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一

柳
田
国
男
は
な
ぞ
な
ぞ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
と
も
か
く
も
国
語
の
力
、
言
葉
の
は
た
ら
き
が
ど
れ
ほ
ど
ま
で
大
き
い
か
と

い
う
こ
と
を
、
な
ぞ
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
初
め
て
知
っ
た
者
は
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
一
つ
の
物
で
も
事
で
も
毎
日
私
た
ち
が
言
い
あ
ら

わ
し
て
い
る
形
の
ほ
か
に
、
も
っ
と
お
も
し
ろ
く
ま
た
は
美
し
く
、
す
こ
し
考
え
て
み
て
そ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
な
言
い
方
が
あ
っ
た
こ
と
に
心

づ
い
た
の
は
、
文
芸
の
芽
ば
え
と
い
っ
て
も
よ
い
。」
（
一
）

私
た
ち
が
子
供
の
頃
聞
い
た
「
一
つ
目
小
僧
に
足
一
本
な
あ
に
」（
縫
針
）
と
か
「
朝
々
赤
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い
頭
巾
を
着
て
庭
を
掃
い
て
い
る
も
の
な
あ
に
」（
鶏
）
と
い
っ
た
な
ぞ
な
ぞ
は
、
い
か
に
も
子
供
に
と
っ
て
新
し
い
言
葉
の
世
界
を
開
い
て
く

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
普
段
私
た
ち
が
見
慣
れ
た
世
界
と
は
異
な
る
新
し
い
世
界
の
発
見
と
新
鮮
な
驚
き
、
そ
し
て
そ
れ
を
も
た
ら
す

言
葉
へ
の
喜
び
が
あ
っ
た
。
日
常
見
慣
れ
た
霧
や
カ
タ
ツ
ム
リ
や
マ
ッ
チ
が
「
谷
に
い
っ
ぱ
い
　
丘
に
い
っ
ぱ
い
／
で
も
し
ま
い
に
は
　
手
に

い
っ
ぱ
い
も
残
ら
ぬ
も
の
」（E

in
T

al
voll

und
ein

L
and

voll,/
und

am
E

nd
ists

keine
H

and
voll.

）
と
か
「
毎
日
お
外
に
出
か
け
る
け
れ

ど
／
ず
っ
と
お
家う
ち

に
い
る
の
で
す
」（A

lle
T

age
geh

ich
aus,/

B
leibe

dennoch
stets

zu
H

aus.

）
と
か
「
ま
あ
る
い
頭
の
チ
ビ
ッ
子
ぼ
う

ず
／
頭
を
な
で
る
と
カ
ッ
と
燃
え
出
す
」（Ich

bin
ein

kleines
M

ännchen,/
H

ab’
einen

runden
K

opf,/
U

nd
streicht

m
an

m
ir

das

K
öpfchen,

G
leich

brennt
der

ganze
Schopf.

）
と
言
い
装
わ
れ
る
と
き
、
突
如
、
故
意
に
対
象
を
包
み
隠
す
筈
の
な
ぞ
が
、
隠
す
こ
と
に
よ

っ
て
逆
に
そ
の
対
象
の
本
質
を
漏
洩
な
い
し
は
開
示
し
さ
え
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
の
は
、
言
葉
、
あ
る
い

は
文
芸
の
力
に
ち
が
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
な
ぞ
な
ぞ
は
柳
田
の
言
う
よ
う
に
文
芸
、
と
り
わ
け
誰
も
知
る
よ
う
に
、
子
供
の
文
芸
で
あ
っ
た
。
だ
が
「
節
季
ナ
ン
ズ
の
春
ム

カ
シ
」（
ナ
ン
ズ
は
な
ん
ぞ
、
何
ぞ
の
訛
。
な
ぞ
と
い
う
語
は
こ
れ
に
由
来
す
る
。
盆
や
暮
の
よ
う
な
繁
忙
期
に
は
短
形
式
の
な
ぞ
な
ぞ
を
、
正

月
の
よ
う
な
農
閑
期
に
は
長
形
式
の
昔
話
を
す
る
べ
し
の
意
）
と
い
う
諺
が
越
後
に
あ
っ
た
よ
う
に
（
二
）、

ま
た
日
待
や
庚
申
待
の
夜
に
し
ば
し
ば
余

興
と
し
て
な
ぞ
な
ぞ
遊
び
が
行
わ
れ
た
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
（
三
）、

な
ぞ
な
ぞ
は
昔
話
や
笑
い
話
、
あ
る
い
は
諺
な
ど
と
と
も
に
大
人
も
営
む
民
間
文

芸
の
一
種
な
の
で
あ
っ
た
。（
な
ぞ
が
―
と
き
に
韻
律
を
伴
っ
て
―
定
式
化
す
る
傾
向
を
持
つ
の
も
、
諺
同
様
、
口
承
文
芸
の
徴
の
一
つ
だ
っ
た
（
四
）。）

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
ヨ
ハ
ン
・
ペ
ー
タ
ー
・
ヘ
ー
ベ
ル
（1760-1826

）
が
編
集
・
発
行
し
、
民
衆
に
人
気
の
あ
っ
た
『
ラ
イ
ン
地

方
の
家
庭
の
友
』
と
い
う
名
の
暦
に
お
い
て
、
な
ぞ
な
ぞ
は
定
番
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
大
人
も
楽
し
む
民
間
文
芸
に
属
し
て
い
た
こ
と
の
ひ

と
つ
の
証
左
と
な
ろ
う
。（
今
日
見
ら
れ
る
新
聞
・
雑
誌
の
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
・
パ
ズ
ル
は
そ
の
名
残
と
言
え
る
。）
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さ
て
こ
れ
か
ら
な
ぞ
な
ぞ
を
民
間
文
芸
の
一
つ
と
し
て
考
察
す
る
に
際
し
、
問
題
と
な
る
の
は
そ
の
成
立
原
理
、
本
質
も
し
く
は
特
性
、
起
源

と
歴
史
、
技
法
、
種
類
等
々
で
あ
る
。
以
下
順
に
筆
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

二

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
詩
学
』
二
二
章
で
「
な
ぞ
は
結
合
不
可
能
な
も
の
を
結
び
つ
け
、
そ
れ
で
し
か
も
現
実
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
語
る
も

の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
比
喩
の
使
用
に
よ
っ
て
起
こ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
比
喩
に
つ
い
て
は
同
じ
章
の
少
し
後
の
箇

処
で
、「
語
の
す
ぐ
れ
た
転
用
（
比
喩
）
を
な
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
物
の
あ
い
だ
に
類
似
を
洞
察
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
五
）

と
述
べ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
本
来
異
な
る
領
域
に
あ
る
も
の
を
な
ん
ら
か
の
類
似
性

ア
ナ
ロ
ジ
ー

に
よ
り
領
域
を
越
え
て
移
す

メ

タ

フ

ァ

ー

こ
と
で
な
ぞ
は
生
ま
れ
る
、
と
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
言
う
の
だ
。
た
し
か
に
「
空
高
く
駈
け
る
白
馬
の
一
群
／
で
も
大
地
に
降
り
立
つ
こ
と
は
な
い
」（H

och
oben

am
H

im
m

el/

T
raben

die
Schim

m
el,/

E
ine

ganze
H

erde,/
K

om
m

t
nie

anf
die

E
rde.

）（
雲
）
や
「
生
え
た
か
と
思
う
と
／
も
う
刈
り
取
ら
れ
る
／
刈
り

手
が
下
手
だ
と
／
畑
は
血
を
出
す
」（K

aum
w

achs’
ich

w
ieder,/M

äht
m

an
m

ich
schon

nieder./
M

acht
der

Schnitter
es

nicht
gut,/

So

vergießt
der

A
cker

B
lut.

）（
髯
）
と
い
っ
た
な
ぞ
な
ぞ
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
は
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
異
領
域
へ
の
転
用

を
な
ぞ
な
ぞ
の
成
立
原
理
と
見
る
、
こ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
説
と
も
言
う
べ
き
も
の
は
、「
働
い
て
も
給
金
を
貰
え
ぬ
下
男
だ
あ
れ
」（W

elchem

K
necht

giebt
m

an
keinen

L
ohn?

）（
長
靴
脱
ぎ
器Stiefelknecht

）
や
「
生
え
な
い
髯
ナ
ー
ニ
」（W

elche
B

ärte
w

achsen
nicht?

）（
鍵
の

歯
〔
こ
れ
も
比
喩
！
〕S

chlüsselbart

）
の
ご
と
き
死
喩
と
言
わ
れ
る
も
の
を
用
い
た
な
ぞ
な
ぞ
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
そ
の
有
効
性
が

裏
づ
け
ら
れ
る
。
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（
そ
う
な
る
と
我
々
は
新
た
に
隠
喩
を
思
い
つ
か
な
く
と
も
、
す
で
に
無
数
に
存
在
す
る
死
喩
か
ら
無
数
の
な
ぞ
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
空
港
、
河
口
、
山
腹
、
机
の
脚
、
恋
の
炎
、
あ
る
い
は
尻
が
長
い
〈
重
い
、
軽
い
〉、
甘
い
〈
辛
い
〉
点
、
渋
い
芸
、
う
ま
い
話
、

明
る
い
〈
暗
い
〉
ニ
ュ
ー
ス
、
冷
た
い
〈
温
か
い
〉
人
等
々
の
死
喩
か
ら
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
理
論
が
正
し
け
れ
ば
な
ぞ
な
ぞ
が
作
れ
る
筈

で
あ
る
。
そ
れ
が
理
論
の
理
論
た
る
ゆ
え
ん
な
の
だ
か
ら
。
実
際
た
め
し
に
作
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
空
港
。「
船
が
利
用
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
港
」
と
か
「
水
の
な
い
港
」
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
な
ん
と
か
い
け
そ
う
だ
。
河
口
の
場
合
は
ど
う
か
。「
も
の
も
言
わ
ず
食
べ

も
し
な
い
口
」
で
は
ど
う
か
。
こ
れ
だ
と
河
口
以
外
に
も
山
の
登
り
口
な
ど
も
い
け
そ
う
だ
。
も
っ
と
限
定
が
必
要
と
な
る
。
恋
の
炎
は
ど
う

か
。「
そ
こ
に
手
を
か
ざ
し
て
も
ち
っ
と
も
暖
か
く
な
ら
な
い
炎
」
と
か
「
紙
を
近
づ
け
て
も
燃
え
移
ら
な
い
炎
」
で
は
ど
う
も
あ
ま
り
ピ
ン

と
来
な
い
。
か
よ
う
に
な
ぞ
な
ぞ
を
作
る
こ
と
は
実
は
そ
ん
な
に
容
易
な
事
で
は
な
い
。
な
ぞ
（
謎
！
）
は
相
手
を
惑
わ
し
な
が
ら
、
し
か
も

唯
一
の
答
（
迷
路
の
出
口
）
へ
と
導
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
い
く
つ
も
の
解
答
が
可
能
な
な
ぞ
は
な
ぞ
と
し
て
は
失
格
で
あ
る
。
そ
れ
は

な
ぞ
が
本
来
闘
争
的
・
競
技
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。）

右
に
試
み
た
よ
う
に
唯
一
の
答
を
導
く
の
に
十
分
な
条
件
を
具
え
た
な
ぞ
を
作
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
に
は
す
ぐ
れ
た
技

巧
が
要
求
さ
れ
る
。
右
の
例
の
場
合
、
河
口
や
恋
の
炎
に
比
べ
て
空
港
の
方
は
比
較
的
う
ま
く
行
っ
た
の
は
、
口
や
炎
よ
り
も
港
の
方
が
比
喩
の

領
域
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
だ
が
比
喩
か
ら
な
ぞ
を
作
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
な
事
業
で
な
い
と
は
言
え
、
技
巧
と
工
夫
に
よ

っ
て
可
能
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、
そ
の
意
味
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
は
依
然
と
し
て
説
得
力
に
富
む
、
き
わ
め
て
有
力
な
理
論
た
る

を
失
わ
な
い
と
言
え
よ
う
。
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467

三

先
に
引
用
し
た
同
じ
場
所
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
比
喩
の
能
力
と
は
「
事
物
の
間
に
類
似

ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
洞
察
す
る
」
能
力
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は

「
天
賦
の
才
」
の
賜
物
な
の
だ
と
言
っ
て
い
る
が
、
近
代
ド
イ
ツ
文
学
に
と
っ
て
新
宗
教
の
伝
道
者
、
も
し
く
は
洗
者
ヨ
ハ
ネ
の
ご
と
き
（
こ
れ

も
比
喩
！
）
役
割
を
果
た
し
た
ヘ
ル
ダ
ー
（1744-1803

）
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。「
人
間
の
一
切
の
詩
の
根
源
は
、
あ
の
我
々
の
内
部
に
存
し
働

い
て
い
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
生
み
出
す
衝
動
で
あ
る
。」
（
六
）

ヘ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
、
世
界
の
究
極
的
同
質
性
の
直
感
的
認
識
が
こ
と
ば
と
な
っ
て
表
現

さ
れ
た
も
の
が
詩
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
詩
は
世
界
の
同
質
性
の
〔
再
〕
創
造
的
発
見
の
喜
び
な
の
で
あ
っ
た
。〔
再
〕
創
造
的
発
見

と
言
っ
た
の
は
、
詩
が
、
慣
習
化
さ
れ
曇
ら
さ
れ
た
日
常
の
眼
に
は
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
そ
の
同
質
性
を
、
再
び
原
初
の
輝
き
に
お
い
て
発
見

さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
逆
に
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
基
づ
く
比
喩
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
者
は
詩
人
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

領
域
を
越
え
て
移
す

メ

タ

フ

ァ

ー

と
は
、
既
成
の
文
化
秩
序
・
体
制
を
破
壊
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
ヘ
ル
ダ
ー
の
言
う
ア
ナ
ロ
ジ
ー

の
原
理
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
世
界
の
再
分
節
・
再
創
造
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
詩
人
が
行
う
の
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な

こ
と
で
あ
る
が
、
既
成
の
制
度
や
規
範
、
文
化
慣
習
を
知
ら
ぬ
幼
児
の
言
語
行
動
も
時
と
し
て
詩
人
に
似
て
い
る
、
い
や
眼
曇
ら
さ
れ
ぬ
彼
ら
こ

そ
天
成
の
詩
人
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
な
ぞ
な
ぞ
が
と
り
わ
け
子
供
た
ち
に
好
ま
れ
る
も
の
と
な
っ
た
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
で

な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
な
ぞ
な
ぞ
は
こ
の
世
界
の
不
思
議
さ
に
対
す
る
新
鮮
な
驚
き
と
こ
と
ば
の
面
白
さ
に
対
す
る
み
ず
み
ず
し
い

喜
び
に
満
ち
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
う
し
た
も
の
こ
そ
が
な
ぞ
な
ぞ
を
生
み
出
し
た
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
カ
タ
ツ
ム
リ
や

雄
鶏
、
カ
ッ
コ
ウ
（
托
卵
す
る
）、
コ
ウ
モ
リ
（
鳥
の
形
態
を
し
た
哺
乳
類
）、
あ
る
い
は
海
綿
や
軽
石
な
ど
身
辺
に
あ
っ
て
珍
し
い
形
態
や
特
徴
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的
な
性
質
を
持
っ
た
も
の
が
し
ば
し
ば
な
ぞ
の
主
題
と
な
る
の
は
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
火
や
水
、
光
や
影
、
あ
る
い
は
こ
だ
ま
、
さ
ら

に
は
煙
や
鏡
な
ど
を
主
題
と
す
る
な
ぞ
に
お
い
て
は
、
太
古
の
人
類
の
、
こ
の
世
界
の
不
思
議
さ
と
の
出
会
い
と
発
見
の
初
心
な
驚
き
と
感
動
の

息
吹
す
ら
感
じ
取
れ
よ
う
。
ろ
う
そ
く
や
ラ
ン
プ
や
時
計
や
汽
車
が
な
ぞ
の
主
題
と
な
る
と
き
、
そ
こ
に
は
文
明
の
新
し
い
文
物
に
触
れ
た
驚
き

と
感
動
が
働
い
て
い
た
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
子
ど
も
に
あ
っ
て
は
死
喩
す
ら
な
ぞ
に
お
い
て
元
の
み
ず
み
ず
し
い
姿
へ
と
再
生
を
遂
げ
る
の
で
あ

る
。秩

序
・
体
制
の
破
壊
を
も
た
ら
す
の
は
比
喩
の
使
用
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
な
ぞ
「
足
せ
ば
足
す
ほ
ど
小
さ
く
な

り
／
取
れ
ば
取
る
ほ
ど
大
き
く
な
る
も
の
ナ
ー
ニ
」（So

m
an

m
ehr

dazutut,/
So

es
kleiner

w
ird./

So
m

an
m

ehr
davontut,So

es
größer

w
ird.

）（
穴
）
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
〈
地
と
図
の
転
換
〉
が
起
こ
っ
て
い
る
が
、「
穴
だ
ら
け
／
で
も
丈
夫
な
も
の
」（L

och
an

L
och/

U
nd

hält
doch.

）（
網
）
や
「
食
べ
れ
ば
食
べ
る
ほ
ど
／
多
く
残
る
も
の
」（Je

m
ehr

m
an

davon
ißt,/

D
esto

m
ehr

bleibt
übrig.

）（
胡
桃
の
殻
）、

あ
る
い
は
「
荷
馬
車
一
台
の
干
草
な
ら
担
え
る
が
／
縫
針
一
本
を
担
え
ぬ
も
の
」（Ich

w
eiß

etw
as,/

D
as

trägt
ein

Fuder
H

eu,/
A

ber
keine

N
ähnadel.

）（
水
）
等
に
お
い
て
は
日
常
的
思
考
に
と
っ
て
の
矛
盾
が
な
ぞ
に
生
命
を
与
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
日
常
的
な
も
の
の
見

方
が
破
壊
さ
れ
、
一
種
の
価
値
転
倒
が
起
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
矛
盾
な
ぞ
〉
に
出
会
っ
て
は
、
慣
習
的
思
考
は
当
惑
し
て
機
能
を
停
止

し
、
無
効
化
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
惰
性
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
き
た
日
常
の
硬
直
し
た
文
化
秩
序
は
崩
壊
し
、
始
源
世
界
の
混
沌
が
露
呈
し
て
、
非

日
常
的
祝
祭
と
し
て
の
、
破
壊
と
再
生
の
カ
ー
ニ
バ
ル
的
事
態
が
現
出
す
る
の
だ
。

（
こ
う
し
た
矛
盾
な
ぞ
に
お
い
て
は
た
い
て
い
〈
地
と
図
の
転
換
〉
の
よ
う
な
仕
掛
け
、
あ
る
い
は
ト
リ
ッ
ク
が
必
ず
存
在
す
る
。
そ
れ
を
見

抜
く
こ
と
が
す
な
わ
ち
な
ぞ
を
解
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
構
成
原
理
は
推
理
小
説

ミ

ス

テ

リ

ー

の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
推

理
小
説
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
ポ
ー
の
『
モ
ル
グ
街
の
殺
人
事
件
』
に
お
い
て
、
主
人
公
が
ト
リ
ッ
ク
を
見
破
っ
て
不
可
解
な
事
件
を
解
明
す
る
こ
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と
が
で
き
た
の
は
、
彼
が
警
察
や
一
般
の
人
々
と
違
っ
て
、
一
切
先
入
見
を
排
し
て
日
常
の
価
値
観
で
は
一
見
些
細
と
見
え
る
も
の
を
重
視
し
、

固
定
観
念
と
機
械
的
で
惰
性
的
な
思
考
に
囚
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。）

四

今
日
な
ぞ
な
ぞ
は
一
般
に
子
供
の
遊
戯
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
初
め
か
ら
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
す

べ
て
の
民
族
は
最
初
の
形
成
段
階
に
お
い
て
な
ぞ
の
愛
好
者
で
あ
っ
た
」
と
ヘ
ル
ダ
ー
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
（
七
）、

多
く
の
古
代
文
学
に
お
い
て
な

ぞ
、
も
し
く
は
な
ぞ
に
似
た
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。
旧
約
聖
書
『
士
師
記
』
一
四
章
で
は
怪
力
の
持
ち
主
サ
ム
ソ
ン
が
婚
礼
の
宴
席
で
出
し
た
な

ぞ
（「
食
ら
う
者
か
ら
食
い
物
が
出
、
／
強
い
者
か
ら
甘
い
物
が
出
た
」
（
八
）

）
の
挿
話
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
旧
約
聖
書
で
は
そ
の
ほ
か
、
シ
バ
の

女
王
が
難
問
（R

ätselfragen

）
を
も
っ
て
ソ
ロ
モ
ン
の
智
恵
を
試
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
（『
列
王
紀
』
上
一
〇
章
、『
歴
代
志
』
下
九
章
）。

ま
た
『
ダ
ニ
エ
ル
書
』
で
は
「
こ
の
ダ
ニ
エ
ル
に
は
、
す
ぐ
れ
た
霊
、
知
識
、
分
別
が
あ
っ
て
、
夢
を
解
き
、
な
ぞ
（dunkle

S
prüche

）
を
解

き
、
難
問
（G

eheim
nisse

）
を
解
く
こ
と
が
で
き
ま
す
」
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
今
日
言
う
と
こ
ろ
の
な
ぞ
で
は
む
ろ
ん
な
い
が
、
夢
の
よ

う
な
な
ぞ
め
い
た
言
葉
は
個
人
あ
る
い
は
共
同
体
の
運
命
を
予
告
す
る
も
の
と
し
て
、
な
ん
と
し
て
も
解
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
と
い
う
の
も
神
は
な
ぞ
め
い
た
言
い
方
で
し
か
人
間
に
己
の
意
こ
こ
ろ
を
伝
え
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
（『
民
数
記
』
一
二-

六
〜
八
）。
そ
れ
ゆ
え
ま
た

ヨ
セ
フ
（『
創
世
記
』
三
七
、
四
〇
・
四
一
章
（〈
七
頭
の
肥
え
た
雌
牛
と
七
頭
の
痩
せ
た
雌
牛
〉）
や
ダ
ニ
エ
ル
の
よ
う
に
夢
占
い
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
人
間
は
、
神
か
ら
特
別
に
選
ば
れ
た
神
に
祝
福
さ
れ
た
人
間
な
の
で
あ
っ
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
な
ぞ
め
い
た
神
の
言
葉
は
神
託
と

し
て
巫
女
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
。
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
『
歴
史
』
は
夢
占
い
の
挿
話
と
と
も
に
多
数
の
神
託
の
例
を
後
世
に
遺
し
て
く
れ
て
い
る
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（I-34

〜,47,54,62,65,66,67,85,107

〜,II-139,152,III-30,57,64

〜,IV
-163,V

-56,92,V
I-19,77,107,131,V

II-12

〜,19,140
〜
（〈
木
の
砦
〉）,148,220,V

III-77,96,IX
-33,43

）。

そ
も
そ
も
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
世
界
は
秘
密
と
不
思
議
に
み
ち
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
人
間
は
生
存
を
図
る
た
め
に
世
界
を
知

ろ
う
と
し
、
怖
ず
怖
ず
と
、
が
ま
た
逞
し
い
好
奇
心
を
も
っ
て
世
界
に
対
し
て
観
察
の
眼
を
向
け
た
の
で
あ
っ
た
。
火
や
水
の
よ
う
な
基
本
要
素

か
ら
昼
と
夜
の
交
替
、
霧
や
雪
の
よ
う
な
自
然
現
象
に
至
る
ま
で
。「
食
べ
れ
ば
食
べ
る
ほ
ど
貪
欲
に
な
る
が
／
す
べ
て
を
食
べ
尽
く
す
と
死
ん

で
し
ま
う
も
の
」（
火
）
（
九
）

、「
往
き
て
止と
ど

ま
り
／
柔
ら
か
く
し
て
固
く
／
弱
く
し
て
強
く
／
多
く
し
て
少
な
し
」（
水
）（R

ot.
D

as
lauffen

stat

still/
das

w
eich

ist
hart/

das
schw

ach
ist

starck/
vill

ist
w

ennig.

）

（
一
〇
）、「

山
野
を
越
え
ゆ
く
大
男
／
森
も
湖
も
呑
み
込
ん
で
／
太
陽
と
さ
え
も

張
り
合
っ
て
／
た
だ
恐
い
の
は
風
ば
か
り
」（
霧
）

（
一
一
）、「

羽
根
の
な
い
鳥
が
飛
ん
で
来
て
／
葉
の
な
い
木
に
と
ま
っ
た
／
口
の
な
い
女
が
や
っ
て
来

て
／
羽
根
の
な
い
鳥
を
食
べ
た
」（
雪
と
太
陽
）

（
一
二
）

―
こ
れ
ら
の
な
ぞ
に
は
古
代
の
人
々
の
眼
に
映
じ
た
世
界
の
姿
が
新
鮮
な
感
動
と
と
も
に
鋳

込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
な
ぞ
「
一
本
ひ
と
も
と

の
大
い
な
る
木
あ
り
／
十
二
本
の
太
き
枝
に
／
五
十

二
個
の
巣
あ
り
／
巣
ご
と
に
七
羽
の
鳥
あ
り
て
／
そ
れ
ぞ
れ
別
の
名
が
あ
っ
た
」（
年
、
月
、
週
、
曜
日
）
に
は
宇
宙
樹
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
な
ぞ
に
は
、
世
界
も
し
く
は
宇
宙
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
し
た
人
類
の
企
て
の
跡
が
保
存
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
古
代
イ
ン

ド
の
『
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
讃
歌
』
に
お
け
る
「
わ
れ
、
汝
に
大
地
の
尽
き
る
さ
い
は
て
を
問
わ
ん
。
わ
れ
、
汝
に
大
地
の
臍ほ
ぞ

の
い
づ
こ
に
在
る
や

を
問
は
ん
」
や
「
何
人
の
能よ

く
こ
れ
を
知
る
や
、
何
人
の
能
く
告
げ
得
べ
き
や
、
こ
の
創
造
の
い
づ
こ
に
生あ

れ
、
い
づ
こ
よ
り
来
り
し
を
…
」

（
一
三
）

、

あ
る
い
は
古
代
北
欧
の
歌
謡
『
エ
ッ
ダ
』
の
中
の
「
大
地
と
天
は
最
初
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
」、「
人
々
の
頭
上
を
め
ぐ
る
月
と
太
陽
は
ど
こ
か
ら

来
た
の
か
」

（
一
四
）

な
ど
の
宇
宙
論
的
・
存
在
論
的
問
い
と
も
言
う
べ
き
な
ぞ
め
い
た
問
答
は
む
ろ
ん
本
来
の
な
ぞ
な
ぞ
で
は
な
い
に
せ
よ
、
世
界
の
秘



密
に
つ
い
て
の
知
に
関
わ
る
点
で
な
ぞ
に
隣
接
し
て
い
る
。「
こ
の
世
で
一
番
甘
い
も
の
」（
眠
り
）、「
一
番
豊
か
な
も
の
」（
大
地
、
秋
）、「
一

番
速
い
も
の
」（
思
い
、
眼
差
し
）、「
一
番
強
い
も
の
」（
愛
、
運
命
）
な
ど
の
哲
学
的
な
な
ぞ
は
こ
の
系
譜
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
し
、『
ア
ラ

ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
』
の
〈
女
奴
隷
タ
ワ
ッ
ド
ッ
ド
の
物
語
〉
に
お
け
る
な
ぞ
問
答
に
お
い
て
は
知
識
を
問
う
種
類
の
も
の
と
本
来
の
な
ぞ
と
が
混

在
し
て
い
る
。

（
一
五
）

不
思
議
に
み
ち
た
世
界
に
あ
っ
て
切
実
に
求
め
ら
れ
た
の
は
知
で
あ
っ
た
。
卜
占
や
占
星
術
も
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
古
代
に

お
い
て
い
ち
早
く
寓
話
の
よ
う
な
知
恵
文
学
が
発
達
し
た
の
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
な
ぞ
な
ぞ
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
背
景

の
も
と
に
生
ま
れ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。

（
一
六
）

五

な
ぞ
は
時
に
ま
た
闘
争
的
・
競
技
的
性
格
を
帯
び
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
有
名
な
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
〈
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
な
ぞ
〉（「
朝
は
四
本

足
／
昼
は
二
本
足
／
晩
は
三
本
足
」）
の
物
語
に
お
い
て
、
女
の
頭
と
ラ
イ
オ
ン
の
体
を
し
た
有
翼
の
怪
物
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
は
テ
ー
バ
イ
の
町
の

近
く
を
通
る
通
行
人
に
こ
の
な
ぞ
を
か
け
、
答
え
ら
れ
ぬ
と
襲
い
か
か
っ
て
喰
っ
て
い
た
の
だ
が
、
あ
る
と
き
つ
い
に
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
に
よ
っ
て

解
か
れ
、
岩
か
ら
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
な
ぞ
は
遊
戯
な
ど
で
は
な
く
、
真
剣
な
生
死
を
賭
け
た
闘
い
に
ほ
か
な
ら

な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
な
ぞ
は
〈
首
を
賭
け
た
な
ぞ
〉（H

alslösungsrätsel

も
し
く
はH

alsrästsel

）
と
呼
ば
れ
る
。
古
代
北
欧
の
歌
謡

『
エ
ッ
ダ
』
で
は
知
恵
比
べ
の
場
面
で
「
お
前
の
知
恵
が
わ
し
に
劣
っ
た
ら
こ
の
館
か
ら
は
出
さ
ん
ぞ
」
と
か
「
ど
ち
ら
が
物
識
り
か
首
を
賭
け

よ
う
で
は
な
い
か
」
と
言
わ
れ
る
。

（
一
七
）

ま
た
世
に
名
高
い
ド
イ
ツ
中
世
の
ヴ
ァ
ル
ト
ブ
ル
ク
の
歌
合
戦
に
お
い
て
そ
の
敗
者
は
斬
首
さ
れ
る
こ
と
に
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な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
と
き
令
名
高
き
敬
虔
な
歌
人
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
・
フ
ォ
ン
・
エ
ッ
シ
ェ
ン
バ
ッ
ハ
は
魔
法
使
い
ク
リ
ン
グ
ゾ
ー
ル

の
出
し
た
な
ぞ
を
み
ご
と
に
解
い
て
み
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
一
八
）

い
わ
ゆ
る
〈
首
を
賭
け
た
な
ぞ
〉
は
通
常
な
ぞ
話
の
形
で
語
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
昔
話
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
代
表
的
な

も
の
は
『
グ
リ
ム
童
話
集
』（»K

inder-und
H

ausm
ärchen«

、K
H

M

と
略
す
）
に
見
ら
れ
る
。K

H
M

二
二
番»D

as
R

ätsel«

は
旧
約
『
士
師
記
』

サ
ム
ソ
ン
の
な
ぞ
を
先
例
と
す
る
本
人
以
外
に
は
解
き
え
ぬ
〈
個
人
体
験
な
ぞ
〉
も
し
く
は
〈
解
け
ぬ
な
ぞ
〉（「
一
人
も
殺
さ
ぬ
に
十
二
人
殺
し

た
」、
注
（
八
）
参
照
。
ア
ア
ル
ネ
・
ト
ン
プ
ソ
ン
の
話
型
索
引
で
はM

T
851

〈
謎
を
解
け
ぬ
王
女
〉
に
分
類
さ
れ
る
）
に
よ
っ
て
主
人
公
は
己

の
生
命
を
救
う
と
と
も
に
王
女
と
王
国
を
手
に
入
れ
る
。〈
解
け
ぬ
な
ぞ
〉
は
ま
た
逆
に
、
死
刑
を
宣
告
さ
れ
る
な
ど
命
の
瀬
戸
際
に
立
た
さ
れ

た
者
（
ま
た
は
そ
の
妻
な
ど
親
族
）
が
生
殺
与
奪
の
権
を
握
る
者
に
対
し
て
謎
か
け
を
し
、
そ
の
な
ぞ
を
解
き
明
か
す
の
と
引
き
換
え
に
助
命
さ

れ
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
に
も
使
わ
れ
る
。

（
一
九
）

K
H

M

九
四
番»D

ie
kluge

B
auerntochter«

で
は
主
人
公
の
百
姓
娘
は
「
着
物
を
着
ず
、
裸
で
も
な
く
、
馬
に
乗
ら
ず
、
車
に
も
乗
ら
ず
、
道

の
中
も
外
も
通
ら
ず
、
わ
し
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
来
い
。
そ
れ
が
で
き
た
ら
お
ま
え
と
結
婚
す
る
ぞ
」
と
い
う
王
様
の
難
題
を
持
ち
前
の
機
知
で

克
服
し
て
王
妃
に
迎
え
ら
れ
る
（M

T
875

〈
賢
い
百
姓
娘
〉）。
殆
ど
同
じ
な
ぞ
が
一
五
世
紀
ド
イ
ツ
の
な
ぞ
な
ぞ
集
に
見
え
る
が
（
二
〇
）

、
こ
の
よ
う

な
一
種
の
〈
無
理
な
ぞ
〉
は
す
で
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
（「
男
で
な
い
男
が
、
鳥
で
な
い
鳥
を
見
て
見
ず
、
石
で
な
い
石
を
投
げ
て
投
げ
な
か
っ
た
。」

解
（
す
が
目
の
去
勢
男
が
蝙
蝠
め
が
け
て
軽
石
を
投
げ
た
が
当
た
ら
な
か
っ
た
））
あ
る
い
は
古
代
イ
ン
ド
（
鬼
神
に
対
し
「
乾
い
た
も
の
に
よ

っ
て
も
濡
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
も
、
石
に
よ
っ
て
も
木
に
よ
っ
て
も
、
弓
矢
に
よ
っ
て
も
剣
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
昼
に
も
夜
に
も
殺
さ
な
い
」
と

約
束
し
、
た
そ
が
れ
に
泥
で
殺
す
）
に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
二
一
）

。
こ
れ
ら
は
言
う
ま
で
も
な
く
難
題
譚
と
し
て
も
語
ら
れ
る
。
わ
が
国
で
も

〈
灰
縄
〉
や
〈
蟻
通
し
〉

（
二
二
）、〈

打
た
ぬ
太
鼓
〉
な
ど
で
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
課
さ
れ
た
難
題
を
解
く
こ
と
が
個
人
の
生
命
の
み
な
ら
ず
、
時
に
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は
一
国
の
存
亡
を
も
左
右
す
る
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
後
者
の
場
合
に
は
難
題
・
な
ぞ
は
武
力
こ
そ
用
い
ぬ
が
、
知
力
の
戦
争
と
い
う
性
格
す
ら

持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

難
題
な
ぞ
は
普
通
物
語
の
形
で
、
す
な
わ
ち
難
題
譚
と
し
て
語
ら
れ
、
純
粋
な
な
ぞ
な
ぞ
の
形
で
語
ら
れ
た
も
の
は
比
較
的
少
な
い
の
で
あ
る

が
、
ジ
ム
ロ
ッ
ク
の
編
集
し
た
な
ぞ
な
ぞ
集
か
ら
実
例
と
し
て
二
つ
だ
け
挙
げ
て
お
く
。「
ど
う
す
れ
ば
水
を
笊ざ
る

で
運
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
」（
水

を
凍
ら
せ
る
）、「
袋
一
杯
の
小
麦
粉
を
同
じ
大
き
さ
の
袋
二
杯
に
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
」（
袋
を
二
重
に
す
る
）

（
二
三
）。

も
っ
と
も
こ
れ
ら
は

す
で
に
頓
智
の
領
域
に
近
づ
い
て
い
る
。

K
H

M

一
五
二
番»D

as
H

irtenbüblein«

は
ま
さ
に
そ
の
頓
智
話
の
趣
を
呈
し
て
い
る
。
こ
こ
で
出
さ
れ
る
「
海
の
水
は
何
滴
か
」、「
空
に
は

星
が
い
く
つ
あ
る
か
」、「
永
劫
は
何
秒
か
」
と
い
う
問
い
は
、
ド
イ
ツ
で
は
一
三
世
紀
に
書
か
れ
た
『
司
祭
ア
ー
ミ
ス
』
や
一
六
世
紀
の
民
衆
本

『
テ
ィ
ル
・
オ
イ
レ
ン
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
』
に
も
そ
の
類
話
が
見
ら
れ
、
解
答
不
可
能
な
難
問
に
対
し
て
は
解
答
の
前
提
条
件
と
な
る
実
現
不
可
能

な
要
求
を
逆
に
相
手
に
突
き
付
け
る
こ
と
で
切
り
返
す
（
た
と
え
ば
「
海
の
水
は
何
滴
か
」
に
対
し
て
「
流
れ
込
む
川
の
水
を
止
め
よ
。
そ
う
す

れ
ば
数
え
る
」
な
ど
）
こ
の
タ
イ
プ
の
話
に
つ
い
て
は
、
ボ
ル
テ
ー
ポ
リ
フ
カ
の
『
グ
リ
ム
童
話
集
注
釈
』
に
詳
し
い
（
ア
ア
ル
ネ
／
ト
ン
プ
ソ

ン
の
話
型
索
引
で
はM

T
922

〈
皇
帝
と
僧
院
長
〉
に
分
類
）。
こ
れ
ら
の
難
問
は
通
常
頓
智
に
よ
る
竹
篦
し
っ
ぺ
い

返
し
的
な
反
対
要
求
で
切
り
抜
け
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
問
い
の
多
く
が
「
大
地
の
中
心
は
ど
こ
か
」、「
天
の
大
き
さ
は
？
」、「
ア
ダ
ム
以
来
何
日
経
っ
た
か
」
な
ど
本
来
宇
宙
論
的
・

哲
学
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
を
引
く
。『
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
』
の
〈
女
奴
隷
タ
ワ
ッ
ド
ッ
ド
の
物
語
〉
に
お
い
て
も
イ
ス
ラ

ム
教
の
信
仰
と
教
義
に
か
か
わ
る
宗
教
的
問
答
が
な
ぞ
問
答
と
と
も
に
交
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
伝
わ
る
な
ぞ
な
ぞ
に
も
キ
リ
ス
ト
教
の
カ

テ
キ
ズ
ム
の
名
残
を
留
め
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
数
存
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
ノ
ア
の
方
舟
に
絶
対
乗
っ
て
い
な
か
っ
た
動
物
な
あ
に
」

（
魚
）
と
か
「
神
は
天
に
も
お
ら
れ
ず
地
上
に
も
お
ら
れ
な
か
っ
た
と
き
ど
こ
に
お
ら
れ
た
か
」（
ロ
バ
に
乗
っ
て
い
た
）
と
い
っ
た
無
邪
気
で
微
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笑
を
誘
う
よ
う
な
も
の
や
、「
パ
ウ
ロ
は
な
ぜ
コ
リ
ン
ト
人
に
宛
て
て
手
紙
を
書
い
た
か
」（
そ
こ
に
い
な
か
っ
た
か
ら
）
と
い
っ
た
肩
透
か
し
を

喰
わ
せ
る
ジ
ョ
ー
ク
的
な
も
の
の
ほ
か
に
、「
神
は
天
で
何
を
し
て
お
ら
れ
る
か
」（
高
い
も
の
を
低
め
、
低
い
も
の
を
高
め
る
）
と
か
、「
神
は

ど
れ
ほ
ど
大
き
い
か
」（
天
と
地
ほ
ど
）、「
死
ん
だ
け
れ
ど
生
ま
れ
な
か
っ
た
人
は
？
」（
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
）、「
全
世
界
の
４
分
の
１
の
人
間
を
殺

し
た
者
は
？
」（
カ
イ
ン
）、「
一
度
し
か
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
に
二
度
死
ん
だ
人
は
？
」（
ラ
ザ
ロ
）
の
よ
う
な
な
ぞ
は
カ
テ
キ
ズ
ム
（
教
理
問
答
）

を
想
起
さ
せ
る
。
実
際
な
ぞ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
初
期
の
時
代
か
ら
宗
教
教
育
の
中
で
、
さ
ら
に
は
人
文
主
義
の
時
代
に
は
諺
と
と
も
に
教
養
教
育

と
ラ
テ
ン
語
教
育
の
教
材
と
し
て
、
ま
た
啓
蒙
主
義
の
時
代
に
は
寓
話
な
ど
と
と
も
に
子
供
た
ち
に
愉
し
い
教
育
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
（
二
四
）。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
宗
教
問
答
的
な
な
ぞ
や
学
校
教
育
の
教
材
と
し
て
の
な
ぞ
が
世
俗
化
し
て
民
間
な
ぞ
と
化
し
て
い
っ
た
可
能
性
は
十

分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
二
五
）。

六

カ
テ
キ
ズ
ム
が
宗
教
教
育
の
手
段
で
あ
る
と
と
も
に
、
信
仰
の
正
し
さ
を
確
認
す
る
た
め
の
審
査
の
手
段
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
よ
う
に
、
な

ぞ
も
ま
た
知
力
も
し
く
は
知
識
を
測
る
試
験
の
性
格
を
帯
び
て
い
た
。
ヨ
レ
ス
は
『
単
純
形
式
の
文
芸
』
の
な
ぞ
の
項
で
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
な
ぞ
の
目
的
と
使
命
は
、
な
ぞ
を
出
す
側
か
ら
す
る
と
、
な
ぞ
を
出
さ
れ
た
者
に
そ
の
閉
鎖
的
団
体
へ
の
入
会
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
を
試
験

し
、
入
会
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
あ
り
、
他
方
な
ぞ
を
出
さ
れ
る
側
か
ら
す
る
と
、
己
が
入
会
を
許
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
者
で
あ
る
こ
と
を
示

す
こ
と
に
あ
る
。」

（
二
六
）

ヨ
レ
ス
が
こ
こ
で
「
閉
鎖
的
団
体
」（das

A
bgeschlossene

）
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
な
ど
の
秘
密
結
社

の
ご
と
き
も
の
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
な
ぞ
は
確
か
に
ヨ
レ
ス
の
言
う
よ
う
に
一
種
の
資
格
試
験
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（E
xam

en

）
な
の
だ
っ
た
。

こ
の
資
格
試
験
と
し
て
の
な
ぞ
が
し
ば
し
ば
嫁
も
し
く
は
聟
（
と
き
に
後
継
者
）
選
び
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
実
際
ス
フ
ィ
ン

ク
ス
の
な
ぞ
も
結
果
的
に
そ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
し
、
前
に
見
たK

H
M

二
二
番
で
は
主
人
公
の
若
者
は
な
ぞ
好
き
の
王
女

を
打
ち
負
か
し
て
王
女
を
手
に
入
れ
る
。K

H
M

九
四
番
で
は
貧
し
い
百
姓
娘
が
王
の
難
題
を
み
ご
と
ク
リ
ア
ー
し
て
王
妃
に
迎
え
ら
れ
る
し
、

K
H

M

一
五
二
番
で
は
結
婚
の
話
は
な
い
も
の
の
、
貧
し
い
羊
飼
い
の
少
年
が
そ
の
み
ご
と
な
頓
智
の
才
に
よ
っ
て
王
の
養
子
（
後
継
者
）
と
さ

れ
る
。
思
い
起
こ
せ
ば
サ
ム
ソ
ン
の
な
ぞ
も
ま
た
婚
礼
の
宴
席
で
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
わ
が
歌
垣
を
思
わ
せ
る
中
世
ド
イ
ツ
農
村
に
お
け
る

青
年
男
女
に
よ
る
掛
け
合
い
歌
に
は
な
ぞ
な
ぞ
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
し
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
も
な
お
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
鉱
夫
た

ち
の
も
と
で
は
、
花
嫁
の
父
親
と
花
婿
の
付
添
人
と
の
間
で
結
婚
の
儀
式
の
一
つ
と
し
て
な
ぞ
解
き
問
答
が
交
わ
さ
れ
た
と
い
う
。

（
二
七
）

『
ド
イ
ツ
民

衆
本
叢
書
』（D

ie
deutschen

V
olksbücher

）
の
編
者
た
る
ジ
ム
ロ
ッ
ク
が
集
め
た
『
ド
イ
ツ
な
ぞ
な
ぞ
集
』（
一
八
五
〇
年
、
注
（
一
九
）
参

照
）
に
は»R

äthsellied«

（
な
ぞ
掛
け
歌
）
な
る
も
の
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
男
女
一
組
に
よ
る
各
四
行
の
な
ぞ
問
答
の
そ
れ
ぞ
れ
の
初
句
が

「
娘
さ
ん
、
こ
れ
か
ら
出
す
謎
当
て
な
さ
い
／
当
て
た
ら
僕
の
お
嫁
さ
ん
」
で
呼
び
か
け
、「
無
愛
想
な
娘
と
思
わ
れ
ま
せ
ぬ
よ
う
／
答
え
て
御
覧

に
入
れ
ま
し
ょ
う
」
と
受
け
て
、
そ
れ
が
そ
の
つ
ど
繰
り
返
さ
れ
る
の
も
、
な
ぞ
と
結
婚
の
風
習
と
の
結
び
つ
き
の
名
残
に
ち
が
い
な
い
。

（
二
八
）

資
格
審
査
（E

xam
en

）
と
い
う
点
で
は
隠
語
（
ジ
ャ
ル
ゴ
ン
）
も
ま
た
な
ぞ
に
似
た
働
き
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
符
牒
と
し
て
の
隠
語
は

仲
間
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
部
外
者
に
は
な
ぞ
め
い
て
見
え
る
。
迂
言
法
や
婉
曲
語
法
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
そ
れ
に
通
ぜ
ぬ

者
に
は
な
ぞ
と
感
じ
ら
れ
よ
う
。
死
ぬ
（sterben

）
と
言
う
代
わ
り
に
永
眠
す
る
（entschlafen

）
と
か
他
界
す
る
（verscheiden

）、
あ
る
い

は
便
所
と
言
わ
ず
に
手
洗
い
や
化
粧
室
と
言
っ
た
り
す
る
（「
王
様
も
歩
い
て
〈
ひ
と
り
で
〉
行
か
れ
る
所
」
と
い
っ
た
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表
現
も

あ
る
）
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
が
、
タ
ブ
ー
領
域
や
羞
恥
・
不
快
を
呼
び
覚
ま
し
か
ね
ぬ
場
面
な
ど
で
、
直
接
名
指
す
こ
と
を
憚
っ
た
り
明
示
す
る
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の
を
避
け
る
心
理
か
ら
生
ま
れ
た
表
現
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
は
隠
語
同
様
な
ぞ
と
は
言
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
な
ぞ
の
条
件
を
考
え
て
み
る

と
、
な
ぞ
は
本
来
誰
に
も
答
え
る
、
言
い
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
の
あ
る
、
一
般
に
開
か
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
わ
か
る
。

な
ぞ
は
本
来
知
識
を
問
う
も
の
で
は
な
く
、
知
恵
、
体
力
な
ら
ぬ
知
力
を
試
す
も
の
な
の
だ
。
従
っ
て
出
題
し
た
本
人
以
外
に
は
知
り
よ
う
の
な

い
、
サ
ム
ソ
ン
の
な
ぞ
の
ご
と
き
〈
個
人
体
験
な
ぞ
〉、〈
解
き
え
ぬ
な
ぞ
〉
は
本
来
ル
ー
ル
違
反
な
の
だ
。
な
ぞ
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
筈
の
こ

と
を
わ
ざ
と
言
い
換
え
（
そ
の
技
法
に
つ
い
て
は
後
で
見
る
）、
い
わ
ば
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ん
で
、
相
手
に
推
理
や
想
像
力
な
ど
の
知
力
を
働
か
せ

て
言
い
当
て
さ
せ
よ
う
と
す
る
ゲ
ー
ム
な
の
だ
。
そ
の
意
味
で
は
な
ぞ
の
対
象
と
し
て
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
筈
の
日
常
身
辺
に
存
す
る
も
の
が

も
っ
と
も
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
「
水
を
か
け
る
と
普
通
は
消
え
る
も
の
な
の
に
、
ど
う
い
う
わ
け
か
燃
え
る
の
で
す
、

ナ
ー
ニ
」（
石
灰
）
の
ご
と
き
知
識
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
類
の
も
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
あ
ま
り
特
殊
で
な
く
日
常
身
辺
か
ら
の
も
の
で
あ
っ

て
も
、
あ
ま
り
よ
い
な
ぞ
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
相
手
の
知
ら
ぬ
こ
と
を
な
ぞ
と
し
て
出
題
し
た
の
で
は
ゲ
ー
ム
と
し
て
成
り
立
た
な
い
。

な
ぞ
は
あ
く
ま
で
知
っ
て
い
る
筈
の
こ
と
の
中
か
ら
言
い
当
て
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
な
ら
こ
そ
言
い
当
て
ら
れ
ず
降
参
し
て
答
を
教
え
て
も

ら
っ
た
と
き
の
、
な
あ
ん
だ
、
と
か
、
な
る
ほ
ど
、
と
い
う
悔
し
さ
や
感
心
し
て
納
得
す
る
感
情
（
む
ろ
ん
み
ご
と
に
言
い
当
て
た
と
き
は
快
哉

と
勝
利
感
）
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
な
ぞ
な
ぞ
は
ゲ
ー
ム
性
・
競
技
性
を
そ
の
本
質
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ゲ
ー
ム
・
競
技
に
は

ル
ー
ル
が
存
す
る
の
だ
。

七

な
ぞ
な
ぞ
の
今
日
に
お
け
る
生
態
は
ゲ
ー
ム
も
し
く
は
遊
戯
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。「
文
化
は
遊
び
の
中
に
生
ま
れ
、
遊
び
と
し
て
発
達
し
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た
」
と
捉
え
る
ホ
イ
ジ
ン
ガ
に
と
っ
て
、
な
ぞ
は
初
め
聖
な
る
遊
び
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
（
二
九
）、

こ
の
よ
う
な
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
見
解
に
与

す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぞ
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
〈
首
を
賭
け
た
な
ぞ
〉
や
資
格
審
査
と
し
て
の
な
ぞ
の
よ
う
に
真
剣
な
局
面
を

呈
す
る
一
方
、
他
方
に
お
い
て
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
初
め
か
ら
遊
戯
的
要
素
を
蔵
し
て
い
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
我
々
の
日
常
生
活
の
中
で
「
い

い
も
の
あ
げ
ま
し
ょ
、
当
て
て
ご
ら
ん
」
―
「
食
べ
る
も
の
？
」、「
甘
い
も
の
？
」、「
丸
い
も
の
？
」
と
い
っ
た
無
邪
気
な
言
い
当
て
遊
び
は
し

ば
し
ば
目
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
な
ぞ
も
ま
た
そ
れ
に
似
て
一
般
の
言
語
生
活
の
中
で
こ
と
ば
遊
び
の
ひ
と
つ
と
し
て

―
た
と
え
ば
周
知
の

こ
と
を
そ
の
ま
ま
に
言
う
こ
と
の
つ
ま
ら
な
さ
・
芸
の
な
さ
を
嫌
厭
す
る
心
理
、
ま
さ
に
文
化
の
根
源
と
し
て
の
「
遊
び
」
の
精
神
か
ら
、
つ
ま

り
冒
頭
に
引
用
し
た
柳
田
の
言
う
「
文
芸
の
芽
ば
え
」（「
毎
日
私
た
ち
が
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
形
の
ほ
か
に
、
も
っ
と
お
も
し
ろ
く
ま
た
は
美

し
く
、
す
こ
し
考
え
て
み
て
そ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
な
言
い
方
」
の
発
見
）
と
し
て

―
ご
く
自
然
に
発
生
し
た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
な
ぞ
は
初
め
神
話
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
が
や
が
て
競
技
的
な
も
の
と
な
り
、
し
ま
い
に
は
単
な
る
遊
び
と
化
し
た
、
と
考
え
る
の

で
な
く
、
そ
の
三
つ
の
機
能
は
本
来
混
ざ
り
合
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
う
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
ぞ
は
も
っ
と
も
的
確
に
性
格
づ
け
ら
れ
る
、

と
す
る
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
の
見
解
（
三
〇
）

は
き
わ
め
て
妥
当
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
遠
い
昔
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
な
ぞ
遊
び
が
行
わ
れ
た
か
、

そ
れ
を
推
測
す
る
材
料
を
我
々
は
僅
か
し
か
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
ま
じ
め
で
真
剣
な
な
ぞ
は
比
較
的
文
献
に
保
存
さ
れ
や
す
い
に
反
し
、
遊
び

的
要
素
の
強
い
も
の
（
極
端
な
例
と
し
て
は
猥
褻
な
な
ぞ
）
は
文
献
に
な
じ
み
に
く
く
、
口
承
に
頼
る
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
即
興

性
は
泡
沫
性
で
も
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
文
献
に
残
っ
た
古
い
時
代
の
も
の
に
は
ま
じ
め
で
真
剣
な
も
の
が
多
く
、
そ
れ
に
ひ
き
か
え
今
日
で

は
な
ぞ
は
殆
ど
遊
戯
と
し
て
し
か
行
わ
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
文
化
史
に
お
い
て
一
般
に
見
ら
れ
る
世
俗
化
の
現
象
を
そ
の
ゆ
え
に
た
だ
ち
に

な
ぞ
に
も
認
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
早
計
に
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

他
の
ど
の
文
芸
に
も
ま
し
て
遊
び
は
な
ぞ
に
本
質
的
な
要
素
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
な
ぞ
の
三
要
素
と
し
て
詩
と
知
と
遊
び
を
挙
げ
る
こ
と
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が
で
き
よ
う
。
わ
が
国
で
は
民
間
に
お
い
て
な
ぞ
が
昔
話
と
同
様
に
退
屈
ば
ら
し
と
し
て
、
あ
る
い
は
日
待
ち
の
余
興
と
し
て
、
ま
さ
に
暇
潰
し

の
娯
楽
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
平
安
時
代
に
は
有
閑
貴
族
た
ち
の
高
度
な
知
的
遊
戯
と
し
て
謎
合

な
ぞ
あ
わ
せ
が
流
行
し
た
こ
と
も
す
で
に
触
れ
た
。

江
戸
末
期
文
化
年
間
に
は
謎
と
き
坊
春
雪
（
春
の
雪
は
と
け
、
、

や
す
い
と
い
う
の
で
）
な
る
者
が
浅
草
に
現
れ
、
な
ぞ
解
き
の
興
行
で
人
気
を
博
し

た
と
い
う
。
洒
落
や
懸
詞
を
好
む
わ
が
国
の
文
学
的
伝
統
の
上
に
生
ま
れ
た
独
特
の
三
段
な
ぞ
（「
…
と
掛
け
て
…
と
解
く
。
意
こ
こ
ろ
は
…
」）
な
ど
に

つ
い
て
は
鈴
木
棠
三
の
研
究
に
詳
し
い
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
こ
と
ば
遊
び
の
精
神
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
な
ぞ
を
こ
と
ば

の
遊
戯
と
し
て
、
あ
る
い
は
ゲ
ー
ム
と
し
て
楽
し
む
そ
の
事
情
は
ド
イ
ツ
（
と
り
あ
え
ず
ド
イ
ツ
と
し
て
お
く
）
と
て
異
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。な

ぞ
は
真
剣
な
局
面
で
は
最
高
度
の
緊
張
を
伴
う
命
が
け
の
も
の
と
な
っ
て
そ
の
競
技
性
は
極
限
に
ま
で
高
ま
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
対
極
に

お
け
る
日
常
生
活
の
中
の
社
交
遊
戯
と
し
て
は
暇
潰
し
の
娯
楽
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
場
で
は
あ
ま
り
真
面
目
な
も
の
よ
り
も
笑
い
を
誘

う
よ
う
な
種
類
の
な
ぞ
、
す
な
わ
ち
〈
ジ
ョ
ー
ク
な
ぞ
〉
が
好
ま
れ
た
の
は
当
然
と
言
え
よ
う
。
ド
イ
ツ
一
六
世
紀
初
め
の
な
ぞ
な
ぞ
集
に
見
え

る
「
ロ
ザ
リ
オ
（
お
数
珠
）
の
真
ん
中
に
あ
る
の
は
何
」（
そ
れ
を
綴
じ
た
紐
）
な
ど
に
は
ま
だ
多
少
真
面
目
な
要
素
も
残
っ
て
い
る
が
、
同
じ

な
ぞ
な
ぞ
集
の
「
男
に
と
っ
て
最
も
有
益
で
役
に
立
つ
女
（
妻
）
は
ど
ん
な
女
（
妻
）
か
」（
じ
き
に
死
ぬ
金
持
ち
の
女
）
に
な
る
と
完
全
に
も

う
ジ
ョ
ー
ク
の
領
域
に
入
っ
て
い
る
。
同
じ
ジ
ョ
ー
ク
な
ぞ
で
「
人
間
に
い
ち
ば
ん
忠
実
な
動
物
は
？
」（
シ
ラ
ミ
。
決
し
て
自
分
か
ら
離
れ
て

行
か
な
い
）
で
は
庶
民
の
生
活
の
に
お
い
が
す
る
し
（
ち
な
み
に
シ
ラ
ミ
は
古
来
人
気
の
あ
る
な
ぞ
の
主
題
だ
っ
た
）、「
ソ
ー
セ
ー
ジ
の
前
と
後

ろ
が
わ
か
る
の
は
ど
ん
な
と
き
か
」（
肩
に
掛
け
た
と
き
）
と
か
、
あ
る
い
は
「
人
は
な
ぜ
酒
を
飲
む
と
き
グ
ラ
ス
の
中
を
の
ぞ
き
こ
む
の
か
」

（
も
し
グ
ラ
ス
の
中
に
い
た
ら
外
を
の
ぞ
く
だ
ろ
う
）
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
飲
食
を
伴
う
団
欒
の
場
で
の
社
交
遊
戯
と
し
て
の
な
ぞ
な
ぞ
ゲ

ー
ム
の
嘱
目
的
な
即
興
性
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
即
興
性
は
社
交
的
な
座
の
文
芸

、
、
、
、

と
し
て
の
民
間
文
芸
の
特
質
の
ひ
と
つ
な
の
で
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あ
っ
た
。
こ
の
即
興
性
は
と
り
わ
け
不
完
全
な
な
ぞ
、
す
な
わ
ち
複
数
あ
る
い
は
多
数
の
答
の
可
能
性
を
許
容
す
る
な
ぞ
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
「
そ
う
す
れ
ば
す
ぐ
そ
う
な
る
が
、
そ
う
し
な
く
て
も
や
が
て
そ
う
な
る
も
の
」
に
お
い
て
「
手
を
乾
か
す
」
が
答
と
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
ほ
か
に
も
考
え
ら
れ
そ
う
だ
し
、
さ
ら
に
「
あ
か
ら
さ
ま
な
嘘
、
ナ
ニ
」
に
対
し
て
は
、
そ
こ
に
挙
が
っ
て
い
る
「
鶏
が
卵
を
身
体
の
前
に

（
胸
に
）
抱
い
て
い
る
、
と
言
う
と
き
。
鶏
は
卵
を
身
体
の
後
ろ
で
（
腹
に
）
抱
く
も
の
だ
か
ら
」
と
い
う
ま
こ
と
に
つ
ま
ら
な
い
答
以
外
に
、

無
数
に
も
っ
と
気
の
き
い
た
ナ
ン
セ
ン
ス
な
答
を
思
い
つ
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
た
と
え
ば
「
○
○
は
こ
の
前
の
試
験
で
百
点
取

っ
た
と
言
っ
た
」
と
か
、「
ハ
ン
ス
の
女
房
の
イ
ル
ゼ
は
ハ
ン
ス
の
出
張
中
毎
晩
ず
っ
と
家
に
い
た
と
言
う
」
と
い
っ
た
隣
人
に
対
す
る
当
て
こ

す
り
や
皮
肉
ば
か
り
か
、
政
治
や
社
会
の
諷
刺
・
批
判
あ
る
い
は
非
現
実
な
願
望
に
至
る
ま
で
わ
れ
が
ち
に
そ
の
場
の
人
々
の
受
け
を
競
っ
た
即

妙
の
答
が
続
出
し
て
そ
の
場
の
雰
囲
気
を
盛
り
上
げ
、
読
売
テ
レ
ビ
で
毎
日
曜
夕
方
放
映
さ
れ
る
長
寿
番
組
『
笑
点
』
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
場
面

が
現
出
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。（
社
交
の
場
で
の
不
完
全
な
な
ぞ
と
し
て
は
そ
の
ほ
か
た
と
え
ば
「
こ
の
世
で
何
に
い
ち
ば
ん
用
心
す
べ
き
か
」
と

か
「
女
に
は
な
ぜ
髯
が
な
い
の
か
」
な
ど
の
問
い
。
ち
な
み
に
、
居
酒
屋
な
ど
で
の
社
交
の
場
で
好
ま
れ
そ
う
な
猥
褻
な
な
ぞ
の
好
例
が
一
六
世

紀
の
民
衆
本»L

alebuch«

に
見
え
る
。
そ
こ
で
は
宴
会
の
場
で
の
、
食
い
物
や
酒
の
臭
い
と
下
卑
た
笑
い
に
混
じ
っ
て
の
な
ぞ
遊
び
の
様
子
が
生

き
生
き
と
再
現
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
も
「
寝
れ
ば
す
る
も
の
」（
枕
）
と
か
「
十
六
七
の
娘
と
掛
け
て
　
繁
昌
な
店
　
と
解
く
。
意
こ
こ
ろ
は
　
も

う
け
が
あ
ろ
う
」
な
ど
思
わ
せ
ぶ
り
な
猥
褻
な
ぞ
は
例
を
挙
げ
る
の
に
事
欠
か
な
い
。
話
が
品
下
り
し
た
が
、
酒
宴
の
場
で
の
な
ぞ
掛
け
遊
び
の

習
慣
は
す
で
に
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
三
一
））

ジ
ョ
ー
ク
な
ぞ
に
多
い
の
は
肩
透
か
し
的
な
な
ぞ
で
あ
る
。「
ラ
イ
ン
河
で
い
ち
ば
ん
多
い
石
は
ど
ん
な
石
か
」（
濡
れ
た
石
）
と
い
っ
た
罪
の

な
い
も
の
に
始
ま
り
、「
干
し
草
は
ど
こ
で
刈
る
か
」（
ど
こ
で
も
な
い
。
刈
る
の
は
牧
草
）
と
か
「
ラ
ッ
パ
手
は
ラ
ッ
パ
を
吹
く
と
き
ど
こ
に
立

つ
か
」（
ラ
ッ
パ
の
口
の
前
）
と
い
っ
た
人
を
喰
っ
た
も
の
や
ら
、「
白
い
羊
は
黒
い
羊
よ
り
な
ぜ
多
く
食
べ
る
か
」（
白
い
羊
の
方
が
数
が
多
い
）
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の
よ
う
な
悪
戯
っ
ぽ
い
も
の
、
あ
る
い
は
「
山
と
谷
の
間
に
あ
る
も
の
、
ナ
ニ
」（「
と
」）
の
ご
と
き
ふ
ざ
け
た
も
の
に
至
る
ま
で
、
こ
れ
ら
は

相
手
の
真
剣
な
思
考
に
肩
透
か
し
を
喰
わ
せ
て
勝
を
収
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
戦
法
が
昂
ず
る
と
「
一
匹
の
犬
が
二
匹
の
兎
を
追
っ

て
一
匹
捕
ま
え
た
。
こ
れ
ナ
ニ
」（
奇
蹟
が
起
っ
た
）
と
か
「
目
の
見
え
ぬ
人
が
一
匹
の
兎
を
見
つ
け
、
足
な
え
の
人
が
そ
れ
を
捕
ま
え
、
裸
の

人
が
そ
れ
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
。
こ
れ
ナ
ニ
」（
ひ
と
つ
の
嘘
）
の
ご
と
き
ま
っ
た
く
ナ
ン
セ
ン
ス
な
な
ぞ
す
ら
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

だ
が
こ
れ
は
も
う
完
全
な
ル
ー
ル
違
反
で
あ
る
。
答
の
な
い
よ
う
な
な
ぞ
を
出
す
の
は
初
め
か
ら
ル
ー
ル
違
反
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

で
は
ゲ
ー
ム
が
成
り
立
た
な
い
。
肩
透
か
し
は
禁
じ
手
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
や
は
り
逸
脱
形
態
な
の
で
あ
り
、
本
来
知
力
を
競
う
真
剣
な
場
に

お
い
て
こ
そ
、
そ
れ
も
た
ま
に
使
う
か
ら
有
効
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
が
横
行
す
る
と
な
ぞ
解
き
の
醍
醐
味
は
失
わ
れ
、
や

が
て
退
屈
な
場
と
化
し
て
し
ま
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
肩
透
か
し
的
な
ジ
ョ
ー
ク
な
ぞ
は
、
そ
の
社
交
性
と
笑
い
へ
の
傾
向
に
お
い
て
民
間
文
芸
の

真
骨
頂
と
も
言
え
る
の
だ
が
、
濫
発
す
る
と
か
え
っ
て
興
を
殺
ぎ
、
命
取
り
と
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
実
際
に
は
こ
う
し
た
類
の
な
ぞ
が
多
い
の
は
、
本
来
の
な
ぞ
の
逸
脱
形
態
で
あ
る
こ
う
し
た
な
ぞ
が
厳
格
な
ル
ー
ル
に
縛
ら
れ
ぬ
た

め
い
く
ら
で
も
作
り
出
せ
る
の
に
反
し
、
本
来
的
な
な
ぞ
を
制
作
す
る
に
は
真
に
創
造
力
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぞ
を
作
る
難
し
さ
は

ヘ
ル
ダ
ー
の
言
う
ア
ナ
ロ
ジ
ー
発
見
と
本
質
洞
察
の
難
し
さ
と
同
じ
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
な
る
ほ
ど
と
感
心
す
る
よ
う
な
出
来
の
よ
い
な
ぞ
が

比
較
的
少
な
い
の
は
そ
の
た
め
だ
ろ
う
。

八

本
稿
で
は
民
間
文
芸
研
究
の
一
環
と
し
て
い
わ
ゆ
る»V

olksrätsel«

（
民
間
な
ぞ
）
を
考
察
の
対
象
と
し
、»K

unsträtsel«

（
文
学
な
ぞ
）
は
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ひ
と
ま
ず
そ
の
対
象
か
ら
は
除
外
さ
れ
る
（
も
っ
と
も
両
者
は
そ
れ
ほ
ど
截
然
と
区
別
さ
れ
る
わ
け
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
後
で
述
べ
る
）。

一
般
に
複
雑
で
長
く
、
高
い
教
養
を
必
要
と
す
る
文
学
な
ぞ
は
通
常
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
存
在
す
る
の
に
対
し
、
民
間
な
ぞ
は
そ
の
逆

で
、
一
般
に
比
較
的
単
純
で
短
く
、
し
か
も
本
来
口
頭
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
文
字
そ
の
も
の
は
本
来
文
学
に
属
す
る
も
の
だ
が
、
い
わ
ゆ

る
〈
言
葉
な
ぞ
〉
も
ま
た
民
間
な
ぞ
に
お
い
て
は
声
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
口
誦
な
ぞ
で
あ
っ
た
。
言
葉
な
ぞ
も
ま
た
競
技
性
を
持
っ
た
社
交
的
な

知
的
遊
戯
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
言
葉
そ
の
も
の
へ
の
愛
と
と
も
に
言
葉
遊
び
の
精
神
が
横
溢
し
て
い
る
。

言
葉
な
ぞ
は
最
終
的
に
一
つ
、
あ
る
い
は
複
数
の
単
語
を
言
い
当
て
る
の
で
あ
る
が
、
単
語
は
幾
つ
か
の
音
節
か
ら
成
り
、
ま
た
音
節
は
通
常

幾
つ
か
の
字
母
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
言
葉
な
ぞ
そ
れ
自
身
も
字
母
と
音
節
の
二
つ
の
構
成
単
位
に
基
づ
く
二
種
類
に
分
類

さ
れ
る
。

ま
ず
一
つ
の
単
語
で
な
く
一
つ
の
字
母
を
言
い
当
て
さ
せ
る
な
ぞ
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。「
フ
ラ
ン
ス
（F

rankreich

）
中
に

な
い
け
れ
ど
／
フ
ラ
ン
ス
人
（F

ranzosen

）
は
持
っ
て
い
る
／
女
は
ス
カ
ー
ト
（R

ocken

）
の
中
に
／
男
は
ズ
ボ
ン
（H

osen

）
の
中
に
」

（»O
«

）、
あ
る
い
は
「
夜
（N

acht

）
は
ど
こ
で
終
わ
り
／
昼
（T

ag

）
は
ど
こ
で
始
ま
る
か
」（»T

«

）
な
ど
。
次
に
字
母
を
操
作
し
て
単
語
を

言
い
当
て
る
も
の
で
単
純
な
も
の
と
し
て
は
「B

だ
と
流
れ
、D
だ
と
護
る
」（B

ach

川
とD

ach

屋
根
）、
そ
の
よ
り
複
雑
な
も
の
と
し
て
「
頭
が

白
い
は
老
い
の
軛
ゆ
え
／
頭
を
取
っ
て
も
ま
だ
白
い
／
も
う
一
つ
取
っ
て
も
白
い
ま
ま
」（G

reis

老
人
―R

eis

米
―E

is

氷
ま
た
は
ア
イ
ス
ク
リ
ー

ム
）。
こ
の
後
の
二
つ
の
よ
う
な
字
母
の
操
作
に
依
拠
す
る
文
字
な
ぞ
はL

ogogriph

と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
音
節
単
位
で
行
わ
れ
る
文
字

な
ぞ
は
ド
イ
ツ
で
はS

charade

（
仏charade

）
と
言
わ
れ
る
。「
前
は
少
な
か
ら
ず
／
後
は
重
か
ら
ず
／
全
体
で
希
望
を
与
え
る
も
／
油
断
は
禁

物
」（vielleicht

多
分
。viel

は
多
い
、leicht

は
軽
い
の
意
）
や
「
一
番
目
は
喰
い
／
二
番
目
は
食
べ
／
三
番
目
は
喰
わ
れ
／
全
体
は
食
べ
ら
れ

る
」（Sauerkraut

酢
キ
ャ
ベ
ツ
。Sau

は
雌
豚
、er

は
彼
、K

raut

は
草
）
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
言
葉
な
ぞ
の
技
法
は
早
く
古
代
・
中
世
の
ラ
テ
ン
語
に
お
い
て
発
達
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
黒
い
服
を
着
て
森
の
中
に
い
る
も

の
／
心
臓
（cor

）
を
取
る
と
そ
れ
は
真
っ
白
」（cornix

か
ら
す
とnix

雪
）
と
か
、「
私
は
君
に
舳
先
と
艫
の
な
い
船
（navem

）
を
送
る
／
私

は
君
に
小
三
角
柱
（m

etulas

）
を
送
る
／
解
り
た
け
れ
ば
ひ
っ
く
り
返
せ
」（ave

よ
う
こ
そ
、salutem

お
元
気
で
）
な
ど
。
こ
の
字
母
の
順
を

逆
に
し
て
も
同
じ
語
も
し
く
は
文
を
生
ず
る
も
の
をP

alindrom

と
い
う
。E

he

（
結
婚
）、R

entner

（
年
金
生
活
者
）、stets

（
常
に
）
な
ど
が

そ
の
例
だ
が
、
こ
れ
を
用
い
た
な
ぞ
は
少
数
に
す
ぎ
な
い
。P

alindrom

は
わ
が
回
文
と
同
じ
、
本
来
純
然
た
る
言
葉
遊
び
の
技
法
な
の
で
あ
る
（
三
二
）。

P
alindrom

と
同
じ
言
葉
遊
び
の
技
法
に
属
す
る
も
の
と
し
てA

nagram
m

が
あ
る
。
ア
ナ
グ
ラ
ム
は
一
つ
の
語
ま
た
は
文
を
構
成
す
る
字
母
の

順
序
を
入
れ
替
え
て
別
の
語
・
文
を
生
み
出
す
技
法
（
語
レ
ベ
ル
で
はL

ogogriph

の
一
種
。
ち
な
み
にP

arindrom

は
そ
の
特
殊
な
も
の
）
で
、

ペ
ン
ネ
ー
ム
を
作
る
の
に
し
ば
し
ば
好
ま
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
ア
ナ
グ
ラ
ム
の
な
ぞ
も
少
数
な
が
ら
見
出
さ
れ
る
。

R
ose

（
バ
ラ
）
とE

ros

（
エ
ロ
ス
）、
草
（G

ras

）
と
棺
（S

arg

）、
コ
ー
ラ
ン
（K

oran

）
と
ハ
リ
ケ
ー
ン
（O

rkan

）
な
ど
の
ほ
か
、
ハ
イ
デ

ル
ベ
ル
ク
（H

eidelberg

）
を
「
金
よ
こ
せ
」（G

eld
herbei

）
と
読
み
解
い
た
り
、
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
（E

lisabeth

）
の
名
か
ら
「
彼
女
を
お
留

め
お
き
下
さ
い
」（B

ehalte
sie

）
の
意
を
汲
み
取
ら
せ
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
通
時
的
な
歴
史
主
義
言
語
学
に
対
す
る
共
時
的
な
構
造
主
義

言
語
学
の
祖
と
さ
れ
、
記
号
的
言
語
観
を
代
表
す
る
ソ
シ
ュ
ー
ル
が
そ
の
晩
年
ア
ナ
グ
ラ
ム
に
強
い
関
心
を
示
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
ア
ナ
グ
ラ

ム
を
始
め
、L

ogogriph

やS
charade

な
ど
の
言
葉
遊
び
に
は
単
な
る
暇
潰
し
の
遊
び
に
と
ど
ま
ら
ぬ
、
言
葉
の
面
白
さ
、
不
思
議
さ
へ
の
感
動
、

さ
ら
に
は
言
葉
の
呪
力
へ
の
信
仰
す
ら
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。

言
葉
な
ぞ
に
は
同
音
異
義
語
を
用
い
た
も
の
も
あ
る
。「
我
が
汝
の
前
に
あ
る
と
き
／
汝
は
悦
ぶ
／
汝
が
我
が
前
に
あ
る
と
き
汝
は
恐
れ
る
」

（G
ericht

料
理
、
法
廷
）、「
石
で
造
っ
て
扉
を
付
け
る
／
北
方
の
神
な
れ
ど
も
／
賢
き
人
の
嘲
り
の
的
」（T

or

門
、
ト
ー
ル
神
、
愚
か
者
）
な
ど
。

も
っ
と
も
、
同
音
異
義
に
よ
る
掛
詞
が
撩
乱
と
花
咲
く
わ
が
日
本
文
学
と
ち
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
語
に
は
同
音
異
義
語
そ
の
も
の
は
極
め
て
少
な
く
、
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そ
の
代
わ
り
同
音
異
義
の
部
分
的
利
用
（
語
全
体
で
な
く
音
節
単
位
で
の
。
そ
れ
ゆ
えS
charade

に
似
て
い
る
）
が
見
ら
れ
る
。「
一
番
お
い
し

く
な
い
果
物
は
？
」（O

hrfeige

平
手
打
ち
。F

eige

は
イ
チ
ジ
ク
）、「
昼
も
夜
も
燃
え
な
が
ら
焼
け
死
ぬ
こ
と
が
な
い
も
の
」（B

rennnessel

イ

ラ
ク
サ
、brennen

は
燃
え
る
の
意
）、「
も
っ
と
も
よ
く
泡
を
立
て
る
ビ
ー
ル
は
？
」（B

arbier

理
髪
師
）
な
ど
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
の
技
法
（
？
）
と
し
て
、
ナ
ン
セ
ン
ス
な
も
の
や
強
弁
・
こ
じ
つ
け
等
に
よ
る
も
の
と
は
別
に
、
主
語
や
目
的
語
を
隠
蔽
や
省
略
に

よ
っ
て
わ
ざ
と
ぼ
か
し
た
主
観
的
も
の
言
い
の
な
ぞ
も
見
ら
れ
る
。「
来
る
と
来
な
い
が
／
来
な
い
と
来
る
／
来
て
来
な
い
よ
り
／
来
な
い
で
来

る
が
／
い
い
の
だ
け
れ
ど
」（
豆
ま
き
の
百
姓
と
鳩
）
や
「
わ
た
し
は
見
　
拾
い
上
げ
る
／
も
し
見
て
い
た
ら
　
拾
わ
な
か
っ
た
ろ
う
に
」（
虫

喰
い
の
胡
桃
）
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
個
人
体
験
な
ぞ
に
近
い
、
多
数
の
答
が
可
能
な
不
完
全
な
ぞ
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い

（
な
お
後
者
、
虫
喰
い
の
胡
桃
の
な
ぞ
は
ド
イ
ツ
九
世
紀
の
な
ぞ
な
ぞ
集
に
す
で
に
見
え
る
も
の
で
、
原
文
は
ラ
テ
ン
語
）。
隠
喩
や
擬
人
法
に
つ

い
て
は
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

九

な
ぞ
な
ぞ
の
中
で
独
特
の
ジ
ャ
ン
ル
を
成
す
も
の
と
し
て
算
数
な
ぞ
、
あ
る
い
は
計
算
題
な
ぞ
と
言
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
古
代
北
欧
の
な
ぞ

な
ぞ
に
由
来
す
る
「
四
つ
　
ゆ
さ
ゆ
さ
／
四
つ
　
の
し
の
し
／
二
つ
　
き
ら
き
ら
／
二
つ
　
と
ん
が
り
／
一
つ
　
ぶ
ら
ぶ
ら
　
ハ
エ
を
追
う
」

（
雌
牛
。
順
に
乳
房
、
脚
、
目
、
角
、
尻
尾
の
こ
と
）
と
い
う
子
供
ら
し
い
素
朴
な
な
ぞ
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
だ
算
数
な
ぞ
、
計
算
題
な
ぞ
と

は
言
え
な
い
。「
向
こ
う
か
ら
恐
ろ
し
い
怪
物
が
や
っ
て
来
る
／
耳
が
四
つ
に
／
足
六
本
／
そ
れ
に
長
い
尻
尾
が
一
本
／
こ
れ
は
一
体
な
ん
だ
ろ

う
」（
馬
に
乗
っ
た
人
）
に
は
す
で
に
計
算
題
の
萌
芽
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の
原
型
と
も
言
え
る
も
の
が
古
代
北
欧
の
〈
ヘ
イ
ズ
レ
ク
の
な
ぞ
〉
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に
見
出
さ
れ
る
。「
足
が
一
〇
本
、
目
が
三
つ
、
尾
が
一
本
あ
る
二
人
は
誰
か
」（
八
本
足
の
馬
ス
レ
プ
ニ
ル
と
そ
れ
に
乗
っ
た
片
目
の
神
オ
ー
デ

ィ
ン
）

（
三
三
）

。「
九
羽
の
雀
が
木
に
と
ま
っ
て
い
た
。
一
羽
射
ち
落
と
し
た
ら
あ
と
何
羽
残
っ
て
い
る
か
」（
ゼ
ロ
羽
。
他
の
も
の
は
驚
い
て
逃
げ
る
）

は
肩
透
か
し
の
ジ
ョ
ー
ク
な
ぞ
だ
が
、
計
算
題
な
ぞ
の
典
型
的
な
も
の
は
た
と
え
ば
Ｊ
・
Ｐ
・
ヘ
ー
ベ
ル
の
編
集
し
た
民
衆
暦
に
保
存
さ
れ
て
い

る
。
二
人
の
羊
飼
い
の
う
ち
甲
が
乙
に
羊
を
一
匹
や
れ
ば
乙
は
甲
の
倍
に
な
り
、
逆
に
乙
が
甲
に
一
匹
や
れ
ば
両
者
の
羊
は
同
数
に
な
る
と
い
う

場
合
、
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
何
匹
持
っ
て
い
る
か
、
と
か
、
あ
る
卵
売
り
が
次
々
と
来
た
客
に
そ
の
つ
ど
持
っ
て
い
る
卵
の
半
分
と
さ
ら
に
半
個
を

売
っ
た
と
こ
ろ
、
四
人
目
の
人
に
売
っ
た
と
こ
ろ
で
残
り
は
一
個
と
な
っ
た
と
い
う
。
卵
は
元
々
何
個
あ
っ
た
か
（
三
一
個
）
と
い
っ
た
類
の
も

の
で
あ
る
。

「
七
人
姉
妹
の
そ
れ
ぞ
れ
に
一
人
の
男
兄
弟
が
い
る
。
全
部
で
何
人
き
ょ
う
だ
い
か
」（
八
人
）
や
、
ド
イ
ツ
一
六
世
紀
初
め
の
民
間
な
ぞ
な

ぞ
集
に
す
で
に
見
え
る
「
二
人
の
父
親
と
二
人
の
息
子
が
三
匹
の
兎
を
捕
ま
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
匹
持
っ
て
帰
っ
た
」（
祖
父
と
父
と
息
子
）
な

ど
は
算
数
・
計
算
題
な
ぞ
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
古
来
人
気
の
あ
る
〈
家
族
関
係
な
ぞ
〉
と
も
言
う
べ
き
特
別
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
せ
し
め
る
方

が
適
当
と
思
わ
れ
る
。「
こ
の
若
者
の
母
親
は
私
の
母
の
ひ
と
り
娘
で
す
」（
私
は
若
者
の
母
）
や
、
ド
イ
ツ
九
世
紀
の
な
ぞ
な
ぞ
で
ラ
テ
ン
語
で

書
か
れ
た
「
私
が
抱
い
て
い
る
の
は
／
私
の
息
子
の
息
子
／
私
の
夫
の
弟
／
私
の
次
男
た
る
ひ
と
り
息
子
」（
夫
の
死
後
、
夫
の
先
妻
の
息
子
と

再
婚
し
た
）
な
ど
が
そ
の
例
だ
が
、
こ
の
錯
綜
し
た
家
族
関
係
の
モ
チ
ー
フ
も
し
く
は
素
材
は
、
ダ
イ
マ
ル
・
ラ
ケ
ッ
ト
で
あ
っ
た
か
、
い
と

し
・
こ
い
し
で
あ
っ
た
か
、
漫
才
の
ネ
タ
に
も
使
わ
れ
て
現
代
日
本
の
我
々
に
も
親
し
い
も
の
で
あ
る
。
家
族
関
係
な
ぞ
も
日
常
の
困
惑
の
経
験

か
ら
生
ま
れ
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
が
次
に
は
演
繹
的
に
応
用
さ
れ
て
よ
り
複
雑
な
、
あ
る
い
は
よ
り
洗
練
さ
れ
た
も
の
が
作
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
錯
綜
の
最
も
極
端
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
は
八
世
紀
イ
ン
ド
で
書
か
れ
た
『
カ
タ
ー
・
サ
リ
ッ
ト
・
サ
ー
ガ

ラ
』
の
中
の
『
屍
鬼
二
十
五
話
』（
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
所
収
）
の
第
二
十
四
話
「
父
が
娘
を
、
息
子
が
母
を
妻
に
し
た
場
合
」
で
あ
ろ
う
（
二
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十
三
夜
に
わ
た
っ
て
屍
鬼
の
語
る
難
問
話
に
易
々
と
明
快
な
解
答
を
し
て
い
た
、
明
敏
に
し
て
勇
敢
な
王
た
る
主
人
公
も
、
父
子
（
男
）
と
母
子

（
女
）
の
ク
ロ
ス
に
よ
る
ダ
ブ
ル
結
婚
に
よ
っ
て
生
じ
る
家
族
関
係
の
難
問
に
は
つ
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
）。
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
場

合
も
こ
の
原
型
的
ケ
ー
ス
と
言
え
よ
う
。

家
族
関
係
な
ぞ
は
こ
の
よ
う
な
時
間
的
・
空
間
的
拡
が
り
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
同
じ
、
あ
る
い
は
類
似
し

た
モ
チ
ー
フ
が
現
れ
る
。
昔
話
な
ど
民
間
文
芸
の
研
究
に
お
い
て
い
つ
も
議
論
に
な
る
単
元
発
生
（
伝
播
）
か
多
元
発
生
か
と
い
う
問
題
が
、
な

ぞ
に
お
い
て
も
生
ず
る
の
で
あ
る
。「
足
せ
ば
足
す
ほ
ど
小
さ
く
な
り
、
取
れ
ば
取
る
ほ
ど
大
き
く
な
る
も
の
」（
穴
）
と
い
う
代
表
的
な
矛
盾
な

ぞ
や
「
追
う
と
逃
げ
る
が
、
逃
げ
る
と
追
っ
か
け
て
く
る
も
の
」（
影
法
師
）
な
ど
は
ド
イ
ツ
に
も
そ
の
ま
ま
同
じ
言
い
方
で
存
在
す
る
。
こ
れ

ら
は
明
治
以
降
に
西
洋
か
ら
入
っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
子
ど
も
時
代
の
懐
か
し
い
な
ぞ
「
綿
一
貫
と
鉄
一
貫
　
ど
っ
ち
が
重
い
？
」

は
ド
イ
ツ
で
は
「
羽
根
一
ポ
ン
ド
と
鉛
一
ポ
ン
ド
」
と
言
う
。
こ
の
場
合
、
フ
ォ
ン
・
シ
ド
ウ
の
言
う
エ
コ
タ
イ
プ
（
環
境
適
応
型
）
の
理
論
を

当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。「
背
高
の
っ
ぽ
の
お
父
さ
ん
／
背
高
の
っ
ぽ
の
お
母
さ
ん
／
ふ
た
り
の
間
に
子
供
が
大
勢
」（
梯
子
）

と
い
う
ド
イ
ツ
の
な
ぞ
と
そ
っ
く
り
な
日
本
の
な
ぞ
「
親
ふ
た
り
に
子
だ
く
さ
ん
／
子
を
ふ
ん
で
も
親
ふ
ま
ぬ
」
は
、
だ
が
エ
コ
タ
イ
プ
と
し
て

は
で
き
す
ぎ
の
よ
う
に
思
え
る
。
ド
イ
ツ
の
な
ぞ
「
上
に
根
が
あ
っ
て
下
に
伸
び
て
い
く
も
の
」（
つ
ら
ら
）
と
殆
ど
同
じ
も
の
が
「
根
を
さ
か

さ
ま
に
し
て
お
が
る
（
そ
だ
つ
）
も
の
」
と
い
う
表
現
で
日
本
の
青
森
に
も
存
在
す
る
が
（
韓
国
に
も
あ
る
）、
こ
の
答
が
沖
縄
で
は
つ
ら
ら
で

な
く
「
鍾
乳
石
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
し
か
し
エ
コ
タ
イ
プ
の
可
能
性
が
疑
わ
れ
、
い
や
で
も
伝
播
の
問
題
を
考
え
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

伝
播
と
並
ぶ
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
一
般
に
文
字
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
教
養
文
学
と
口
誦
が
本
来
の
民
間
文
芸
と
の
影
響
関
係
で
あ
る
。
言
い

換
え
る
と
口
承
と
書
承
の
問
題
で
あ
る
。『
世
界
な
ぞ
な
ぞ
大
事
典
』（
注
（
一
一
）
参
照
）
に
「
金か
ね

の
丸
太
に
綱
つ
け
て
、
綱
を
引
か
ず
に
丸
太

を
引
く
も
の
」（
針
）
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
室
町
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
後
奈
良
院
御
撰
何
曾
』
の
中
の
謎
掛
け
歌
「
金か
ね

の
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柱
に
綱
付
け
て
綱
を
ば
引
か
で
柱
を
ぞ
引
く
」
が
元
で
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
教
養
文
学
か
ら
民
間
口
誦
文
芸
へ
の
、H

ans
N

aum
ann

の
言
う

文
化
下
降
（G

esunkenes
K

ulturgut

）
の
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
っ
と
も
上
の
謎
掛
け
歌
に
当
時
の
民
間
な
ぞ
が
反
映
し
て
い

な
い
と
い
う
保
証
は
な
い
が
（
そ
の
可
能
性
の
方
が
高
い
だ
ろ
う
）。

ド
イ
ツ
の
場
合
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
教
理
問
答
的
な
な
ぞ
や
、
人
文
主
義
や
啓
蒙
主
義
時
代
の
学
校
教
育
に
お
け
る
教
材
と
し
て
の
な
ぞ

が
一
般
民
衆
に
広
ま
っ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
は
言
っ
て
も
、
一
見
教
会
か
ら
普
及
し
た
か
と
思
わ
れ
る
一
六
世
紀

ド
イ
ツ
の
民
間
な
ぞ
「
コ
レ
ヲ
作
ル
者
ハ
　
コ
レ
ヲ
使
ハ
ズ
／
コ
レ
ヲ
買
フ
者
ハ
　
進
ン
デ
サ
ウ
セ
ズ
／
コ
レ
ヲ
使
フ
者
ハ
　
ソ
レ
ヲ
知
ラ
ズ
」

（
棺
桶
）
は
恐
ら
く
民
間
起
源
と
さ
れ
る
し
（
三
四
）

、
九
世
紀
の
な
ぞ
な
ぞ
集
の
中
の
有
名
な
「
雪
と
太
陽
」
の
な
ぞ
（
注
（
一
二
）
参
照
）
の
ラ
テ
ン

語
テ
ク
ス
ト
の
背
後
に
、
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
頭
韻
を
持
つ
原
テ
ク
ス
ト
の
存
在
が
推
定
さ
れ
、„F

log
V

ogel
federlos.....“

（
羽
根
の
な
い
鳥
が

飛
ん
で
き
て
…
）
と
い
う
復
元
の
試
み
す
ら
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
三
五
）

。
マ
テ
ィ
ル
デ
・
ハ
イ
ン
は
、
五
世
紀
の
末
に
編
ま
れ
た
と
思
わ
れ
、
後

世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
（
た
と
え
ば
古
英
語
で
書
か
れ
たE

xeter
B

ook

に
も
）、
こ
の
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
の
嚆
矢
と
さ
れ
るSym

phosius

の
ラ

テ
ン
語
の
な
ぞ
な
ぞ
集
『
な
ぞ
百
選
』
の
主
題
の
多
く
が
、
鍵
、
印
章
指
輪
、
骰
子
、
鏡
、
船
、
錨
、
橋
、
あ
る
い
は
ネ
ズ
ミ
、
ひ
き
が
え
る
、

蟻
、
蜘
蛛
な
ど
の
日
常
身
辺
の
事
物
や
動
物
、
さ
ら
に
は
雨
、
霧
、
雪
、
煙
な
ど
日
常
生
活
の
中
の
自
然
現
象
に
取
材
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
主
題
の
日
常
性
・
具
象
性
の
ゆ
え
に
―
文
学
な
ぞ
は
抽
象
的
概
念
を
主
題
と
す
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
て
―
口
頭
に
よ
る
伝
承
を
重
視

し
て
い
る
が
（
三
六
）、

文
学
な
ぞ
と
民
間
口
承
な
ぞ
の
関
係
は
今
な
お
な
ぞ
め
い
た
ま
ま
と
言
う
ほ
か
な
い
。

注
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（
一
）
柳
田
国
男
『
な
ぞ
と
こ
と
わ
ざ
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
四
頁
。

（
二
）
松
本
孝
三
『
説
話
伝
承
の
系
譜
』。
福
田
晃
編
『
民
間
説
話
』
世
界
思
想
社
（
一
九
八
九
年
）
所
収
、
一
八
一
頁
。

（
三
）
東
明
雅
『
連
句
入
門
』
中
公
新
書
（
一
九
七
八
年
）
一
九
四
頁
、
お
よ
び
乾
裕
幸
／
白
石
悌
三
『
連
句
へ
の
招
待
』
和
泉
書
院
（
一
九
九
五
年
）
一
九
五
頁

参
照
。

（
四
）
こ
の
定
式
化
、
言
い
か
え
る
と
口
碑
化
の
お
か
げ
で
、
な
ぞ
は
時
代
の
貴
重
な
証
言
・
資
料
と
も
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
母
に
は
ふ
た
た
び
逢
ひ
た
れ
ど

も
父
に
は
一
度
も
逢
は
ず
」（
唇
）
と
い
う
な
ぞ
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
は
「
は
」
は
今
日
と
異
な
り
〔fa

〕
に
近
い
発
音
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る

（
鈴
木
棠
三
『
な
ぞ
の
研
究
』
講
談
社
学
術
文
庫
一
一
三
頁
以
下
）

（
五
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
詩
学
』
中
公
世
界
の
名
著
八
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
』
三
三
九
頁
（
藤
沢
令
夫
訳
）

（
六
）Johann

G
ottfried

H
erder

Säm
tliche

W
erke.H

rsg.von
B

.Suphan.G
eorg

O
lm

s
V

erlag
1967 .B

d.15 ,S.552 ff.In:„Ü
ber

B
ild,D

ichtung
und

Fabel.“

（
七
）ibid.,B

d.12 ,S.192 .In:„V
om

G
eistder

E
bräischen

Poesie.“

（
八
）
こ
れ
は
出
題
し
た
人
間
の
個
人
的
体
験
を
な
ぞ
に
仕
立
て
た
、
本
来
本
人
以
外
に
は
解
き
え
ぬ
な
ぞ
。『
グ
リ
ム
童
話
集
』（K

H
M

）
二
二
番»

D
as

R
ätsel«

や
そ
の
類
話
た
る
エ
ス
ピ
ノ
ー
サ
『
ス
ペ
イ
ン
民
話
集
』
二
の
『
謎
王
女
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
頁
以
下
）
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
個
人
体
験
な
ぞ
〉
と

も
言
う
べ
き
も
の
を
題
材
と
し
て
い
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
詩
人
ホ
メ
ロ
ス
が
そ
の
晩
年
、
漁
師
の
少
年
た
ち
に
出
さ
れ
て
解
く
こ
と
が
で
き
ず
憤
死
し
た

と
い
う
伝
承
の
あ
る
な
ぞ
に
由
来
す
る
「
男
が
五
匹
の
倍
の
犬
と
森
へ
狩
に
出
か
け
た
／
捕
ら
え
た
も
の
は
放
ち
／
捕
ら
え
な
か
っ
た
も
の
は
持
ち
帰
っ
た
」

（
し
ら
み
）
も
、
よ
り
一
般
性
は
あ
る
に
し
て
も
、
こ
れ
に
近
い
も
の
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（「
五
匹
の
倍
の
犬
」
と
は
十
本
の
手
指
。「
森
」
は
言

う
ま
で
も
な
く
髪
の
こ
と
）。
ち
な
み
に
創
作
な
ぞ
一
題
。「
は
じ
め
白
魚
、
し
ま
い
は
ス
コ
ッ
プ
」（
働
き
者
の
女
の
指
。
筆
者
の
母
の
よ
う
な
）。
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（
九
）
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
「
火
は
生
あ
る
動
物
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
手
当
た
り
次
第
に
捕
ら
え
て
は
食
い
、
満
腹
す
る
と
食
っ
た
も
の
と
と
も
に
死
滅
す
る
」

と
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
（
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』III-16

、
松
平
千
秋
訳
）。
こ
の
な
ぞ
に
は
そ
の
よ
う
な
古
代
信
仰
の
名
残
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

（
一
〇
）
こ
の
な
ぞ
は
一
五
〇
五
年
頃
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
で
刊
行
さ
れ
た
な
ぞ
な
ぞ
集
に
見
え
る
（
レ
ク
ラ
ム
版»D

eutsches
R

ätselbuch«
S.59

）。
だ
が
な

ぞ
そ
の
も
の
は
そ
れ
よ
り
遥
か
遠
い
昔
に
溯
る
に
ち
が
い
な
い
。

（
一
一
）「
ヘ
イ
ズ
レ
ク
の
な
ぞ
」
と
呼
ば
れ
る
古
代
北
欧
の
な
ぞ
に
由
来
す
る
も
の
。
柴
田
武
編
『
世
界
な
ぞ
な
ぞ
大
事
典
』
大
修
館
書
店
（
一
九
八
四
年
）
一

一
一
六
頁
参
照
。

（
一
二
）
九
世
紀
に
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た»R

eichenauer
R

ätsel«

と
呼
ば
れ
る
な
ぞ
な
ぞ
集
に
見
え
る
も
の
に
由
来
す
る
。
但
し
ラ
テ
ン
語
版
で
は
、
太
陽
は
男

性
名
詞
（
ド
イ
ツ
語
で
は
女
性
名
詞
）
な
の
で
、「
口
の
な
い
女
」
で
な
く
「
手
の
な
い
男
」
と
な
っ
て
い
る
。
レ
ク
ラ
ム
版»D

eutsches
R

ätselbuch«

三

〇
頁
参
照
。

（
一
三
）
ホ
イ
ジ
ン
ガ
『
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
』
中
公
文
庫
（
高
橋
英
夫
訳
）
二
二
五
、
二
二
六
頁
よ
り
引
用
。
岩
波
文
庫
『
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
讃
歌
』
で
は
三
〇

二
頁
と
三
二
三
頁
に
あ
り
。

（
一
四
）『
エ
ッ
ダ
―
古
代
北
欧
歌
謡
集
』
新
潮
社
（
谷
口
幸
男
訳
）
四
六
、
四
七
頁
。

（
一
五
）
東
洋
文
庫
『
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
』
一
〇
（
平
凡
社
）
所
収
。

（
一
六
）
な
ぞ
め
い
た
物
言
い
と
し
て
の
寓
話
も
な
ぞ
な
ぞ
と
無
縁
で
は
な
い
。
両
者
の
接
点
を
示
す
と
思
わ
れ
る
な
ぞ
に
次
の
も
の
が
あ
る
。「
冷
た
い
も
の
を

温あ
た
ため
／
熱
い
も
の
を
冷
ま
す
／
富
め
る
者
も
貧
し
き
者
も
持
つ
が
／
長
く
持
つ
と
年
寄
り
に
な
る
」（
息
）。
前
半
の
二
行
は
明
ら
か
に
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
の
中

の
「
人
間
と
サ
テ
ュ
ロ
ス
」
と
関
係
し
て
い
よ
う
。
な
お
寓
話
に
つ
い
て
は
拙
稿
『
寓
話
と
譬
え
話
に
つ
い
て
の
覚
え
書
』
同
志
社
大
学
外
国
文
学
研
究
七

四
号
（
一
九
九
六
年
）
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
一
七
）
注
（
一
四
）
前
掲
書
四
五
頁
お
よ
び
四
六
頁
。

（
一
八
）V

gl.M
athilde

H
ain,R

ätsel.Sam
m

lung
M

etzler,1966 ,S.17 f.

な
ぞ
を
用
い
た
歌
合
戦
と
言
え
ば
、
わ
が
国
平
安
時
代
に
行
わ
れ
た
な
ぞ
な
ぞ
の
歌う
た

合あ
わ
せ、
す
な
わ
ち
謎な
ぞ

合
あ
わ
せ
が
思
い
出
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
完
全
に
遊
戯
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
詳
し
く
は
鈴
木
棠
三
『
な
ぞ
の
研
究
』
四
四
頁
以
下
、

も
し
く
は
鈴
木
棠
三
『
こ
と
ば
遊
び
辞
典
』
東
京
堂
出
版
、
九
四
〇
頁
以
下
を
参
照
。

（
一
九
）
た
と
え
ばD

as
deutsche

R
äthselbuch.G

esam
m

eltvon
K

arlSim
rock,1850

(D
ie

bibliophilen
T

aschenbücher1979 ),N
r.463 -466 ,469 ,470 .

（
二
〇
）
レ
ク
ラ
ム
版»D

eutsches
R

ätselbuch«
S.56 ,N

r.6 .

「
歩
き
も
せ
ず
、
馬
に
も
乗
ら
ず
」
は
ド
イ
ツ
一
六
世
紀
の
民
衆
本»L

alebuch«

に
も
見
え
る
。

（
二
一
）Johannes

B
olte/G

eorg
Polivka:

A
nm

erkungen
zu

den
K

inder-und
H

ausm
ärchen

der
B

rüder
G

rim
m
2 ,1915

(G
eorg

O
lm

s
A

G
,1992 ),

S.

365 .

な
お
こ
の
ボ
ル
テ
ー
ポ
リ
フ
カ
の
『
グ
リ
ム
童
話
集
注
釈
』
は
多
数
の
類
話
や
関
連
資
料
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
一
三
世
紀
末
に
書

か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
『
ゲ
ス
タ
・
ロ
マ
ノ
ー
ル
ム
』
一
二
四
話
〈
半
分
馬
に
乗
っ
て
〉
お
よ
び
一
五
三
話
〈
ア
ポ
ロ
ニ
ウ
ス
伝
〉
はK

H
M

九
四
番
と
の
関

連
で
興
味
深
い
。
と
り
わ
け
後
者
で
は
「
誰
で
あ
れ
、
余
が
提
出
す
る
問
題
の
正
解
を
発
見
し
た
者
は
、
余
の
娘
を
妻
に
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
失
敗
し
た
場
合
に
は
、
打
首
だ
と
心
得
よ
」
と
言
わ
れ
（『
ゲ
ス
タ
・
ロ
マ
ノ
ー
ル
ム
』
篠
崎
書
林
、
五
九
四
頁
、
伊
藤
正
義
訳
）、〈
個
人
体
験
な
ぞ
〉

と
〈
首
を
賭
け
た
な
ぞ
〉
お
よ
び
〈
聟
入
の
難
題
〉（
ト
ン
プ
ソ
ン
の
モ
チ
ー
フ
索
引A

a-T
h

H
310

）
の
三
つ
の
要
素
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
昔
話

に
お
け
る
な
ぞ
話
に
つ
い
て
は
ト
ン
プ
ソ
ン
『
民
間
説
話
―
理
論
と
展
開
』（
上
）
現
代
教
養
文
庫
二
三
六
頁
以
下
を
も
参
照
。

（
二
二
）
中
務
哲
郎
『
饗
宴
の
は
じ
ま
り
―
西
洋
古
典
の
世
界
か
ら
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
所
収
『
同
心
円
の
神
話
』
参
照
。

（
二
三
）Sim

rock

注
（
一
九
）
前
掲
書N

r.260 ,261 .

（
二
四
）V

gl.Sim
rock,ibid.,S.175

(N
achw

ortvon
H

ubertG
öbels)

u.M
.H

ain,ibid.,S.3 f.,8 f.,19 ,u.44 f.

（
二
五
）V

gl.M
.H

ain,ibid.,S.9
u.19 .
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（
二
六
）A

ndré
Jolles:E

infache
Form

en.M
ax

N
iem

eyer
V

erlag
1974 ,S.136 .

（
二
七
）V

gl.M
athilde

H
ain:Sprichw

ortund
R

ätsel.In:D
eutsche

Philologie
im

A
ufriss.B

d.III,E
rich

Schm
idtV

erlag
1979 ,Sp.2746 f.

（
二
八
）
わ
が
国
に
は
恋
の
な
ぞ
言
葉
で
あ
る
〈
大
和
言
葉
〉
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
説
経
節
の
『
信
徳
丸
』
や
『
小
栗
判
官
』
な
ど
に
多
数
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ

で
は
暗
号
の
ご
と
き
〈
大
和
言
葉
〉
を
解
す
る
こ
と
が
恋
の
成
就
の
条
件
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
資
格
審
査
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お

〈
大
和
言
葉
〉
に
つ
い
て
は
鈴
木
棠
三
『
こ
と
ば
遊
び
辞
典
』
一
〇
一
二
頁
以
下
を
も
参
照
。
ち
な
み
に
昔
話
に
も
歌
の
謎
を
解
い
て
め
で
た
く
婿
に
迎
え
ら

れ
る
話
が
あ
る
。（JT

241
〈
難
題
婿
―
歌
の
謎
〉）

（
二
九
）
ホ
イ
ジ
ン
ガ
『
ホ
モ
・
ル
ー
デ
ン
ス
』
前
掲
書
二
二
八
頁
参
照
。

（
三
〇
）V

gl.H
erm

ann
B

ausinger:Form
en

der
„V

olkspoesie“,E
rich

Schm
idtV

erlag
1968 ,S.128 .

（
三
一
）
江
口
一
久
編
『
こ
と
ば
遊
び
の
民
族
誌
』
大
修
館
書
店
（
一
九
九
〇
年
）
三
四
頁
、
あ
る
い
は
集
英
社
『
世
界
文
学
大
事
典
』〈
謎
〉
の
項
参
照
。

（
三
二
）Palindrom

の
文
の
例
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る：

„E
in

N
eger

m
it

G
azelle

zagt
im

R
egen

nie.“

（
ガ
ゼ
ル
を
連
れ
た
黒
人
は
雨
の
中
を
臆

さ
ぬ
）
わ
が
国
に
は
「
長
き
夜
の
…
」
で
始
ま
る
有
名
な
回
文
歌
が
あ
る
が
、
子
供
の
世
界
で
も
「
竹
薮
焼
け
た
」
な
ど
回
文
は
人
気
が
あ
る
。「
こ
ね
こ
」

や
「
し
ん
ぶ
ん
し
」
な
ど
も
懐
か
し
い
が
、
逆
さ
言
葉
は
隠
語
（「
ド
ヤ
」
な
ど
）
に
も
使
う
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。

な
お
上
に
見
た
字
母
の
頭
を
取
っ
た
り
、
全
体
も
し
く
は
一
部
を
引
っ
く
り
返
し
た
り
す
る
技
法
は
わ
が
国
の
な
ぞ
な
ぞ
で
も
よ
く
発
達
し
て
い
た
こ
と

は
鈴
木
棠
三
に
詳
し
い
。
一
例
の
み
挙
げ
る
。「
そ
の
か
み
失
せ
し
浦
島
帰
る
」（
猿
ま
し
ら
。
ウ
ラ
シ
マ
の
ウ
を
取
り
（「
か
み
失
せ
し
」）
ラ
シ
マ
を
引
っ
く
り
返

す
（「
帰
る
」）。

（
三
三
）『
世
界
な
ぞ
な
ぞ
大
事
典
』
注
（
一
一
）
前
掲
書
一
一
二
〇
頁
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
に
似
た
同
『
大
事
典
』
所
収
の
わ
が
国
の
な
ぞ
「
目
が
三
つ
で
馬
が
六

本
」（
馬
に
乗
っ
た
丹
下
左
膳
）
は
〈
ヘ
イ
ズ
レ
ク
の
な
ぞ
〉
の
模
倣
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
伝
播
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
偶
然
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の
相
似
だ
ろ
う
か
。

（
三
四
）V

gl.M
.H

ain,ibid.,S.21
u.29 .

（
三
五
）V

gl.M
.H

ain,ibid.,S.4 f.

（
三
六
）V

gl.M
.H

ain,ibid.,S.1 .

小
論
を
草
す
る
に
当
た
っ
て
使
用
し
た
な
ぞ
な
ぞ
集
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

K
arlSim

rock:D
as

deutsche
R

äthselbuch.D
ie

bibliophilen
T

aschenbücher,1979
(1850 ).

V
olker

Schupp:D
eutsches

R
ätselbuch.R

eclam
,1985 .

Johannes
G

runtz:R
ate,rate,w

as
istdas.B

enziger,1975 .

K
urtB

rzoska:D
as

kleine
R

ätselbuch.D
eutsche

V
olksrätsel,Insel,1951 .

Jürgen
D

ahl:E
s

stehthinterm
H

aus.D
eutsche

R
ätsel.Insel,1965 .

H
.M

.E
nzensberger:A

llerleirauh.Insel,1979 .

注
で
挙
げ
る
機
会
の
な
か
っ
た
そ
の
他
の
参
考
文
献
お
よ
び
事
典

鈴
木
棠
三
『
こ
と
ば
遊
び
』
中
公
新
書
（
一
九
七
五
年
）

池
上
嘉
彦
『
こ
と
ば
の
詩
学
』
岩
波
書
店
（
一
九
八
二
年
）

織
田
正
吉
『
ジ
ョ
ー
ク
と
ト
リ
ッ
ク
』
講
談
社
現
代
新
書
（
一
九
九
〇
年
）

山
路
龍
天
他
『
物
語
の
迷
宮
―
ミ
ス
テ
リ
ー
の
詩
学
』
有
斐
閣
（
一
九
八
六
年
。
創
元
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
六
年
）
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W
.K

ohlschm
idt/W

.M
ohr:R

eallexikon
der

deutschen
L

iteraturgeschichte.W
alter

de
G

ruyter,1977 .

G
ero

v.W
ilpert:Sachw

órterbuch
der

L
iteratur.K

röner,1989 .

〔
蛇
足
〕戦

後
ド
イ
ツ
の
民
俗
学
の
革
新
者
ヘ
ル
マ
ン
・
バ
ウ
ジ
ン
ガ
ー
は
な
ぞ
の
四
つ
の
種
類
と
し
て
〈
事
物
な
ぞ
〉、〈
言
葉
な
ぞ
〉、
計
算
題
な
ぞ
な
ど
の
〈
頭
の

体
操
な
ぞ
〉、
判
じ
絵
（
隠
し
絵
）
な
ど
の
〈
絵
な
ぞ
〉
を
挙
げ
た
あ
と
に
、
こ
れ
ら
の
伝
統
的
な
な
ぞ
に
連
な
る
も
の
と
し
て
今
日
の
ク
ロ
ス
ワ
ー
ド
パ
ズ
ル

と
ク
イ
ズ
に
言
及
し
て
い
る
（
前
掲
書
一
二
五
頁
以
下
）。
ま
た
『
世
界
な
ぞ
な
ぞ
大
事
典
』
の
編
者
の
ひ
と
り
、
詩
人
の
谷
川
俊
太
郎
は
「
現
代
日
本
の
な
ぞ

な
ぞ
」
の
解
説
で
、
現
代
に
お
け
る
な
ぞ
の
伝
播
・
普
及
に
お
い
て
マ
ス
コ
ミ
・
メ
デ
ィ
ア
の
果
た
す
役
割
の
大
き
い
こ
と
を
強
調
し
た
あ
と
、
そ
の
よ
う
な

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
「
近
ご
ろ
流
行
の
な
ぞ
な
ぞ
」
は
〈
ナ
ン
セ
ン
ス
な
ぞ
〉、〈
駄
ジ
ャ
レ
な
ぞ
〉、〈
い
じ
わ
る
な
ぞ
〉、〈
理
由
づ
け
な
ぞ
〉
の
四
つ
に
分

類
さ
れ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
（
同
書
三
九
頁
以
下
）。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
な
ぞ
の
現
代
的
現
象
・
形
態
に
詩
の
衰
え
を
感
じ
る
の
は
筆
者
だ
け
だ
ろ
う

か
。
感
動
の
な
い
と
こ
ろ
詩
は
生
ま
れ
な
い
。
近
代
化
の
初
期
に
は
ま
だ
「
一
人
は
の
ろ
の
ろ
　
一
人
は
せ
か
せ
か
／
で
も
二
人
は
道
連
れ
／
一
人
は
ほ
と
ん

ど
止
ま
り
そ
う
／
一
人
は
ず
ん
ず
ん
先
を
行
く
／
で
も
ど
ち
ら
も
相
手
の
お
供
す
る
／
旅
の
こ
と
を
二
人
に
聞
く
と
／
足
の
短
い
人
の
方
が
大
き
な
こ
と
を
答

え
て
く
れ
る
」（
時
計
、
ド
イ
ツ
）
と
か
、「
百
軒
長
屋
に
釜
一
つ
」（
汽
車
、
日
本
）
の
よ
う
な
新
鮮
な
驚
き
と
発
見
か
ら
生
ま
れ
た
す
ぐ
れ
た
な
ぞ
が
作
ら
れ

た
（
筆
者
が
子
供
の
頃
、
ラ
ジ
オ
の
こ
と
を
「
も
の
言
う
箱
」
と
言
わ
れ
る
の
を
漫
才
で
聞
い
た
記
憶
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
確
か
に
文
明
の
利
器
に
対
す
る

新
鮮
な
驚
き
が
あ
っ
た
）。
だ
が
今
日
た
と
え
ば
自
動
車
や
パ
ソ
コ
ン
に
つ
い
て
な
に
か
よ
い
な
ぞ
が
生
ま
れ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
愛
情

や
親
し
み
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
詩
が
生
ま
れ
ぬ
の
は
、
世
界
が
人
間
に
と
っ
て
ま
す
ま
す
疎
遠
な
、
親
し
み
を
覚
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
と
な
っ
て
き

て
い
る
こ
と
の
証
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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近
代
に
入
っ
て
ま
す
ま
す
世
界
の
商
品
化
と
貨
幣
化
、
言
い
換
え
る
と
記
号
化
が
進
行
し
た
。
そ
れ
は
解
放
と
自
由
を
生
み
出
し
た
反
面
、
そ
れ
と
と
も
に

世
界
は
ま
す
ま
す
無
機
的
な
も
の
と
な
り
、
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
い
く
。
有
機
的
世
界
た
る
自
然
と
の
乖
離
は
今
や
瞭
然
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
ヘ
ル
ダ
ー
の
言

う
詩
と
感
動
の
源
た
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
発
見
の
力
は
も
は
や
働
く
余
地
が
な
い
。
だ
が
詩
の
枯
渇
は
人
間
精
神
そ
の
も
の
の
衰
退
の
徴
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
思

う
と
き
、
我
々
は
今
、
詩
の
再
生
と
い
う
課
題
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
そ
の
際
、
近
代
世
界
を
生
み
出
し
て
来
、
今
日
の
世
界
に
お
い
て
最

高
善
と
さ
れ
て
い
る
自
由
の
意
味
と
内
実
を
も
う
一
度
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。
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Notizen zum Rätsel (Zusammenkfassung)

Yasumitsu KINOSHITA

Das Rätsel ist eine uralte Poesie, die aus drei Elementen besteht: Wissen,

Spiel und Dichtung. Beim Rätsel geht es zunächst darum, sein Wissen zu

beweisen. Dabei hat es gewöhnlich den Charakter eines Wettstreites, der im

extremen Fall zum sogenannten Halslösungsrätsel führt. Andererseits hat es

den Charakter eines Gesellschaftsspieles, wenn es im alltäglichen Leben als

Zeitvertreib gespielt wird. Die Gesellschaftlichkeit gehört übrigens zu den

Eigenschaften der Volkspoesie.

Beim Rätsel wird das zu errratende Objekt verrätselt, d.h. in einer

anderen Weise als im Alltag dargestellt. Zu diesem Zweck wird oft von

Metaphern Gebrauch gemacht. Eine Metapher entsteht durch die

Entdeckung der Analogie zwischen den Dingen im Herderschen Sinne. Die

Entdeckung der Analogie wird aber nur durch die Einsicht in das Wesen des

Objektes ermöglicht. Daher offenbart ein gutes Rätsel, indem es verhült. In

einem guten Rätsel nimmt man so, wie in der Poesie, die innere Bewegung

der Menschen über das Wunder der Welt als Schöpfung wahr. Es bewirkt

ein frisches Erstaunen so, als ob man zum ersten Mal der Welt begegnet sei.

On German Folk-Riddles

Yasumitsu KINOSHITA

Key words: Rätsel (riddle), Volkspoesie, Spiel, wisdom, analogy


