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「
記
憶
」
の
継
承

	

─
─
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
と
口
承
文
芸
─
─

山　

本　
　
　

潤

　

ク
レ
チ
ア
ン
・
ド
・
ト
ロ
ワ
に
よ
っ
て
、
ケ
ル
ト
の
伝
承
に
材
を
と
っ

た
聖
杯
探
索
な
ど
の
要
素
を
扱
う
騎
士
物
語
が
書
か
れ
、
ま
た
ギ
ョ
ー
ム

九
世
を
「
祖
」
と
す
る
ト
ル
バ
ド
ゥ
ー
ル
た
ち
が
盛
ん
に
恋
愛
抒
情
詩
を

謡
っ
て
い
た
十
二
世
紀
後
期
、
そ
の
俗
語
文
芸
の
波
は
ド
イ
ツ
語
圏
に
ま

で
波
及
し
た
。
ド
ナ
ウ
地
方
で
は
独
自
の
詩
形
を
も
っ
た
ミ
ン
ネ
ザ
ン
グ

が
登
場
し
、
叙
事
詩
の
分
野
で
は
ハ
ル
ト
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ア
ウ
エ
や

ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
、
ヴ
ォ
ル
フ
ラ

ム
・
フ
ォ
ン
・
エ
ッ
シ
ェ
ン
バ
ハ
と
い
っ
た
詩
人
た
ち
が
、
主
に
フ
ラ
ン

ス
語
で
書
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
原
典
を
、
ド
イ
ツ
語
に
よ
り
翻
案

す
る
形
で
作
品
を
著
し
た
。
こ
の
背
景
に
あ
っ
た
の
が
、
文
芸
の
領
域
に

お
け
る
世
俗
諸
侯
の
台
頭
で
あ
る
。
十
二
世
紀
半
ば
に
至
る
ま
で
、
文
芸

の
中
心
は
修
道
院
及
び
教
会
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
文
学
と
い
っ
た
場
合
、

そ
れ
は
基
本
的
に
ラ
テ
ン
語
で
書
か
れ
た
も
の
を
指
し
て
い
た
。
し
か
し
、

世
俗
の
諸
侯
が
詩
人
の
パ
ト
ロ
ン
及
び
作
品
依
頼
者
と
な
り
、
素
材
や
作

品
主
題
の
選
択
に
対
し
て
影
響
力
を
発
揮
し
始
め
た
結
果
と
し
て
、
よ
り

世
俗
の
貴
族
階
級
の
好
み
に
合
っ
た
俗
語
に
よ
る
新
し
い
文
学
が
隆
盛
を

極
め
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
、
十
二
世
紀
か
ら
十
三

世
紀
の
世
紀
転
換
期
に
、
ド
イ
ツ
語
文
学
は
一
つ
の
頂
点
を
迎
え
た
。

　

こ
う
し
た
中
世
盛
期
の
ド
イ
ツ
文
学
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
大
き
な
存

在
感
を
放
っ
て
い
る
の
が
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
で
あ
る
。
遅
く

と
も
千
二
百
四
年
ま
で
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
叙
事
詩

1

は
、

現
存
す
る
写
本
の
数

2

に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
通
り
、
継
続
し
た
人
気
を

得
て
広
く
受
容
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ハ
ル
ト
マ
ン
ら
宮
廷
叙
事
詩
の

詩
人
た
ち
が
、
外
国
語
で
「
書
か
れ
た
」
作
品
を
ド
イ
ツ
語
へ
と
翻
案
す

る
形
で
騎
士
道
や
宗
教
上
の
問
題
を
主
題
と
し
、
自
ら
の
作
品
と
し
て
結

実
さ
せ
た
の
に
対
し
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
は
そ
れ
ま
で
基
本
的
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に
は
書
記
化
さ
れ
ず
、
口
承
さ
れ
て
い
た
史
実
を
核
と
し
て
発
祥
し
た
伝

説
3

を
素
材
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
特
異
な
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

口
承
的
な
素
材
を
扱
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
二
千
三
百
詩
節
を
超
え
る
長

さ
と
、
ま
た
た
だ
素
材
を
羅
列
す
る
の
で
は
な
く
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
に

深
く
織
り
込
み
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
複
雑
な
構
成
、
比
較
的
安
定
し
た

写
本
伝
承
な
ど
に
鑑
み
れ
ば
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
は
書
記
的
に

詩
作
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
現
在
研
究
上

の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
な
っ
て
い
る
が
、4
こ
の
素
材
の
選
択
は
、「
ニ
ー

ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
が
、
書
か
れ
た
「
原
典
」
の
存
在
を
作
品
の
正
当
性

の
根
拠
と
し
て
重
要
視
し
て
い
た
宮
廷
叙
事
詩
と
は
本
質
的
に
異
な
る
成

立
背
景
を
持
つ
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な

中
世
盛
期
の
文
芸
に
お
け
る
「
異
端
児
」
と
も
い
う
べ
き
「
ニ
ー
ベ
ル
ン

ゲ
ン
の
歌
」
は
い
か
な
る
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
成
立
し
た
の
か
。
本
稿
で

は
、
中
世
盛
期
の
書
記
文
芸
作
品
で
あ
る
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
が
、

口
承
さ
れ
て
き
た
ゲ
ル
マ
ン
の
伝
説
を
語
る
意
味
を
探
る
。

１
．「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
の
口
承
性

　

上
述
の
よ
う
な
素
材
的
背
景
に
加
え
、
同
時
代
の
宮
廷
叙
事
詩
に
比
し

て
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
を
異
質
な
も
の
に
し
て
い
る
要
素
の
一
つ

が
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
の
持
つ
作
品
形
式
で
あ
る
。
こ
の
時
期

の
書
記
的
叙
事
作
品
は
、
一
行
に
四
つ
の
揚
格
を
持
つ
二
行
押
韻
の
形
式

を
持
つ
の
が
常
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
は
初

期
ミ
ン
ネ
ザ
ン
グ
の
詩
人
デ
ア
・
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
の
も

の
と
共
通
す
る
韻
律
構
造
を
持
つ
独
自
の
詩
節
形
式
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ

ン
詩
節
」
の
も
と
綴
ら
れ
て
い
る
。5 

こ
の
詩
節
形
式
は
旋
律
に
の
っ
て

「
謡
う
」
の
に
適
し
た
も
の
で
あ
り
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
の
口
承

文
芸
へ
の
近
さ
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の

歌
」
は
口
承
の
素
材
を
扱
う
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
自
体
口
承
文
芸
と
共
通

す
る
外
見
を
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

近
年
の
研
究
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
社
会
は
、
口
頭
で
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
支
配
的
で
あ
る
文
化
と
、
書
記
文
化
の
間
の
中
間

段
階
に
あ
る
こ
と
が
一
般
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。6 
そ
し
て
、
そ
こ
で

の
俗
語
文
学
の
受
容
者
層
を
構
成
す
る
、
世
俗
の
支
配
階
級
に
属
す
る
者

た
ち
の
多
く
は
文
盲
で
あ
っ
た
。7 

こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
は
、
文

学
作
品
は
書
か
れ
た
形
で
詩
作
さ
れ
て
も
、
そ
の
文
字
を
黙
読
す
る
と

い
っ
た
形
態
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
朗
読
さ
れ
、
謡
い
手
・
語

り
手

8

の
「
声
」
を
通
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
口
承
文
芸
に
典
型
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
詩
節
形
式

の
も
と
綴
ら
れ
た
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
は
、
そ
の
形
式
に
相
応
し

く
声
に
乗
っ
て
謡
わ
れ
た
場
合
に
、
口
承
文
芸
と
の
親
近
性
も
し
く
は
同

一
性
を
聴
き
手
に
印
象
付
け
、
素
材
と
さ
れ
て
い
る
口
承
の
英
雄
詩
な
い

し
伝
説
と
同
質
な
も
の
と
し
て
受
容
者
に
理
解
さ
れ
た
可
能
性
が
想
定
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
詩
人
は
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
と
い
う

作
品
を
書
記
文
芸
の
伝
統
で
は
な
く
、
口
承
文
芸
の
伝
統
に
連
な
る
も
の

と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
、
意
識
的
に
こ
の
詩
節
形
式
を
踏
襲
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な
い
し
は
選
択
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
詩
節
と
並
ん
で
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」

に
口
承
文
芸
へ
の
親
近
性
を
与
え
る
大
き
な
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の

が
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
が
形
式
的
語
法
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。M

ilm
an

 Parry

とA
lb

ert Lo
rd

に
よ
り
、
セ
ル
ボ
ク

ロ
ア
チ
ア
語
の
口
承
文
芸
研
究
か
ら
構
築
さ
れ
た
オ
ー
ラ
ル
・
ポ
エ
ト

リ
ー
理
論
は
、「
あ
る
特
定
の
基
本
的
な
モ
チ
ー
フ
を
表
現
す
る
た
め
に
、

同
一
の
韻
律
の
も
と
規
則
的
に
使
用
さ
れ
る
単
語
の
集
合

9

」
と
し
て
定

義
さ
れ
る
「
定
形
表
現
」
が
、
口
承
文
芸
の
特
性
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

と
し
た
。Parry

とLo
rd

が
分
析
対
象
と
し
た
セ
ル
ボ
ク
ロ
ア
チ
ア
語

の
叙
事
詩
に
お
い
て
、
語
り
手
は
一
連
の
そ
う
し
た
「
定
形
表
現
」
を
記

憶
し
、
そ
の
助
け
を
借
り
て
一
回
ご
と
に
い
わ
ば
イ
ン
プ
ロ
ヴ
ィ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
を
施
し
、
叙
事
詩
の
形
へ
と
構
築
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

オ
ー
ラ
ル
・
ポ
エ
ト
リ
ー
理
論
に
お
け
る
口
承
文
芸
の
概
念
は
「
ニ
ー
ベ

ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
に
も
援
用
さ
れ
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
が
こ
の

「
定
形
表
現
」
を
多
用
し
た
形
式
的
語
法
の
も
と
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
、
一
時
期
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
は
口
承
的
に
成
立
し
た

作
品
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
論
拠
と
な
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
口
承
文
芸
は
「
定
形
表
現
」
の
助
け
を
借
り
、
形
式
的
語
法

を
用
い
て
詩
作
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
う
し
た
要
素
を
含
む
こ
と
は
そ
の

作
品
が
口
承
文
芸
で
あ
る
こ
と
の
必
要
条
件
で
あ
り
、
十
分
条
件
で
は
な

い
︱
︱
口
承
文
芸
は
形
式
的
だ
が
、
形
式
的
な
作
品
は
必
ず
し
も
必
然
的

に
口
承
文
芸
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
口
承
の
物
語
を

素
材
と
し
、
口
承
文
芸
と
等
し
い
と
さ
れ
る
詩
節
お
よ
び
形
式
的
語
法
を

持
つ
も
の
の
、
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」

は
決
し
て
純
粋
に
口
承
的
に
成
立
し
、
そ
れ
が
単
純
に
書
き
留
め
ら
れ
た

と
い
う
性
質
の
作
品
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」

は
書
記
的
な
成
立
過
程
を
前
提
と
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
詩
人
は
作
品
創

作
の
際
に
素
材
に
含
ま
れ
て
い
る
口
承
的
な
語
り
の
伝
統
を
様
々
に
利
用

し
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
を
口
承
文
芸
の
伝
統
に
連
な
る
も
の
と

し
て
の
演
出
を
施
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。10
つ
ま
り
「
ニ
ー

ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
の
口
承
性
と
は
人
工
的
に
巧
み
に
演
出
さ
れ
た
も

の
、「
装
わ
れ
た
口
承
性fi

n
gierte M

ü
n

d
lich

keit

」
と
呼
べ
る
も
の
で

あ
る
。11

２
．「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
に
お
け
る
「
語
り
」

　
　

―
―
プ
ロ
ロ
ー
グ
詩
節
を
巡
っ
て

　

そ
し
て
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
が
、
意
図
的
に
口
承
的
な
も
の
と

し
て
演
出
さ
れ
た
書
記
文
芸
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、

写
本
Ａ
及
び
Ｃ
に
み
ら
れ
る
、
口
承
的
な
「
語
り
」
の
場
を
構
築
す
る
プ

ロ
ロ
ー
グ
詩
節
で
あ
る
。
写
本
Ａ
及
び
Ｃ
の
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」

は
、
語
り
手
に
よ
る
聴
き
手
へ
の
呼
び
か
け
に
よ
り
、「
あ
た
か
も
そ
こ

に
い
る
聴
き
手
と
語
り
手
を
内
包
す
る
共
同
体
で
口
承
の
物
語
が
語
ら
れ

る
よ
う
に
12
」
幕
を
開
け
る
。
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︶

︵
我
々
の
も
と
に
は
、
古
か
ら
の
様
々
な
物
語
に
多
く
の
類
稀
な
る
こ

と
が
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
勇
士
た
ち
の
こ

と
、
大
い
な
る
苦
難
の
こ
と
、
喜
び
や
宴
の
こ
と
、
涙
や
嘆
き
の
こ
と
、

雄
々
し
い
勇
士
た
ち
の
戦
う
さ
ま
な
ど
、
こ
れ
よ
り
類
稀
な
る
こ
と
、

あ
な
た
方
に
語
っ
て
聞
か
せ
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
ょ
う
。︶

　

こ
の
詩
節
は
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
に
お
け
る
「
語
り
」
の
場
を

設
定
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、「
装
わ
れ
た
口
承
性
」
に
つ
い
て
の
考
察

を
行
う
上
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
ま
ず
、
冒
頭
の
「
我
々u

n
s

」
と
い

う
言
葉
が
、
語
り
手
と
聴
き
手
双
方
の
属
す
る
共
同
体
の
存
在
を
聴
き

手
に
意
識
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
共
同
体
が
昔
か
ら
伝
わ
る
「
古
の
物

語
」
を
共
有
財
産
と
し
て
所
有
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
こ
の

「
我
々
」
に
伝
わ
る
「
古
の
物
語
」
と
は
、
共
同
体
の
持
つ
集
団
的
知
識

ko
llektives W

issen

に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
そ
の
共
同

体
に
と
っ
て
の
過
去
に
関
す
る
記
憶
、
す
な
わ
ち
「
歴
史
」
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
が
「
語
ら
れgeseit

」
て
き
た
こ
と
が
言
明
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
こ
の
「
古
の
物
語
」
と
は
書
記
の
形
で
は
な
く
、
口
頭
で
の
伝
達
を

介
し
て
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
四
行
目
後
半
詩
行
に
お
い
て
、
語
り
手
は
聴
き
手
に
対
し
、

「
あ
な
た
方ir

」
と
呼
び
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
︱
︱
あ
な
た
方
」

が
対
峙
す
る
現
在
進
行
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
空
間
を
作
り
出
す
。

こ
こ
で
は
、
語
り
手
に
も
受
容
者
に
も
既
知
の
「
古
の
物
語
」
が
、
現
在

と
い
う
時
点
に
お
い
て
語
ら
れ
る
対
象
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
古
の
物
語
」
と
接
続
さ
れ
た
現
在
時
点
で

の
「
語
り
」
は
、
そ
の
語
り
手
で
は
な
く
、
語
ら
れ
る
素
材
そ
の
も
の
に

オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
ー
が
帰
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

際
、「
古
の
物
語
」
と
、
現
在
的
「
語
り
」
の
も
と
に
展
開
さ
れ
る
「
ニ
ー

ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
と
い
う
作
品
の
間
の
つ
な
が
り
は
、
こ
の
詩
節
で
構

築
さ
れ
た
「
装
わ
れ
た
口
承
性
」
を
通
し
、
語
り
手
が
、
自
分
た
ち
に

「
語
ら
れ
たist geseit

」
こ
と
を
さ
ら
に
語
り
継
い
で
い
く
こ
と
を
義
務

付
け
ら
れ
て
い
た
口
承
的
語
り
手
を
踏
襲
す
る
も
の
と
し
て
構
築
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
保
た
れ
る
。
語
り
手
は
新
た
な
、
未
知
の
物
語
の
開
幕
13

を
告
げ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
前
に
既
に
長
い
伝
統
を
も
つ
伝
承

行
為
を
継
続
す
る
も
の
と
し
て
演
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
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こ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
詩
節
は
、
こ
こ
か
ら
語
ら
れ
る
物
語
を
、
口
承
の
伝
統

に
連
な
る
も
の
と
し
て
受
容
者
に
対
し
て
印
象
づ
け
る
効
果
を
持
つ
と
考

え
ら
れ
る
。

　

語
り
手
と
受
容
者
の
属
す
る
文
化
的
共
同
体
に
伝
わ
る
「
古
の
物
語
」

と
、
こ
の
詩
節
で
構
築
さ
れ
る
「
語
り
」
の
場
に
お
い
て
語
ら
れ
る
物
語

の
直
接
的
な
結
び
つ
き
を
、
文
法
的
な
側
面
か
ら
強
調
し
て
い
る
の
が
、

詩
節
の
一
行
目
と
四
行
目
後
半
詩
行
で
二
行
目
か
ら
四
行
目
前
半
詩
行
を

挟
む
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
共
有
構
文A

p
o

ko
in

u

で
あ
る
。14 

こ
の

構
文
に
よ
り
、
冒
頭
詩
節
一
行
目
で
言
及
さ
れ
る
「
古
の
物
語
」
に
語
ら

れ
て
い
る
「
多
く
の
類
稀
な
る
こ
とw

u
n

d
ers vil

」
と
、
二
詩
節
目
以

降
で
「
今
か
ら
語
ら
れ
る
」
物
語
が
「
類
稀
な
る
こ
とw
u

n
d

er

」
と
し

て
、
と
も
に
二
行
目
か
ら
四
行
目
の
前
半
詩
行
ま
で
の
内
容
を
指
し
て
い

る
よ
う
に
文
法
上
解
釈
で
き
る
た
め
、「
我
々
に
伝
わ
る
」
物
語
と
、
聴

き
手
が
「
こ
れ
か
ら
耳
に
す
る
物
語
」
が
集
団
的
知
識
に
由
来
す
る
同
じ

内
容
を
持
つ
も
の
と
し
て
認
識
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
古

の
物
語
」
の
内
容
は
具
体
的
に
は
言
及
さ
れ
な
い
が
、
過
去
の
英
雄
時
代

の
歴
史
的
事
件
を
核
に
し
て
発
展
し
、
伝
説
に
語
ら
れ
る
「
賞
賛
さ
れ
る

べ
き
勇
士
た
ち
の
こ
と
、
大
い
な
る
苦
難
の
こ
と
、
喜
び
や
宴
の
こ
と
、

涙
や
嘆
き
の
こ
と
、
雄
々
し
い
勇
士
た
ち
の
戦
う
さ
ま
な
ど
」
に
つ
い
て

の
様
々
な
知
識
が
聴
き
手
の
意
識
に
呼
び
起
こ
さ
れ
、
現
在
的
「
語
り
」、

す
な
わ
ち
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
と
い
う
作
品
を
受
容
す
る
際
の
知

識
的
背
景
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン

の
歌
」
は
こ
の
僅
か
一
詩
節
を
通
し
て
自
ら
を
口
承
文
芸
の
伝
統
に
接
続

し
、
聴
き
手
の
持
つ
伝
説
に
関
す
る
記
憶
に
介
入
す
る
こ
と
で
、
受
容
者

が
既
に
持
っ
て
い
る
知
識
を
物
語
の
背
景
と
し
て
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

さ
ら
に
、
第
一
詩
行
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
古
の
物
語
」
が
複
数
形
で

あ
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
ま
ず
共
同
体
に
数
々
の
英

雄
に
関
し
て
の
物
語
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
物

語
は
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と

な
る
。
第
二
詩
節
目
か
ら
聴
き
手
に
向
け
て
語
ら
れ
る
物
語
は
、
既
存
の

あ
る
一
つ
の
物
語
の
単
な
る
反
復
で
は
な
く
、
物
語
の
集
合
体
か
ら
現
在

の
時
点
で
の
「
語
り
」
に
よ
っ
て
新
た
に
紡
ぎ
出
さ
れ
る
一
つ
の
物
語
と

し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
語
り
手
と
聴
き
手

が
存
在
す
る
受
容
の
場
は
い
わ
ば
網
目
状
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
「
古
の
物

語
」
の
伝
承
上
の
一
点
で
あ
り
、
ま
た
さ
ら
に
伝
承
が
継
続
し
て
行
く
通

過
点
で
あ
る
と
の
伝
承
理
解
が
存
在
す
る
。
そ
の
伝
承
に
お
け
る
語
り
手

と
は
、
素
材
を
翻
案
す
る
こ
と
で
自
身
の
見
解
を
語
る
宮
廷
叙
事
詩
の
詩

人
た
ち
と
は
異
な
り
、
物
語
の
単
な
る
伝
承
者
、15
大
き
な
伝
承
の
中
の

一
部
分
と
し
て
機
能
す
る
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
口
承
的
「
語
り
」

と
そ
れ
を
通
し
た
集
団
的
知
識
の
伝
承
の
あ
り
方
で
あ
り
、16
「
ニ
ー
ベ

ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
は
多
く
の
「
古
の
物
語
」
に
語
ら
れ
る
様
々
な
「
類
稀

な
る
こ
と
」
を
伝
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
中
世
的
現
在
に
お
い
て
収
束
す

る
地
点
と
し
て
の
位
置
を
与
え
ら
れ
、
英
雄
時
代
に
端
を
発
す
る
伝
承
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
端
を
担
う
も
の
と
し
て
演
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
り
、
書
記
的
に
詩
作
さ
れ
、
ゆ
え
に
純
粋
な
口
承
文
芸
と
は
異
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「記憶」の継承

質
な
作
品
で
あ
る
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
が
口
承
の
伝
統
と
有
機
的

に
結
び
つ
け
ら
れ
、
口
承
と
書
記
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
間
を
つ
な
ぐ
性
質

を
帯
び
る
こ
と
と
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
詩
節
は
具
体
的

な
口
承
文
芸
的
な
「
語
り
」
の
場
を
擬
似
的
に
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、

一
個
の
詩
人
の
手
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
た
書
記
文
芸
作
品
で
あ
る
「
ニ
ー
ベ

ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
を
、
そ
の
伝
承
の
流
れ
の
内
に
接
続
す
る
試
み
を
担
っ

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
こ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
詩
節
は
、
主
要
三
写
本
の
う
ち
写
本
Ａ
お
よ

び
写
本
Ｃ
に
は
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
作
品
成
立
当
初
の
形
を
最
も

よ
く
伝
え
て
い
る
と
さ
れ
る
写
本
Ｂ
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し

た
状
況
か
ら
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
詩
節
は
作
品
成
立
当
初
は
存
在
せ
ず
、
伝
承

の
過
程
で
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
、
現
在
は
一
般
的
と

な
っ
て
い
る
。17 

す
な
わ
ち
、
こ
の
詩
節
と
そ
れ
に
伴
う
擬
似
口
承
的
な

「
語
り
」
の
場
の
構
築
は
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
と
い
う
作
品
に
は

も
と
も
と
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、

こ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
詩
節
を
欠
い
て
い
た
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
は
、

ど
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
成
立
／
存
在
し
、
ま
た
な
ぜ
こ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ

詩
節
は
追
加
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
ま
ず
、
写
本
Ｂ
の
冒
頭
に
注
目
し
た
い
。
写

本
Ｂ
は
「
ブ
ル
グ
ン
ト
の
国
に
い
と
も
高
貴
な
る
姫
が
生
ま
れ
ま
し
た

Ez w
u

o
ch

s in
 B

u
rgo

n
d

en
 / ein

 vil ed
el m

aged
în

」
と
何
の
前
置
き

も
な
く
、
物
語
に
直
接
入
り
込
み
語
り
始
め
る
の
だ
が
、C

u
rsch

m
an

n

及
びM

ü
ller

は
、
第
二
歌
章
の
冒
頭
部
の
シ
ー
フ
リ
ト
の
登
場
箇
所
、

「
そ
の
こ
ろ
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
の
国
に
高
貴
な
る
王
子
が
生
ま
れ
ま
し
た

D
o

 w
u

o
ch

s in
 N

id
erlan

d
en

 / ein
s ed

elen
 kü

n
eges kin

t

」
と
同
じ

く
、
こ
う
し
た
物
語
の
直
接
的
な
開
始
こ
そ
が
、
口
承
的
な
「
語
り
」
に

お
け
る
物
語
の
導
入
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。18 

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て

い
る
「Ez-w

u
o

ch
s

」
と
い
う
定
型
表
現
は
、「
ヒ
ル
デ
ブ
ラ
ン
ト
の
歌
」

の
冒
頭
の
「
私
は
語
ら
れ
る
の
を
聞
い
たIk gih

o
rta d

at seggen

」
に

お
け
る
「ik-gih

o
rta

」
な
ど
と
共
に
、
口
承
文
芸
の
典
型
的
な
冒
頭
形

式
で
あ
る
。19 

こ
れ
ら
は
語
り
手
が
自
分
の
声
に
よ
り
物
語
を
開
始
す
る

と
い
う
、
口
承
的
な
受
容
状
況
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

に
口
承
文
芸
に
お
け
る
物
語
の
開
始
方
法
を
よ
り
よ
く
反
映
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
写
本
Ｂ
で
は
、
口
頭
伝
承
の
慣
例
に
そ
の

ま
ま
則
っ
た
形
で
物
語
が
開
始
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
こ
こ
で
は
い
わ
ば
単
純
な
形
でM

ü
ller

い
う
と
こ
ろ
の
「
口
承
的

語
り
の
模
倣M

im
ikry an

 m
ü

n
d

lich
es Erzäh

len

」20
が
行
わ
れ
て
お

り
、
口
承
的
な
「
語
り
」
を
そ
の
ま
ま
書
記
的
地
平
へ
と
移
し
変
え
て
い

る
、
つ
ま
り
「
書
き
記
し
て
い
るversch

riften

」
も
の
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、
写
本
Ａ
お
よ
び
Ｃ
に
伝
わ
る
、
口
承
的
な
「
語
り
」
の

場
を
疑
似
的
に
構
築
す
る
プ
ロ
ロ
ー
グ
詩
節
は
、
写
本
Ｂ
に
お
い
て
な
さ

れ
る
口
承
的
語
り
の
模
倣
で
は
な
く
、
書
記
的
な
成
立
背
景
を
持
っ
て
い

る
こ
と
をM

ü
ller

は
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
証
明
と
し
てA

ssm
an

n

に

よ
る
口
頭
伝
承
の
定
義
を
援
用
す
る
。
こ
の
詩
節
で
、
語
り
手
は
「
我
々

の
も
と
に
伝
わ
る
数
々
の
﹃
古
いalt

﹄
物
語
」
と
し
て
、
口
承
の
伝
説
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に
対
し
て
言
及
を
行
う
が
、A

ssm
an

n

に
よ
れ
ば
「「
古
い
」
と
い
う
の

は
書
記
的
な
伝
承
に
お
け
る
貴
族
的
な
称
号
」
な
の
で
あ
り
、「
口
頭
伝

承
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
︵
過
去
か
ら
の
︶
積
み
重
な
り
と
い
う
も
の

は
無
縁
で
あ
る
た
め
、「
古
さ
」
は
価
値
概
念
と
し
て
は
異
質
な
も
の
で

あ
る
21
」。
ま
た
、「
そ
も
そ
も
純
粋
な
口
承
文
芸
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
語

る
も
の
の
声
に
よ
っ
て
す
ぐ
さ
ま
物
語
は
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

書
記
さ
れ
た
も
の
は
ま
ず
語
ら
れ
る
「
場
」
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
22
」。

す
な
わ
ち
こ
の
「
古
」
と
い
う
概
念
は
口
承
文
芸
に
は
異
質
な
概
念
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
詩
節
が
書
記
的
な
成
立
背
景
を
持
っ
て
い
る
こ
と

をM
ü

ller

は
主
張
す
る
。23 

こ
のM

ü
ller

の
指
摘
に
従
え
ば
、
写
本
Ａ

お
よ
び
Ｃ
で
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
詩
節
は
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
に
新

し
い
擬
似
的
な
口
承
的
な
語
り
の
地
平
を
開
く
演
出
を
施
し
て
い
る
、
す

な
わ
ち
口
承
的
な
語
り
そ
の
も
の
を
「
書
記
化versch

riftlich
en

」
す

る
機
能
を
帯
び
た
、
書
記
的
か
つ
人
工
的
な
装
置
と
し
て
解
釈
が
可
能
で

あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
詩
節
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
が

書
記
作
品
と
し
て
成
立
し
た
後
に
、
あ
る
改
訂
者
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
物
語
の
口
承
性
を
よ
り
構
築
的
に
演
出
し

よ
う
と
す
る
意
志
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
時
に
口
承
的
な
語

り
の
単
純
な
模
倣
と
い
う
ナ
イ
ー
ヴ
な
演
出
が
、
不
十
分
な
も
の
と
み

な
さ
れ
た
こ
と
を
も
暗
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の

歌
」
が
口
承
的
に
受
容
さ
れ
る
と
い
う
前
提
の
自
明
性
の
喪
失
を
反
映
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
想
定
さ
れ
る
の
は
、「
声
」
を
通
し
て

口
承
の
領
域
へ
と
還
元
さ
れ
る
と
い
う
受
容
形
態
で
は
な
く
、
純
粋
に
書

か
れ
た
作
品
を
「
読
む
」、
書
記
的
な
受
容
形
態
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う

し
た
受
容
に
お
い
て
は
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
詩
節
は
読
み
手
に
対
し
て
作
品
が

口
承
文
芸
と
同
等
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
機
能
を
有
し
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
写
本
Ａ
お
よ
び
Ｃ
の
収
録

し
て
い
る
プ
ロ
ロ
ー
グ
詩
節
は
、
口
承
の
「
語
り
」
を
単
純
に
模
倣
し
た

導
入
、
い
わ
ば
口
承
文
芸
の
擬
態
が
、
書
記
性
と
口
承
性
と
い
う
メ
デ
ィ

ア
間
の
差
を
埋
め
切
れ
な
か
っ
た
、
も
し
く
は
そ
の
中
間
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
こ
と
を
受
け
て
、
口
承
的
「
語
り
」
を
書
記
的
平
面
に
お
い
て
完
全

に
擬
似
的
に
構
築
し
、
そ
こ
に
作
品
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
擬
似
的

な
口
承
性
を
付
与
す
る
と
い
う
、
口
承
性
そ
の
も
の
の
書
記
化
を
行
う
こ

と
を
演
出
す
る
装
置
と
し
て
追
加
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

口
承
的
な
素
材
を
書
記
的
地
平
へ
と
導
入
す
る
と
い
う
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ

ン
の
歌
」
の
試
み
は
、
こ
の
詩
節
の
追
加
に
よ
る
擬
似
的
な
口
承
の
「
語

り
」
の
構
築
に
よ
り
、
よ
り
同
時
代
の
受
容
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
あ
る
種
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な

擬
口
承
的
な
「
語
り
」
の
演
出
は
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
と
い
う

作
品
が
、
集
団
的
知
識
の
伝
承
に
お
け
る
一
つ
の
新
し
い
形
態
を
打
ち
出

し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
こ
の
集
団
的
知
識
の
伝
承
が
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
に

よ
っ
て
書
記
的
伝
承
の
地
平
へ
と
導
か
れ
た
と
き
、
素
材
自
体
に
オ
ー
ソ

リ
テ
ィ
が
あ
り
、
自
身
は
そ
の
伝
承
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
存
在
で
あ
る
口

承
文
芸
の
語
り
手
と
、
書
記
文
芸
で
作
品
に
対
し
て
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
を
持
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つ
詩
人
と
い
う
存
在
が
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
と
い
う
擬
口
承
的

な
書
記
的
作
品
で
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
必
然

的
に
問
題
と
な
る
。

３
．
詩
人
の
匿
名
性

　

十
二
世
紀
後
半
か
ら
、
俗
語
に
よ
る
書
記
文
芸
で
は
、
作
品
内
で

詩
人
が
自
ら
の
名
を
名
乗
る
こ
と
が
通
例
化
し
た
。
こ
の
「
名
乗
り

N
am

en
sn

en
n

u
n

g

」
に
よ
り
、
詩
人
は
自
ら
の
著
し
た
作
品
に
対
し
て

「
自
分
が
作
者
で
あ
る
こ
とA

u
to

rsch
aft

」
を
主
張
し
、
そ
の
テ
ク
ス
ト

を
一
個
人
で
あ
る
詩
人
に
帰
す
も
の
と
し
て
提
示
す
る
。
詩
人
が
作
中
で

名
乗
り
を
上
げ
る
こ
と
は
、
自
ら
の
名
前
を
テ
ク
ス
ト
と
結
び
つ
け
、
そ

れ
に
対
す
る
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
こ
に

は
前
述
の
よ
う
に
文
芸
活
動
が
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
の
に
伴
い
、
新

た
な
詩
人
の
自
己
意
識
が
表
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。24 

そ
れ
と
同
時
に
、
や
は
り
作
中
で
「
私ich

」
と
い
う
一
人
称
に

よ
り
物
語
を
聴
衆
に
対
し
て
語
る
物
語
内
の
語
り
手
が
、
そ
の
テ
ク
ス
ト

に
対
す
る
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
を
持
つ
詩
人
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
こ
と
と

な
る
。25 

す
な
わ
ち
、
詩
人
自
身
の
名
が
作
品
中
に
「
私
」
と
し
て
刻
み

込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
作
品
が
朗
読
さ
れ
る
一
回
ご
と
に
詩
人
は
朗
読

者
の
声
を
と
お
し
て
聴
衆
の
前
に
姿
を
現
し
、
語
り
手
に
よ
っ
て
「
私
」

の
人
称
の
も
と
語
ら
れ
る
作
品
中
で
の
物
語
に
対
す
る
注
釈
や
エ
ク
ス
ク

ル
ス
で
の
主
張
が
、
聴
衆
に
よ
り
そ
の
ま
ま
詩
人
の
言
説
と
し
て
認
識
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
、
物
語
の
語
り
手
と
自
ら
を
同
期
し
、
テ
ク
ス
ト
を
自
分
の

創
作
物
と
す
る
傾
向
の
最
も
強
い
詩
人
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
ヴ
ォ

ル
フ
ラ
ム
・
フ
ォ
ン
・
エ
ッ
シ
ェ
ン
バ
ハ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
ま
ず
彼

の
代
表
作
で
あ
る
「
パ
ル
チ
ヴ
ァ
ー
ル
」
を
例
に
と
り
、
詩
人
の
「
名
乗

り
」
と
そ
れ
が
物
語
の
語
り
手
と
詩
人
の
関
係
に
対
し
て
及
ぼ
す
影
響
を

見
て
み
よ
う
。26

　

ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
は
「
パ
ル
チ
ヴ
ァ
ー
ル
」
に
お
い
て
三
度
に
わ
た
り

「
私
、
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
・
フ
ォ
ン
・
エ
ッ
シ
ェ
ン
バ
ハ
」
と
し
て
テ
ク

ス
ト
内
に
名
乗
り
を
上
げ
る
。
ま
ず
パ
ル
チ
ヴ
ァ
ー
ル
を
主
人
公
と
す

る
本
編
に
先
立
つ
、
彼
の
父
ガ
ハ
ム
レ
ト
に
関
す
る
前
史
の
終
わ
る
箇

所
︵114, 12ff.

︶
で
、
彼
は
「
私
は
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
・
フ
ォ
ン
・
エ
ッ

シ
ェ
ン
バ
ハ
。
詩
作
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
わ
き
ま
え
て
い
るich

 b
in

 

W
o

lfram
 vo

n
 Esch

en
b

ach
 / u

n
t kan

 ein
 teil m

it san
ge (114, 12-

13)

」
と
自
分
の
詩
的
能
力
に
対
す
る
自
負
を
示
す
形
で
、物
語
の
語
り
手

と
し
て
登
場
す
る
。
こ
こ
で
、
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
＝
語
り
手
は
、「
自
分
は

文
字
な
ど
一
つ
も
知
ら
な
いin

e kan
 d

ech
ein

en
 b

u
o

ch
stap

︵115, 
27

︶」
と
述
べ
る
が
、
史
実
と
し
て
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
が
全
く
の
文
盲
で

あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。27 

た
だ
し
詩
人
と
語
り
手
の
関
係
と
い
う
観
点

か
ら
、
こ
の
箇
所
の
記
述
の
持
つ
意
味
を
考
察
す
る
場
合
に
重
要
な
の
は
、

ま
ず
書
記
文
芸
作
品
と
い
う
虚
構
の
中
の
存
在
で
あ
る
語
り
手
に
、
実
在

の
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
の
在
り
様
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
物
語
を
語
る

語
り
手
＝
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
と
い
う
同
一
性
を
強
化
し
て
い
る
と
い
う
点
で
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あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
と
い
う
詩
人
の
持
つ
具
体
的
な
背
景
を
、
語
り
手

に
「
私
」
の
そ
れ
と
し
て
語
ら
せ
る
こ
と
で
、
語
り
手
と
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム

は
同
一
の
存
在
と
し
て
演
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
語
り
手
の
言

説
が
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
の
言
説
と
一
致
す
る
も
の
と
し
て
、
受
容
者
に
認
識

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
詩
人
と
語
り
手
の
融
合
は
次
の
「
名
乗

り
」
に
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
度
目
の
「
名
乗
り
」
は
パ
ル
チ

ヴ
ァ
ー
ル
が
ペ
ル
ラ
ペ
イ
エ
に
や
っ
て
き
た
場
面
で
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ガ
ー

ン
の
軍
に
包
囲
さ
れ
た
街
の
飢
餓
状
態
と
、
食
べ
物
に
も
事
欠
く
詩
人
自

身
の
貧
し
い
境
遇
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
形
で
お
こ
な
わ
れ
る
︵184, 27-

185, 8

︶。
こ
こ
で
物
語
の
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
が
、
詩
人
ヴ
ォ
ル
フ

ラ
ム
の
実
際
の
状
況
︱
︱
も
ち
ろ
ん
そ
の
内
容
自
体
は
史
実
で
あ
る
と
は

限
ら
な
い
28
︱
︱
を
語
る
こ
と
で
、
現
実
の
詩
人
と
物
語
と
い
う
虚
構
の

中
の
語
り
手
の
融
合
が
さ
ら
に
推
し
進
め
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
三
度
目
の
「
名
乗
り
」
は
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
行
わ
れ
る
が
、
こ
こ

で
は
語
り
手
＝
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
が
、
物
語
を
正
し
く
伝
え
て
い
な
い
と
し

て
「
パ
ル
チ
ヴ
ァ
ー
ル
」
の
実
際
の
原
典
と
し
た
ク
レ
チ
ア
ン
・
ド
・
ト

ロ
ワ
の
「
ペ
ル
ス
ヴ
ァ
ル
」
を
批
判
し
、
自
分
の
作
品
が
拠
っ
て
い
る
原

典
と
し
て
、
キ
オ
ー
ト
と
い
う
お
そ
ら
く
架
空
の
存
在
で
あ
る
詩
人
に
よ

る
物
語
の
存
在
に
言
及
す
る
︵827 , 1-14

︶。
こ
の
こ
と
は
、
実
際
に
は

ク
レ
チ
ア
ン
の
「
ペ
ル
ス
ヴ
ァ
ル
」
に
拠
っ
て
「
パ
ル
チ
ヴ
ァ
ー
ル
」
を

著
わ
し
た
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
が
、
自
分
の
作
品
で
あ
る
「
パ
ル
チ
ヴ
ァ
ー

ル
」
に
対
し
て
「
ペ
ル
ス
ヴ
ァ
ル
」
が
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
を
持
つ
原
典
と
し

て
存
在
す
る
こ
と
を
嫌
い
、
原
典
の
選
定
自
体
を
創
作
す
る
こ
と
に
よ
り
、

本
来
の
原
典
か
ら
距
離
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
は
物
語
を
語
る
主
体
と
し
て
の
自
己
を

主
張
し
、
ま
た
自
ら
の
伝
記
的
事
項
に
言
及
す
る
こ
と
で
、
朗
読
者
の
声

を
と
お
し
て
詩
人
＝
語
り
手
の
像
を
積
極
的
に
具
体
化
す
る
。
そ
れ
と
と

も
に
原
典
に
単
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
拒
否
し
、
自
分
の
作
品
が
「
正
し

い
」
物
語
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
第
三
の
「
名
乗
り
」
で
は
、

自
分
の
手
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
に
対
し
絶
対
的
な
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
を
持
つ
こ

と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
は
作
中
の
「
名
乗
り
」
の
場
を
通
し
、

作
中
で
「
私
」
と
い
う
一
人
称
の
も
と
物
語
る
語
り
手
と
、
詩
人
ヴ
ォ
ル

フ
ラ
ム
の
同
一
性
を
積
極
的
に
強
調
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
書
か
れ
た
テ

ク
ス
ト
を
朗
読
す
る
と
い
う
受
容
形
態
に
お
い
て
は
、
聴
衆
を
前
に
し
た

朗
読
者
は
捨
象
さ
れ
、
朗
読
者
の
発
す
る
声
は
詩
人
の
声
と
同
化
し
、
朗

読
者
の
言
説
は
詩
人
の
言
説
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。29 

こ
う
し
た
詩
人
と

物
語
の
語
り
手
の
積
極
的
な
同
一
化
を
、
受
容
の
場
を
よ
り
具
体
的
に
反

映
す
る
形
で
行
っ
て
い
た
の
が
ハ
ル
ト
マ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ア
ウ
エ
で
あ
る
。

彼
の
最
初
期
の
作
品
と
さ
れ
て
い
る
「
エ
ー
レ
ク
」
の
中
で
、
ハ
ル
ト
マ

ン
は
聴
衆
と
の
擬
似
的
な
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
な
会
話
を
構
築
す
る
の
で

あ
る
。30 

エ
ー
ニ
ー
テ
の
乗
る
馬
の
鞍
を
描
写
す
る
場
面
で
、
ハ
ル
ト
マ

ン
は
物
語
の
語
り
手
に
対
し
、
架
空
の
聴
衆
に
「
ハ
ル
ト
マ
ン
」
と
呼
び

掛
け
さ
せ
る
。
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︵v.7493-7525

︶

︵「
ち
ょ
っ
と
ま
っ
て
く
れ
、ハ
ル
ト
マ
ン
。
私
が
い
い
当
て
よ
う
か
？
」

そ
う
し
ま
し
ょ
う
。
さ
あ
、
早
く
し
て
く
だ
さ
い
。「
ま
ず
は
そ
の
前

に
考
え
ね
ば
。」
さ
あ
、
お
急
ぎ
を
。
私
は
急
い
で
い
る
の
で
す
。「
そ

う
す
れ
ば
私
の
こ
と
を
賢
い
男
と
思
う
か
ね
？
」
は
い
、
神
に
か
け

て
そ
う
思
い
ま
す
か
ら
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。「
こ
の
こ
と
を
話

そ
う
と
お
も
う
の
だ
が
。」
他
の
こ
と
は
は
な
す
必
要
は
な
い
で
す
よ
。

「
鞍
は
立
派
な
シ
デ
材
の
も
の
だ
ろ
う
。」
そ
う
で
す
。
そ
れ
以
外
の
こ

と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
？
「
煌
め
く
黄
金
で
飾
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。」
い
っ
た
い
誰
が
貴
方
に
こ
の
こ
と
を
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？

「
し
っ
か
り
と
繋
が
れ
て
い
る
。」
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
す
。「
そ
の

上
に
緋
色
の
布
が
か
け
て
あ
る
。」
こ
れ
は
笑
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ

ん
。「
そ
れ
み
ろ
、
私
は
ま
こ
と
言
い
当
て
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。」
本

当
に
貴
方
は
天
気
読
み
の
よ
う
で
す
な
。「
私
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
よ
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う
な
話
し
ぶ
り
だ
な
。」
い
え
い
え
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
、
神

か
け
て
。「
い
や
そ
う
だ
、
口
元
に
嘲
笑
が
浮
か
ん
で
い
る
。」
私
は

い
つ
も
笑
っ
て
い
る
の
が
好
き
な
の
で
す
。「
な
ら
ば
私
は
や
は
り
言

い
当
て
た
の
だ
な
？
」
は
い
、
あ
た
か
も
そ
こ
に
い
た
か
の
よ
う
で

す
。「
私
は
な
に
か
言
い
忘
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
」
は

い
、
貴
方
は
ご
自
分
が
何
を
話
す
か
を
お
分
か
り
で
は
な
い
の
で
す
。

「
つ
ま
り
私
の
い
っ
た
こ
と
は
あ
た
っ
て
い
な
い
の
か
。」
髪
の
毛
一
筋

ほ
ど
も
。「
そ
れ
な
ら
ば
私
は
全
く
の
嘘
を
語
っ
た
の
か
？
」
い
い
え
、

貴
方
を
欺
い
た
の
は
あ
な
た
の
幼
稚
な
想
像
力
で
す
。
私
が
お
聞
か
せ

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。︶

　
「
エ
ー
レ
ク
」
の
原
典
で
あ
る
ク
レ
チ
ア
ン
・
ド
・
ト
ロ
ワ
の
「
エ
レ

ク
と
エ
ニ
ー
ド
」
で
は
、
こ
の
エ
ー
ニ
ー
テ
の
乗
る
馬
の
描
写
は
お
よ
そ

四
十
詩
行
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
ハ
ル
ト
マ
ン
は
そ
の
描
写
を
翻
案
の
過

程
で
大
幅
に
拡
張
し
、
そ
こ
に
上
に
引
用
し
た
聴
衆
と
の
疑
似
的
な
会
話

を
組
み
込
ん
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
意
識
的
に
自
身
と
語

り
手
の
融
合
を
推
し
進
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
と
同
様
、

「
エ
ー
レ
ク
」
に
は
も
う
一
箇
所
架
空
の
聴
衆
が
語
り
手
「
ハ
ル
ト
マ
ン
」

に
対
し
て
、
物
語
の
進
行
を
促
す
場
面
が
あ
る
︵「
親
愛
な
る
ハ
ル
ト
マ
ン
、

さ
あ
語
っ
て
く
れ
、
彼
ら
は
い
か
に
し
て
身
を
守
っ
た
の
だ
？‘geselle 

H
artm

an
, n

û
 sage, / w

ie erw
erte in

z d
er lîp

? ‘

︵9169-9167

︶」︶
が
、

こ
う
し
た
詩
人
ハ
ル
ト
マ
ン
と
そ
の
聴
衆
の
形
成
す
る
作
品
受
容
の
場
を

構
築
す
る
こ
と
で
、
前
述
の
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
と
同
様
、
ハ
ル
ト
マ
ン
も
物

語
の
語
り
手
と
自
身
の
同
一
性
を
演
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
を

「
詩
人
ハ
ル
ト
マ
ン
」
と
い
う
個
的
存
在
へ
と
帰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
で
は
、
詩
人
と
語
り
手
は
ど
の

よ
う
な
関
係
の
内
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」

は
こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
単
純
に
口
承
文
芸
を
「
書
き
と
ど

め
た
」
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
一
個
の
詩
人
に
よ
っ
て
口
承
の
伝
説
を
素

材
と
し
て
︱
︱
宮
廷
叙
事
詩
に
と
っ
て
の
「
原
典
」
に
当
た
る
︱
︱
翻
案
し
、

「
書
記
化
」
し
た
作
品
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
素
材
が
口
承
の
も
の
で
あ

る
か
書
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
差
異
は
あ
れ
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン

ゲ
ン
の
歌
」
は
宮
廷
叙
事
詩
と
同
様
に
、
書
記
文
芸
的
な
基
盤
の
上
に
成

立
す
る
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
宮
廷
叙
事
詩
の
諸
作
品
と
「
ニ
ー
ベ
ル

ン
ゲ
ン
の
歌
」
を
分
け
て
い
る
こ
と
の
一
つ
が
、
ま
さ
に
こ
れ
ま
で
宮
廷

叙
事
詩
に
お
い
て
検
証
し
て
き
た
物
語
の
語
り
手
と
詩
人
の
間
の
関
係
で

あ
る
。

　

ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
お
よ
び
ハ
ル
ト
マ
ン
を
例
に
と
り
確
認
し
た
よ
う
に
、

宮
廷
叙
事
詩
の
詩
人
は
作
中
で
名
乗
り
を
あ
げ
た
う
え
で
、
自
身
と
語
り

手
を
積
極
的
に
同
化
さ
せ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
そ
も
そ
も
「
ニ
ー
ベ
ル

ン
ゲ
ン
の
歌
」
の
詩
人
は
作
品
中
で
名
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
匿
名
の
う
ち

に
留
ま
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
代
の
受
容
者
た
ち
を
驚
か
せ
た
31
か
も
知

れ
な
い
が
、
し
か
し
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
は
宮
廷
叙
事
詩
と
は
異

な
り
、
聞
い
た
も
の
を
「
そ
の
ま
ま
に
」
さ
ら
に
語
り
継
い
で
ゆ
く
、
と

い
う
口
承
の
英
雄
詩
の
伝
承
形
態
を
模
し
た
作
品
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

伝
承
形
態
、
す
な
わ
ち
「
英
雄
叙
事
詩
的
な
﹃
語
り
﹄
と
は
、
継
承
し
て
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「記憶」の継承

ゆ
く
こ
と
で
あ
り
、
何
が
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
主

題
と
さ
れ
る
必
要
は
な
32
」
く
、「
純
粋
な
る
口
承
文
芸
の
謡
い
手
は
改

訂
者
ま
し
て
や
創
作
者
と
で
は
な
く
、
で
き
る
限
り
純
粋
に
護
る
べ
き
あ

る
伝
統
の
一
時
的
な
担
い
手
と
し
て
自
己
を
認
識
し
て
い
た
33
」。
す
な

わ
ち
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
で
は
「
謡
い
手
」
と
し
て
聴
衆
の
前

に
姿
を
現
す
物
語
の
語
り
手
は
、
そ
の
「
語
り
」
の
形
態
に
よ
り
、
作
品

の
「
改
訂
者
も
し
く
は
創
作
者
」
と
し
て
の
自
己
認
識
を
も
ち
そ
れ
を
作

品
に
も
反
映
さ
せ
て
い
た
宮
廷
叙
事
詩
の
詩
人
と
は
、
全
く
異
な
る
存
在

と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

口
承
文
芸
に
お
い
て
は
、
語
り
手
は
長
い
伝
統
の
中
の
一
つ
の
「
部

分
」
で
あ
り
、
自
身
は
物
語
の
発
明
者
で
は
な
く
、「
語
ら
れ
」
そ
し
て

「
聞
い
て
」
知
っ
た
物
語
︱
︱
集
団
的
知
識
︱
︱
を
そ
の
ま
ま
橋
渡
し
す
る

媒
介
と
し
て
自
己
を
理
解
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。34 

そ
し
て
こ
の
意
味
に

お
い
て
、
過
去
の
歴
史
的
事
象
か
ら
発
生
し
た
伝
説
を
語
り
継
ぐ
口
承
文

芸
の
語
り
手
は
、
口
承
の
領
域
で
の
歴
史
伝
承
の
担
い
手
と
み
な
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。35 

そ
う
し
た
「
語
り
」
に
お
い
て
彼
が
語
る
こ
と
は
超

個
人
的
な
、
文
化
的
共
同
体
に
と
っ
て
の
記
憶
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
回
性

の
絶
対
的
経
験
と
し
て
、
個
人
の
創
造
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
の
演
出
す
る
口
承
的
な
「
語

り
」
の
も
と
語
ら
れ
る
物
語
と
は
、
個
人
の
創
作
の
対
極
に
位
置
す
る
も

の
と
し
て
演
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
写
本
Ｂ
で
は
口
承
的
な
「
語

り
」
の
模
倣
を
通
し
、
ま
た
写
本
Ａ
お
よ
び
Ｃ
で
は
プ
ロ
ロ
ー
グ
詩
節
に

よ
る
擬
似
的
な
口
承
的
「
語
り
」
の
場
の
構
築
に
よ
り
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン

ゲ
ン
の
歌
」
は
あ
る
個
人
の
文
学
的
意
志
や
意
図
に
よ
ら
な
い
性
質
の
テ

ク
ス
ト
と
し
て
演
出
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
で
は
詩
人
は
姿
を
見
せ
ず

に
匿
名
の
ま
ま
留
ま
る
の
が
適
切
な
の
で
あ
る
。「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の

歌
」
の
匿
名
性
は
、
そ
の
模
し
た
ジ
ャ
ン
ル
の
制
約
の
帰
結
と
し
て
、
当

然
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
の
研

究
史
上
、
当
初
こ
の
詩
人
の
匿
名
性
は
、
超
個
人
的
な
民
族
的
ポ
エ
ジ
ー

の
産
物
と
し
て
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
と
い
う
作
品
を
と
ら
え
る
こ

と
に
よ
り
説
明
が
試
み
ら
れ
た
。36 

し
か
し
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う

に
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
の
纏
う
口
承
的
特
性
は
人
工
的
に
構
築

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
作
品
自
体
も
自
然
発
生
的
な
素
朴
な
作
品
で
は
な

い
。
す
な
わ
ち
、
詩
人
の
匿
名
性
は
ジ
ャ
ン
ル
的
制
約
で
あ
る
と
同
時
に
、

作
品
に
口
承
性
を
与
え
る
た
め
の
詩
人
の
演
出
の
一
貫
で
も
あ
る
と
い
え

る
。
そ
し
て
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
の
詩
人
は
、
こ
の
口
承
の
「
語

り
」
の
ス
タ
イ
ル
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宮
廷
叙
事
詩
の
詩
人
と
は

逆
に
、
物
語
内
の
語
り
手
か
ら
詩
人
と
し
て
の
自
己
を
切
り
離
し
、
匿
名

性
の
内
に
埋
没
さ
せ
る
。
こ
の
操
作
に
よ
り
、
詩
人
は
物
語
に
対
し
口
承

の
伝
統
に
連
な
る
も
の
と
し
て
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
を
与
え
る
の
と
同
時
に
、

共
同
体
に
と
っ
て
の
集
団
的
知
識
を
個
人
的
視
点
か
ら
改
変
し
て
い
る
と

い
う
非
難
か
ら
逃
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
口
承
の
伝
統
に
連
な
る
装
い
を
見
せ
る
こ
と
で
、「
ニ
ー

ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
は
集
団
的
知
識
を
継
続
し
て
伝
承
し
て
ゆ
く
作
品
と

し
て
の
体
裁
を
と
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
実
際
に
展
開
さ
れ
る
の
は
宮
廷

叙
事
詩
と
同
様
の
書
記
的
平
面
上
で
あ
る
。
そ
し
て
、
口
頭
伝
承
と
は
今
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日
的
な
意
味
で
の
単
語
レ
ベ
ル
ま
で
の
同
一
性
を
重
視
す
る
伝
承
で
は
な

い
。37 

そ
こ
で
は
、
常
に
語
り
手
の
「
現
在
」
に
適
し
た
語
句
が
使
わ
れ

た
の
に
加
え
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
の
成
立
し
た
時
点
で
の
「
過

去
」
の
概
念
と
は
、「
過
去
」
と
は
「
現
在
」
の
姿
で
語
ら
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。38 
こ
の
こ
と
は
、
口
承
文
芸
か
ら
書
記
文
芸
の
地
平
へ
と
基
盤

を
移
し
た
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
が
、
共
同
体
に
「
過
去
」
か
ら
伝

承
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
、
そ
の
伝
承
者
を
装
い
、
口
承
文
芸
の
持
つ
物
語

の
絶
対
性
を
獲
得
し
な
が
ら
、
し
か
し
そ
れ
を
宮
廷
叙
事
詩
と
共
通
す
る

文
芸
の
地
平
上
で
語
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、「
ニ
ー
ベ

ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
は
書
記
的
な
平
面
に
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
口
承

文
芸
の
伝
承
の
流
儀
を
そ
こ
に
導
入
し
、
そ
れ
に
則
っ
て
口
承
の
領
域
で

伝
承
さ
れ
て
き
た
共
同
体
の
記
憶
を
書
記
的
伝
承
へ
と
組
み
込
む
も
の
と

し
て
創
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「
ニ
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ベ
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ン
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す
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ォ
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ェ
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。
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こ
れ
は
英
雄
叙
事

詩
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内
で
は
群
を
抜
い
て
多
い
。

3 

民
族
大
移
動
期
の
ブ
ル
グ
ン
ト
族
の
滅
亡
及
び
ア
ッ
チ
ラ
の
死
か
ら

発
祥
し
た
ブ
ル
グ
ン
ト
伝
説
と
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六
世
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ご
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ら
れ
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い
る
。
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こ
の
形
式
は
、
間
に
中
間
休
止Z

äsu
r

を
挟
む
四
揚
格
の
前
半
詩
行

A
n

vers

と
三
揚
格
の
後
半
詩
行A

b
vers

が
二
行
ず
つ
押
韻
す
る
形
の

長
詩
行
が
、
四
行
で
一
詩
節
を
形
成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
後

半
詩
行
の
う
ち
第
四
詩
行
の
み
が
四
揚
格
と
な
っ
て
お
り
、
詩
節
と
詩

節
を
区
切
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

6 

こ
の
段
階
、
す
な
わ
ち
口
頭
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
主
で

あ
る
社
会
と
文
字
／
書
記
が
発
達
し
た
社
会
の
中
間
段
階
に
あ
っ

た
状
況
に
対
し
、Pau

l Z
u

m
th

o
r

は“vo
calité ”

の
概
念
を
与
え

た
。
こ
の
概
念
をU

rsu
la Sch

aefer

が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
中
世
研
究

へ
と
取
り
入
れ
、“V

o
kalität ”

の
語
を
当
て
て
い
る
。V

gl. M
ü

ller, 

Jan
-D

irk: A
u

ffü
h

ru
n

g-A
u

to
r-W

erk. Z
u

 ein
igen

 b
lin

d
en

 Stellen
 

gegen
w
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isku

ssio
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ittelalterlich
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r u
n
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ch
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ü
b
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gen
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9

9
9

, S.1
4

9
-

1
6

6
. H

ier: S.1
4

9
. / Sch

aefer, U
rsu
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k
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b
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V

gl. H
aym

es, E
d

w
ard
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ib

elu
n

gen
lied
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esch

ich
te 

u
n

d
 In

terp
retatio

n
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ü
n

ch
en

 1999, S. 37.

8 

作
品
が
「
謡
う
」
の
に
適
し
た
形
式
で
あ
れ
ば
「
謡
い
手Sän

ger

」

で
あ
り
、
朗
読
に
適
し
た
形
式
で
あ
れ
ば
「
語
り
手Erzäh

ler

」
が
こ

の
役
を
担
う
。

9 
„a gro

u
p

 o
f w

o
rd

s w
h

ich
 is regu

laly em
p

lo
yed

 u
n

d
er th

e 

sam
e m
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d
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 ex
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 essen
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h

e M
akin
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f th

e H
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h
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o
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 Pap

ers o
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M
ilm
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 Parry (ed
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 Parry), O

x
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rd
, 1971, p

.272.
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B

u
m

k
e, Jo

ach
im

: G
esch

ich
te d

er d
eu

tsch
en
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r im

 

h
o

h
en

 M
ittelalter. d

tv.  2450. 4., aktu
alisierte A

u
fl
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ü

n
ch

en
 

2000, S.196.
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V

gl. M
ü

ller, Jan
-D

irk
: Sp

ielregeln
 fü

r d
en

 U
n

tergan
g. D

ie 

W
elt d

es N
ib

elu
n

gen
lied

es. T
ü

b
in

gen
 1998, S.103ff.

12 
Eb

d
. S.103.

13 

ド
イ
ツ
語
圏
の
宮
廷
叙
事
詩
は
多
く
の
場
合
、
聴
き
手
に
は
未
知
の

「
新
し
い
」
物
語
を
語
り
手
が
語
る
と
い
う
構
造
を
持
つ
。
こ
の
点
で
、

「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
は
既
に
宮
廷
叙
事
詩
と
は
一
線
を
画
し
た

作
品
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

14 
V

g
l. C

u
rsc

h
m

an
n

, M
ic

h
ae

l: D
ic

h
te

r alte
r m

æ
re

. Z
u
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P
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p

h
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s N
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a R
ago

tzky. Stu
ttgart 1992, S.55-

71. H
ier: S.64.

15 

そ
の
際
に
は
、
語
句
上
の
厳
密
な
統
一
性
で
は
な
く
、
内
容
自
体
が

「
聞
い
た
／
見
た
」
ま
ま
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
重
要
視
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
伝
承
概
念
を
裏
づ
け
し
て
い
る
の
が
、
ま
さ
に
こ
の
共
有
構

文
で
あ
る
。

16 
M

ü
ller [A

n
m

.11], S. 105.

17 
V

g
l. H

e
n

k
e

l, N
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o
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ie
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n
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k
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 2003, S.113-134. H
ier: S.113.

18 
C

u
rsch

m
an

n
 [A

n
m

.14], S.57./ M
ü

ller [A
n

m
.11], S.105. 

19 

冒
頭
形
式
に
つ
い
て
はM

ü
ller [A

n
m

.11] S.106f.

を
参
照
の
こ
と
。

20 
Eb

d
. S.106.

21 
A

ssm
an

n
, Jan

: D
as ku

ltu
relle G

ed
äch
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is. Sch
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n

eru
n

g 

u
n

d
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o
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en
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. M
ü

n
ch

en
 

1992, S.100.

22 
M

ü
ller [A

n
m

.11], S.103.

23 
Eb

d
. 

ま
た
、
既
に
あ
る
作
品
に
追
加
や
変
更
と
い
っ
た
編
集
を
行
う

と
い
う
こ
と
は
、
中
世
に
お
い
て
は
通
常
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
オ
リ

ジ
ナ
ル
」
の
も
の
が
最
良
の
も
の
で
あ
る
必
然
性
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト

は
常
に
「
改
良verb

essern

」
さ
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
。V

gl. M
ü

ller 

[A
n

m
.6], S.158. 

す
な
わ
ち
、
写
本
Ｂ
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
に
も

関
わ
ら
ず
、
こ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
詩
節
が
写
本
Ａ
お
よ
び
Ｃ
で
付
け
加
え

ら
れ
、
そ
の
後
の
伝
承
で
も
継
承
さ
れ
た
こ
と
は
、
受
容
者
が
そ
れ
を

含
む
「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
を
、「
改
良
」
さ
れ
た
形
と
し
て
肯

定
的
に
と
ら
え
て
い
た
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

24 
B

u
m

ke

は
、
12
世
紀
半
ば
に
世
俗
宮
廷
で
の
文
芸
活
動
が
始
ま
る

と
、
宮
廷
社
会
に
お
け
る
宮
廷
文
芸
へ
の
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
た
こ

と
が
、
詩
人
自
身
の
詩
的
才
能
と
並
ん
で
、
こ
の
自
己
意
識
を
支
え
て
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い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。B

u
m

ke, Jo
ach

im
: H

ö
fi

sch
e K

u
ltu

r. 

Literatu
r u

n
d
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esellsch

aft im
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o
h

en
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ittelalter. 1
0

.A
u

flage. 

N
ö

rd
lin

gen
 2002, S. 678.

25 
こ
う
し
た
傾
向
の
中
で
の
例
外
と
し
て
、
語
り
手
と
詩
人
の
同
一
性

に
つ
い
て
多
様
性
を
見
せ
て
い
る
の
が
ハ
ル
ト
マ
ン
で
あ
る
。
彼
の
作

品
群
の
中
で
初
期
に
書
か
れ
た
と
目
さ
れ
て
い
る
「
エ
ー
レ
ク
」
で
は
、

プ
ロ
ロ
ー
グ
部
分
が
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
ど
の
よ
う
な
「
名
乗

り
」
が
行
わ
れ
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
︵
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に

作
中
に
「
私ich
」
ハ
ル
ト
マ
ン
と
架
空
の
聴
衆
の
会
話
を
盛
り
込
ん

で
い
る
こ
と
が
推
測
す
る
と
、「
私ich

」
と
い
う
第
一
人
称
の
も
と

「
名
乗
り
」
を
挙
げ
て
い
た
蓋
然
性
が
高
い
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
︶、
そ

れ
に
続
く
「
グ
レ
ゴ
ー
リ
ウ
ス
」
で
は
「
私ich

」
の
人
称
で
名
乗
り

を
あ
げ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
後
期
の
作
品
で
あ
る
「
哀
れ
な
ハ
イ
ン

リ
ヒ
」
及
び
「
イ
ー
ヴ
ェ
イ
ン
」
で
は
、「
彼er

」
と
い
う
三
人
称
で

「
ハ
ル
ト
マ
ン
」
と
い
う
名
を
持
つ
、「
こ
れ
か
ら
語
る
物
語
の
書
き
手
」

に
言
及
す
る
。
そ
こ
で
は
「
ハ
ル
ト
マ
ン
」
と
い
う
詩
人
の
言
説
を
語

り
手
が
そ
の
ま
ま
伝
え
る
、
す
な
わ
ち
両
者
の
言
説
が
一
致
す
る
と
い

う
点
に
お
い
て
は
変
わ
り
な
い
が
、
詩
人
た
る
ハ
ル
ト
マ
ン
と
い
う
存

在
と
語
り
手
は
明
ら
か
に
別
個
の
存
在
と
し
て
区
別
さ
れ
、
聴
衆
と
の

係
わ
り
が
間
接
的
な
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
ハ
ル
ト
マ
ン
の

作
品
に
お
け
る
詩
人
と
語
り
手
の
分
割
は
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
作
風
の
変

化
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
は
初
期
の
作

品
で
あ
る
「
エ
ー
レ
ク
」
に
お
い
て
は
、
原
典
と
し
た
ク
レ
チ
ア
ン
の

「
エ
レ
ッ
ク
と
エ
ニ
ー
ド
」
に
大
幅
な
改
変
を
く
わ
え
、
自
分
の
作
品

で
あ
る
「
エ
ー
レ
ク
」
と
し
て
著
し
て
い
る
が
、
原
典
か
ら
の
逸
脱
な

い
し
改
変
の
度
合
い
は
、
創
作
後
期
に
な
る
に
従
い
少
な
く
な
っ
て
ゆ

く
。
そ
し
て
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
こ
う
し
た
原
典
お
よ
び
自
己
の
創
作
活

動
に
対
す
る
認
識
の
変
化
が
、「
名
乗
り
」
に
お
け
る
人
称
の
選
択
に

影
響
を
あ
た
え
た
可
能
性
を
こ
こ
で
は
指
摘
し
て
お
く
。

26 

「
パ
ル
チ
ヴ
ァ
ー
ル
」
の
テ
ク
ス
ト
引
用
は
以
下
の
文
献
か

ら
。W

o
lfram

 vo
n

 E
sch

en
b

ach
: P

arzival. N
ach
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er A

u
sgab
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„W
o

lfram
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o
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sc
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n
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ac
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. Se
c
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u
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e
 v

o
n

 K
arl 
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m

an
n

. B
erlin

 1965.

27 

こ
の
記
述
の
真
偽
は
長
ら
く
議
論
の
対
象
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は

学
識
を
持
ち
ま
た
そ
れ
に
自
負
を
持
つ
他
の
詩
人
た
ち
︱
︱
と
り
わ
け

ハ
ル
ト
マ
ン
︱
︱
に
対
す
る
皮
肉
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

28 

こ
こ
で
語
り
手
＝
詩
人
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
が
自
分
の
困
窮
の
様
を
描
写

し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
現
実
の
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
が
そ
こ
ま
で
困
窮

し
て
い
た
と
考
え
る
は
余
り
に
ナ
イ
ー
ヴ
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
箇

所
で
重
要
な
の
は
、
書
記
文
芸
作
品
と
い
う
虚
構
の
中
の
存
在
で
あ
る

語
り
手
に
、
実
在
の
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
の
現
実
の
在
り
様
を
結
び
つ
け
る

こ
と
に
よ
り
、
物
語
を
語
る
語
り
手
＝
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
と
い
う
同
一
性

を
強
化
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

29 

受
容
者
が
テ
ク
ス
ト
を
「
読
ん
だ
」
場
合
に
は
、
物
語
の
語
り
手
と

詩
人
ヴ
ォ
ル
フ
ラ
ム
の
同
期
は
さ
ら
に
強
め
ら
れ
る
。

30 

「
エ
ー
レ
ク
」
の
テ
ク
ス
ト
引
用
は
以
下
の
文
献
か
ら
。H

artm
an

n
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 1999.

31 
Sch

u
lze, U

rsu
la: D

as N
ib

elu
n

gen
lied

. Stu
ttgart 1999, S.19. 

こ

のSch
u

lze

の
見
解
の
背
景
を
な
し
て
い
る
の
は
、
名
乗
り
を
挙
げ
る

こ
と
が
通
例
化
し
て
い
た
宮
廷
叙
事
詩
と
、「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」

の
受
容
者
が
同
一
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

32 
M

ü
ller [A

n
m

.11], S.105.
33 

C
u

rsch
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an
n

 [A
n

m
.14], S.57.
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35 

中
世
に
お
い
て
英
雄
叙
事
詩
が
歴
史
伝
承
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ

と
は
、
例
え
ば
口
承
の
デ
ィ
ー
ト
リ
ヒ
伝
説
の
間
違
い
を
「
皇
帝
年
代

記
」
の
筆
者
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
な
ど
に
、
逆
説
的
に
示
さ
れ
て
い

る
。V

gl. H
ein

zle [A
n

m
. 34], S. 22.

36 

「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
の
詩
人
の
匿
名
性
に
つ
い
て
の
研
究
史
は
、

以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。V

gl. H
ö

fl
er, O

tto
: D

ie A
n

o
n

ym
ität 

d
es N

ib
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n
gen

lied
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: W
ege d
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. Z
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 H
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rsg. vo

n
 K

arl H
au

ck
. 

D
arm

stad
t 1965, S. 330-392.

37 

テ
ク
ス
ト
の
伝
承
に
お
け
る
「
同
一
性
」
が
我
々
の
認
識
と
中
世
の

そ
れ
が
異
な
る
と
こ
は
、
既
にParry

の
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

38 
M

ü
ller [A

n
m

.11], S.104. / H
aferlan

d
, H

arald
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n

d
lich

keit, 

G
ed

äch
tn

is u
n

d
 M

ed
ialität. H

eld
en

d
ich

tu
n

g im
 d

eu
tsch

en
 

M
ittelalter. G

ö
ttin

gen
 2004, S.73ff.


