訳
注
「
榛

は
し
ば
み」

に
記
し
た
よ
う
に
、
樺か

ば

の
木
科
榛
属
の
落
葉
低
木
で
あ
る
西
洋
榛
。
高
さ
五
―
七
メ
ー
タ
ー
。
ほ
ぼ
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
森
林
、
叢
林
、
生
け
垣
に
広
ま
っ
て
お
り
、
お
そ
ら

く
〔
接に

わ
と
こ

骨
木H

olunder
や
杜ね

ず松W
acholder

と
並
ん
で
〕
最
も
民
衆
に
馴な

じ染
ま
れ
て
い
る
灌
木
で
あ
ろ
う
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
民
間
信

仰
に
お
い
て
は
特
に
挙
げ
る
に
足
る
役
割
を
演
じ
て
い
な
い
が
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
土
地
で
は
太
古
か
ら
儀
式
と
の
関
連
を
数
多
く
明
ら
か
に
し
て
い

る
魔
法
の
樹
木
で
あ
る
。
民
謡
な
ど
で
は
こ
の
灌
木
は
榛
お
ば
さ
んFrau H

asel

と
し
て
登
場
す
る
。
こ
う
し
た
擬
人
化
は
榛
と
人
間
と
の
内
的
関

係
を
示
す
。
榛
が
ど
こ
に
で
も
あ
る
こ
と
、
開
花
が
早
い
こ
と
〔
し
ば
し
ば
既
に
二
月
に
〕、
脂
肪
分
豊
か
な
実
が
食
用
に
な
る
こ
と
、
こ
う
し
た
点

で
採
取
経
済
段
階
に
あ
っ
た
時
代
に
は
今
日
よ
り
遙
か
に
尊
ば
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
し
な
や
か
な
枝
は
編
み
細
工
に
使
用
で
き
る
。

こ
う
し
た
こ
と
全
て
が
こ
の
灌
木
を
太
古
の
人
人
に
親
し
み
あ
る
も
の
と
し
た
に
違
い
な
い
。
集
落
の
家
家
の
防
壁
と
な
っ
て
い
る
榛
の
生
け
垣
は

常
に
民
衆
の
目
の
前
に
あ
る
。

（
200
）
若
枝
を
母
親
の
お
墓
に
植
え
て　

pflanzte das Reis auf das Grab ihrer M
utter.　

「
お
墓
」
と
い
う
の
は
、
墓
石
で
は
な
く
、
亡
骸
が
安
置
さ

れ
た
柩
を
人
の
背
丈
ほ
ど
の
深
さ
に
埋
め
た
上
に
こ
ん
も
り
と
土
を
盛
り
、
土
が
流
れ
な
い
よ
う
芝
を
張
っ
た
い
わ
ゆ
る
土ど

饅ま
ん
じ
ゅ
う頭

の
は
ず
。
た
だ
し

挿
絵
は
奇
妙
で
あ
る
。

（
20（
）
扁ひ

ら

豆ま
め　

Linsen.　
「
あ
じ
ま
め
」「
レ
ン
ズ
豆
」。
D
M
B
三
〇
「
勇
ま
し
い
横
笛
吹
き
」
訳
注
「
扁ひ

ら

豆ま
め

」
参
照
。
こ
れ
は
乾
燥
さ
せ
て
あ
る
豆
だ
が
、

料
理
す
る
前
に
虫
喰
い
、
変
色
、
小
石
な
ど
不
適
切
な
も
の
を
選
り
出
す
必
要
が
あ
っ
た
。
今
日
の
よ
う
に
業
者
が
既
に
一
応
選
別
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
。
選
別
自
体
は
庶
民
の
女
性
の
日
常
労
働
の
一
つ
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
が
極
端
で
「
難
題
」
と
な
っ
て
い
る
。
民
話
に
お
け

る
難
題
は
、
女
性
の
場
合
家
事
労
働
の
極
端
な
誇
張
、
男
性
の
場
合
戸
外
で
の
労
働
の
極
端
な
誇
張
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
豆
、
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な
ん
と
も
小
さ
い
豆
（
直
径
四
―
九
ミ
リ
。
丸
く
て
レ
ン
ズ
な
り
に
扁
平
）
で
は
あ
る
。
一
家
で
食
べ
る
普
通
の
量
で
も
女
性
の
選
別
の
苦
労
は
並

大
抵
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
な
。

（
202
）
王　

der K
önig.　

「
王
子
」der K

önigssohn

の
誤
り
。

（
203
）
お
り
ま
す
と
も
、
王
子
様
。
ま
だ
小
さ
い
灰
か
ぶ
り
っ
子
が
お
り
ま
す　

Ja, H
err Prinz! N

och ein kleines A
schenbrödelchen.　

こ
れ
ま
で

実
子
を
な
い
が
し
ろ
に
し
が
ち
だ
っ
た
父
親
だ
が
、
や
っ
と
親
ら
し
く
な
っ
た
よ
う
だ
。

六
六　

杜ね

ず松
の
木

（
204
）
杜
松
の
木　

W
acholder.　

こ
れ
は
西
洋
杜
松
で
あ
る
。
K
H
M
で
は
低
地
ド
イ
ツ
語
「
マ
ヒ
ャ
ン
デ
ル
ボ
ー
ム
」M

achandelboom

で
登
場
。
杜

松
は
学
名
ユ
ニ
ペ
ル
スJunipers

。
檜ひ

の
き科

柏び
ゃ
く
し
ん槇

属
の
常
緑
針
葉
樹
。
五
〇
―
七
〇
種
あ
り
、
地
球
上
で
最
も
広
く
分
布
す
る
樹
木
の
一
つ
。
北
半
球

の
比
較
的
低
緯
度
か
ら
中
緯
度
に
掛
け
て
あ
り
ふ
れ
た
存
在
。
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
自
然
状
態
で
生
育
す
る
の
は
「
普
通
の
杜
松
」、
す
な
わ
ち
ユ
ニ

ペ
ル
ス
・
コ
ム
ニ
スJunipers com

m
unis

〔
左
図
。
北
ド
イ
ツ
の
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ガ
ー
・
ハ
イ
デ
〕
た
だ
一
種
の
み
。
も
と
よ
り
ユ
ニ
ペ
ル
ス
・

コ
ム
ニ
ス
は
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
中
央
ア
ジ
ア
、
北
ア
ジ
ア
に
も
生
育
す
る
。
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ユ
ニ
ペ
ル
ス
・
コ
ム
ニ
ス
は
一
―
一
五
メ
ー
タ
ー
の
高
さ
の
円
柱
状
。
葉
は
細
い
尖
っ
た
針
葉
。
熟
す
〔
一
八
箇
月
ほ
ど
を
要
す
る
〕
と
黒
青
色

に
な
る
直
径
六
―
八
ミ
リ
の
球
形
の
漿
果
を
つ
け
る
。
漿
果
は
生
で
は
甘
苦
く
、
芳
香
性
の
油
性
成
分
と
糖
分
を
含
む
。
収し

ゅ
う
れ
ん斂

作
用
が
あ
る
。
ド
イ

ツ
語
圏
の
庭
園
、
公
園
、
墓
地
に
は
観
賞
用
樹
木
と
し
て
栽
培
種
が
植
え
ら
れ
て
い
る
。
杜
松
の
葉
を
乾
し
た
「
茶
」
は
消
化
、
排
尿
を
促
進
し
、

胸
焼
け
に
も
効
き
目
が
あ
る
。
リ
ュ
ー
マ
チ
や
痛
風
の
治
療
に
も
役
立
つ
。
漿し

ょ
う果か

（「
キ
ー
ク
ベ
ー
レ
ン
」K

iekbeeren

、「
ク
ロ
ー
ン
ヴ
ィ
ッ
ト
ビ

ル
ル
」K

ronw
ittbirl

）
は
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
製
造
の
重
要
な
原
料
と
な
る
。
生
の
漿
果
を
醗は

っ
こ
う酵

さ
せ
蒸
留
し
た
酒
が
す
な
わ
ち
杜

ヴ
ァ
ッ
ホ
ル
ダ
ー
シ
ュ
ナ
プ
ス

松
火
酒
（
銘
柄
と

し
て
は
た
と
え
ば
「
シ
ュ
タ
イ
ン
ヘ
ー
ガ
ー
」）
で
あ
る
〔
オ
ラ
ン
ダ
の
「
ジ
ュ
ネ
ヴ
ァ
」jenever

、
英
国
の
「
ジ
ン
」gin

は
穀
物
や
じ
ゃ
が
い
も

を
原
料
と
し
た
ア
ル
コ
ー
ル
に
杜
松
の
漿
果
を
加
え
て
蒸
留
し
た
も
の
〕。
乾
燥
し
た
状
態
の
漿
果
は
薬
味
と
し
て
醗ザ

ウ

ア

ー

ク

ラ

ウ

ト

酵
塩
漬
け
繊
キ
ャ
ベ
ツ
や
さ
ま

ざ
ま
の
肉
料
理
〔
牛
舌
料
理
と
か
、
酢ザ

ウ

ア

ー

ブ

ラ

ー

テ

ン

漬
け
牛
肉
の
焼
き
物
、
こ
っ
て
り
し
た
猟
鳥
獣
料
理
な
ど
〕
に
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
。
肉
や
魚
を
燻
製
に
す

る
際
に
も
重
要
。
ま
た
、
肉
や
魚
を
塩
漬
け
に
す
る
汁
に
は
搗つ

き
潰つ

ぶ

し
た
漿
果
が
添
加
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
漿
果
の
芳
香
が
食
品
に
独
特
の
風
味
を

付
け
る
か
ら
で
あ
る
。
杜
松
の
木
材
は
板
状
に
し
て
燻
煙
を
作
る
他
の
木
材
に
香
り
付
け
の
た
め
混
ぜ
ら
れ
る
。

（
205
）
マ
ル
レ
ー
ン
ヒ
ェ
ン　

M
arlenchen.　

女
性
の
名
「
マ
ル
レ
ー
ネ
」M

arlene

（
マ
リ
ー
アM

aria

+
マ
ク
ダ
レ
ー
ナM

agdalena

か
ら
）
の
縮

小
形
。「
マ
ル
レ
ー
ネ
ち
ゃ
ん
」。

（
206
）
酢シ

ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ザ
ウ
ア
ー

風
味
黒
吸
い
物　

Schw
arzsauer.　

低
地
ド
イ
ツ
語
で
は
「
ス
ヴ
ァ
ッ
ト
ズ
ー
ア
ー
」Sw

attsuer

。
血
を
材
料
と
す
る
北
ド
イ
ツ
各
地
方
の
伝

統
煮
込
み
料
理
。
名
称
の
由
来
は
、
血
を
大
量
に
使
う
の
で
完
全
に
黒

シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ

く
な
り
、
酢
を
利
か
せ
た
味
付
け
を
す
る
の
で
、
酸ザ

ウ

ア

ー

っ
ぱ
く
な
る
か
ら
（
古

代
ス
パ
ル
タ
の

─
ア
テ
ネ
人
な
ど
他
の
都
市
国
家
の
市
民
に
と
っ
て
は

─
不
味
な
の
で
有
名
な
、
そ
し
て
ス
パ
ル
タ
人
に
と
っ
て
は

─
ど
う

や
ら

─
お
気
に
入
り
だ
っ
た
「
黒
ス
ー
プ
」
も
こ
の
類
だ
っ
た
ら
し
い
）。
こ
れ
は
現
代
の
食
習
慣
に
は
も
は
や
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
、
め
っ
た
に
作

ら
れ
な
く
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
、
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ

＝

ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
で
は
、
か
つ
て
飼
い
豚
を
潰つ

ぶ

し
解
体

す
る
日
（
冬
を
目
前
に
し
て
一
家
の
一
年
分
の
加
工
食
肉
を
用
意
す
る
日
）
に
い
つ
も
調
理
さ
れ
た
。
新
鮮
な
豚
の
血
の
処
理
方
法
と
し
て
は
も
っ

て
こ
い
だ
し
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
や
生
肉
料
理
に
は
向
か
な
い
屑
肉
を
利
用
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
以
下
に
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ

=

ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
地
方

の
レ
シ
ピ
の
一
つ
を
掲
げ
る
。

 

　

材
料
（
ほ
ぼ
十
人
分
）。
豚
の
血
一
・
五
リ
ッ
タ
ー
。
豚
頸
肉
（
骨
無
し
）
一
・
五
キ
ロ
。
豚
脇
腹
肉
（
厚
皮
は
取
り
、
肋
骨
は
外
し
て
お
く
が
、
ど

ち
ら
も
肉
と
一
緒
に
使
う
）
一
・
五
キ
ロ
。
中
く
ら
い
の
大
き
さ
の
玉
葱
三
個
。
月ロ

ー
リ
エ

桂
樹
の
葉
六
枚
。
乾
燥
杜
松
の
実
一
〇
粒
。
丁ク

ロ
ー
ヴ字

五
粒
。
蒸
留
酒

酢Branntw
einessig

〔
訳
者
注
。
ワ
イ
ン
酢
で
も
よ
い
か
、
と
思
う
が
。
な
お
、
蒸
留
酒
酢
に
は
い
く
ら
か
ア
ル
コ
ー
ル
分
が
含
ま
れ
て
い
る
〕

〇
・
二
リ
ッ
タ
ー
。
そ
の
一
〇
％
の
塩
、
胡
椒
、
砂
糖
。

 

　

調
理
。
肉
は
肋
骨
お
よ
び
厚
皮
と
一
緒
に
鍋
に
入
れ
、
ひ
た
ひ
た
に
水
を
加
え
る
。
全
部
を
一
時
間
か
ら
一
時
間
半
と
ろ
火
で
煮
る
。
煮
汁
に
は
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ス
パ
イ
ス
や
塩
、
胡
椒
は
決
し
て
入
れ
な
い
こ
と
。
煮
て
い
る
間
に
玉
葱
を
粗あ

ら

刻き
ざ

み
に
し
、
ロ
ー
リ
エ
の
葉
、
杜
松
の
実
、
ク
ロ
ー
ヴ
、
〇
・
五
リ
ッ

タ
ー
の
水
と
一
緒
に
沸
騰
さ
せ
、
さ
ら
に
こ
の
調
味
液
を
一
時
間
静
か
に
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。
肉
が
煮
熟
し
た
ら
、
鍋
か
ら
取
り
出
し
、
冷
ま

し
て
お
く
。
冷
め
た
ら
ほ
ぼ
一
セ
ン
チ
角
の
賽さ

い

の
目
に
切
る
。
次
に
目
の
細
か
い
濾こ

し
器
で
ス
ー
プ
を
濾
し
入
れ
る
た
め
に
別
の
鍋
（
ほ
ぼ
七
―
八

リ
ッ
タ
ー
の
容
量
）
を
用
意
す
る
。
ス
ー
プ
・
レ
ー
ド
ル
一
杯
の
煮
汁
を
濾
し
器
を
通
し
て
こ
の
鍋
に
入
れ
、
続
い
て
ス
ー
プ
・
レ
ー
ド
ル
一
杯
の

血
を
、
均
一
に
絶
え
ず
揺
り
動
か
し
な
が
ら
、
熱
い
煮
汁
に
注
ぎ
入
れ
る
。
煮
汁
も
血
も
全
部
混
じ
り
合
う
ま
で
こ
れ
を
続
け
る
。
血
は
注
意
深
く

加
え
る
こ
と
。
さ
も
な
い
と
熱
い
煮
汁
の
中
で
凝
固
し
て
し
ま
っ
て
、
と
ろ
み
が
つ
か
な
い
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ザ
ウ
ア
ー
の
濃
度
は
シ
チ
ュ
ウ
の
よ

う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
む
し
ろ
ど
ろ
り
と
し
て
い
る
方
が
よ
ろ
し
い
。
さ
て
、
鍋
を
レ
ン
ジ
に
乗
せ
、
注
意
深
く
沸
騰
さ
せ

る
。
調
味
液
を
濾
し
器
を
通
し
て
ス
ー
プ
に
加
え
る
。
塩
、
胡
椒
、
酢
、
砂
糖
で
甘
酸
っ
ぱ
く
味
を
付
け
る
。
じ
ゃ
が
い
も
の
塩
茹ゆ

で
と

粗グ
リ
ー
ス
ク
レ
ー
セ

挽
き
小
麦
団
子
を
添
え
て
供
す
る
。

 

　

な
お
、
か
つ
て
ド
イ
ツ
領
だ
っ
た
東オ

ス
トプ

ロ
イ
セ
ン
で
は
鵞が

鳥ち
ょ
うを

も
素
材
と
し
た
。　

（
207
）
大お

お

伯お

父じ

さ
んGroßohm

.　
「
オ
ー
ム
」
＝
「
オ
ハ
イ
ム
」O

heim

は
母
親
の
兄
弟
。
従
っ
て
「
グ
ロ
ー
ス
オ
ー
ム
」
は
母
方
の
祖
父
母
の
兄
弟
。

（
208
）
マ
ル
レ
ー
ニ
ヒ
ェ
ン　

M
arlenichen.　

唄
の
中
だ
け
「
マ
ル
レ
ー
ニ
ヒ
ェ
ン
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
209
）
母か

あ

さ
ん
が
ぼ
く
を
殺
し
た
、
／
父と

う

さ
ん
が
ぼ
く
を
食
べ
た
、
／
妹
の
マ
ル
レ
ー
ニ
ヒ
ェ
ン
が
、
／
ぼ
く
の
骨
を
残
ら
ず
拾
っ
て
、
／
絹
の
布
に
包
ん

で
、
／
杜
松
の
木
の
下
に
置
い
た
。
／
キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
キ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
、
／
な
ん
て
美
し
い
鳥
な
ん
だ
ろ
、
ぼ
く
は　

M
eine M

utter, die m
ich 

g ,schlacht,/M
ein V

ater, der m
ich aß,/M

eine Schw
ester das M

arlenichen,/Sucht alle m
eine Beenichen,/Bind , sie in ein 

seiden T
uch,/Legt ,s unter den W

acholderbaum
,/K

iw
it, K

iw
it,/W

as für ein schöner V
ogel bin ich.　

Ｋ
Ｈ
Ｍ
四
七
で
の
歌
詞
は
次

の
通
り
。m

ein M
utter, der m

ich schlacht,/m
ein V

ater, der m
ich aß,/m

ein Schw
ester, der M

arlenichen,/sucht alle m
eine 

Benichen,/bind ,t sie in ein seiden T
uch,/legts unter den M

achandelbaum
./K

yw
itt, kyw

itt, w
at vör ,n schöön V

agel bün ik!

（
2（0
）
石
の
碾ひ

き
臼う

す　

M
ühlstein.　

中
央
に
穴
が
開
い
て
い
る
丸
い
円
盤
状
の
石
。
斜
め
に
溝
が
多
数
刻
ま
れ
て
い
る
。
穀
物
を
挽
く
石
の
碾
き
臼
の
場

合
、
玄げ

ん

武ぶ

岩が
ん

、
花か

崗こ
う

岩が
ん

、
斑は

ん
が
ん岩

な
ど
極
め
て
堅
い
石
材
に
溝
を
刻
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
徒
弟
た
ち
は
こ
の
作
業
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
石
臼

を
僅
か
な
間
隔
を
空
け
て
二
枚
重
ね
、
片
方
を
回
転
さ
せ
る
と
、
こ
の
間
で
穀
粒
が
擂す

り
潰つ

ぶ

さ
れ
て
粉
に
な
る
。
直
径
は
二
十
世
紀
初
頭
の
動
力
式

製
粉
所
の
場
合
で
七
五
セ
ン
チ
か
ら
一
五
〇
セ
ン
チ
だ
っ
た
。
し
か
し
、
二
十
人
の
若
い
衆
が
同
時
に
手
を
掛
け
る
こ
と
の
で
き
る
大
き
さ
と
な
る

と
、
こ
ん
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
。

（
2（（
）
ク
ラ
フ
タ
ー　

K
lafter.　

Ｄ
Ｍ
Ｂ
二
「
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
七
人
衆
の
昔

メ
ル
ヒ
ェ
ン

話
」
訳
注
「
六
ク
ラ
フ
タ
ー
」
参
照
。
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七
〇　

青あ
お

髯ひ
げ

騎
士
の
昔
メ
ル
ヒ
ェ
ン話

（
2（2
）
妻
た
ち　

die Frauen.　
「
妻
」die Frau

の
誤
り
。

（
2（3
）
塔
の
鋸き

ょ
へ
き壁　

T
urm

zinne.　
「
鋸
壁
」
と
は
守
備
の
兵
士
が
凹お

う

所し
ょ

か
ら
大
弓
や
弩

い
し
ゆ
みの

矢
を
放
ち
、
凸と

っ

所し
ょ

に
身
を
隠
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
凹お

う
と
つ凸

状

の
城
壁
。
挿
絵
参
照
。

　
結
び
に
一
言
。

　
「
聖キ

ュ

ス

タ

ー

物
保
管
係
」（「
聖
器
守
」）
に
つ
い
て
、
香
川
県
坂
出
教
会
司
祭
土
屋
和
彦
尊
師
に
詳
細
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
今
回
も
、
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま

で
キ
リ
ス
ト
教
関
係
で
門
外
漢
の
訳
者
に
は
事
典
類
を
ど
う
調
べ
て
も
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
ど
も
に
つ
い
て
お
伺
い
を
立
て
た
こ
と
が
再
三
。
聖
務

ご
多
忙
に
も
関
わ
ら
ず
い
ち
い
ち
適
確
な
ご
指
摘
を
戴
き
、
な
ん
と
も
忝
く
、
ま
た
恐
縮
の
極
み
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
訳
注
に
反
映
さ
せ
得
た
の
は
そ

の
ご
懇
篤
な
ご
教
示
の
ほ
ん
の
一
部
の
み
の
上
、
訳
者
の
杜
撰
な
誤
読
も
あ
ろ
う
こ
と
を
こ
こ
に
お
断
り
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

本
稿
「
試
訳
（
そ
の
六
）」
を
以
て
、「
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
）、「
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
）
と
続
い
た
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
」
の
連
載

は
一
応
終
わ
る
。
私
事
に
亘
る
が
、
訳
者
は
二
〇
一
〇
年
三
月
武
蔵
大
学
を
定
年
退
任
し
、
四
月
以
降
名
誉
教
授
の
称
号
を
辱
く
し
て
い
る
。
授
業
や
学
生

指
導
が
無
く
な
る
の
で
、
三
月
・
四
月
と
試
訳
に
た
っ
ぷ
り
時
間
を
掛
け
ら
れ
よ
う
、
と
皮
算
用
を
し
て
い
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
よ
し
な
し
ご
と
に
障
え
ら

れ
、「
試
訳
（
そ
の
五
）」
は
僅
か
な
分
量
で
し
か
な
か
っ
た
。
本
稿
の
四
分
の
一
は
「
試
訳
（
そ
の
五
）」
に
回
す
べ
き
だ
っ
た
と
こ
ろ
を
、
余
儀
な
く
併

せ
発
表
い
た
す
し
だ
い
。

　

顧
み
る
と
、
訳
・
注
・
解
題
に
着
手
し
て
か
ら
ざ
っ
と
二
〇
箇
月
も
の
日
子
が
流
れ
て
い
る
の
に
、
と
り
わ
け
解
題
に
関
し
て
は
ま
こ
と
に
意
に
満
た
な

い
。
所
詮
、
こ
れ
で
よ
い
、
と
言
え
る
も
の
は
で
き
な
い
が
、
今
後
能
う
限
り
補
っ
て
、
一
両
年
後
に
は
一
冊
の
本
と
し
て
纏
め
た
い
、
と
思
う
。

　

前
回
の
結
び
に
も
記
し
た
が
、
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
」
は
、
西

村
淳
子
武
蔵
大
学
人
文
学
部
教
授
を
代
表
と
す
る
武
蔵
大
学
総
合
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
外
国
語
力
格
差
と
日
本
に
お
け
る
多
言
語
多

文
化
教
育
」
の
一
環
と
な
る
「
昔

メ
ル
ヒ
ェ
ン

話
な
い
し
語
り
の
言
語
教
育
的
効
果
」
考
察
に
寄
与
す
る
研
究
で
あ
る
。
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
来
ら
れ
た
敬
愛
す
る
元
同
僚
西
村
教
授
に
今
一
度
衷
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
る
。


