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ネ
祭
と
「
ハ
ー
メ
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ン
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」

溝　

井　
　

裕　

一

一　
「
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
伝
説
」
と
は

不
気
味
な
事
件　
「
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
伝
説
」（
以
下
「
笛
吹
き
男
伝
説
」
と
表
記
）
は
、
ド
イ
ツ
で
も
っ
と
も
有
名
な
伝
説
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
グ
リ
ム
兄
弟
の
『
ド
イ
ツ
伝
説
集
』（
一
八
一
六
年
）
に
あ
る
話
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

と
き
は
一
二
八
四
年
、
ハ
ー
メ
ル
ン
の
町
が
ネ
ズ
ミ
の
害
に
悩
ん
で
い
る
と
、
謎
の
放
浪
者
が
あ
ら
わ
れ
て
、
害
獣
を
退
治
し
よ
う

と
も
ち
か
け
た
。
市
民
は
こ
れ
を
喜
び
、
報
酬
を
支
払
う
と
約
束
し
た
。
す
る
と
男
は
ふ
し
ぎ
な
笛
を
鳴
ら
し
て
町
中
の
ネ
ズ
ミ
を
集

め
、
ヴ
ェ
ー
ザ
ー
川
ま
で
こ
れ
を
導
い
て
溺
死
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
悩
み
か
ら
解
放
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
市
民
は
金
の
支
払
い
を
拒
否

し
た
。
男
は
激
怒
し
て
一
度
そ
の
場
を
離
れ
た
が
、
六
月
二
六
日
の
ヨ
ハ
ネ
と
パ
ウ
ロ
の
日
に
ま
た
町
へ
戻
っ
て
き
た
。
そ
し
て
か
れ

が
ふ
た
た
び
笛
を
吹
き
鳴
ら
す
と
、
今
度
は
町
中
の
子
ど
も
た
ち
が
走
り
出
て
き
た
。
男
は
、
子
ど
も
を
集
め
る
と
そ
の
ま
ま
近
郊
の

山
の
洞
穴
へ
向
い
、
そ
こ
で
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
と
き
失
踪
し
た
子
ど
も
た
ち
は
一
三
〇
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
事
件

の
の
ち
、
か
れ
ら
が
と
お
っ
て
い
っ
た
通
り
は
「
舞
楽
禁
止
通
り
」
と
よ
ば
れ
、
そ
こ
で
は
ダ
ン
ス
や
音
楽
の
演
奏
が
禁
止
と
な
っ
た
。
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ま
た
ハ
ー
メ
ル
ン
に
は
、
公
示
を
す
る
際
、
子
ど
も
が
失

踪
し
て
か
ら
経
た
年
月
を
示
す
習
慣
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

一
般
に
こ
の
伝
説
は
、
じ
っ
さ
い
の
事
件
が
核
と
な
っ

て
形
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
が
消
え

た
ほ
ん
と
う
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま

な
説
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
（
戦
死
説
、
東
方
植
民
説
、
遭

難
説
な
ど
）。
も
ち
ろ
ん
筆
者
も
、「
笛
吹
き
男
伝
説
」
の

背
景
に
、
何
ら
か
の
事
件
が
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
今
回
は
、
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
（
夏
至
祭
、

六
月
二
三
―
二
四
日
）
に
ま
つ
わ
る
不
気
味
な
信
仰
が
、

「
笛
吹
き
男
伝
説
」
の
形
成
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た

可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
も
、
ハ
ー
メ
ル
ン
で
「
事
件
」
が

起
こ
っ
た
と
さ
れ
る
六
月
二
六
日
が
、
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
の
直

後
に
あ
た
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
時
期
に
な
る
と
異
界
が
口
を
開
け
、
デ
ー
モ
ン
た
ち
が

姿
を
あ
ら
わ
す
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
事
実
は
、
意
外
に
も

あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

図 4 - 1　毎年ハーメルンでおこなわれる野外劇（筆者撮影）



119

一　「ハーメルンの笛吹き男伝説」とは

図 4 - 2、4 - 3　ハーメルンの町並み（筆者撮影）
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か
つ
て
こ
の
よ
う
な
信
仰
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
中
世
の

資
料
だ
け
で
な
く
、
ド
イ
ツ
語
圏
と
そ
の
周
辺
国
で
集
め

ら
れ
た
多
く
の
伝
説
資
料
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
る
。
そ

し
て
「
笛
吹
き
男
伝
説
」
を
夏
至
に
ま
つ
わ
る
諸
伝
説
と

比
較
す
る
と
、
こ
の
言
い
伝
え
の
知
ら
れ
ざ
る
側
面
が
見

え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、「
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」（
以

下
「
笛
吹
き
男
」
と
表
記
）
は
、
た
ん
に
当
時
少
な
く
な

か
っ
た
放
浪
楽
師
の
一
員
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
夏
至

に
あ
ら
わ
れ
る
異
界
の
住
人
の
（
そ
し
て
ま
た
来
訪
神
の
）

性
質
を
備
え
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
章
で
は
ま
ず
、「
笛
吹
き
男
伝
説
」
の
内
容
を
、

中
世
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
確
か
め
て
お
き
た
い
。
そ
れ
か

ら
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
の
風
習
を
概
観
し
、
多
数
の
「
夏
至
伝
説
」

（
夏
至
に
ま
つ
わ
る
伝
説
）
の
内
容
を
検
討
す
る
。
そ
し

て
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
夏
至
の
こ
ろ
に
あ
ら
わ

れ
た
と
い
う
「
笛
吹
き
男
」
に
つ
い
て
、
中
世
の
文
化
的

状
況
も
勘
案
し
な
が
ら
、
筆
者
の
意
見
を
述
べ
て
い
き
た

い
。

図 4 - 4　ネズミが溺れさせられたというヴェーザー川（筆者撮影）
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二　

中
世
―
近
世
に
語
ら
れ
た
「
笛
吹
き
男
伝
説
」

リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
の
手
写
本　

こ
こ
で
は
最
初
に
、「
笛
吹
き
男
伝
説
」
の
古
い
資
料
が
、
い
か
な
る
内
容
を
も
っ
て
い
た
か
を
確
認

し
た
い
。
今
日
知
ら
れ
て
い
る
資
料
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
重
要
と
考
え
ら
れ
る
の
は
「
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
手
写
本
」
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
九
三
六
年
に
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
の
文
書
館
に
お
い
て
ハ
ー
メ
ル
ン
の
郷
土
史
家
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
シ
ュ
パ
ヌ
ー

ト
と
ト
ロ
ッ
パ
ウ
の
文
書
係
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ン
が
発
見
し
た
も
の
で
、『
黄カ
テ
ナ
・
ア
ウ
レ
ア

金
の
鎖
』（
一
三
七
〇
年
）
を
筆
写
し
た
本
の
末

尾
に
記
さ
れ
て
い
た
。
文
書
館
の
係
員
ラ
イ
ネ
ケ
は
、
そ
の
筆
跡
か
ら
こ
れ
を
一
四
三
〇
／
五
〇
年
の
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。

報
告
す
べ
き
は
、
ミ
ン
デ
ン
司
教
区
の
町
ハ
ー
メ
ル
ン
に
て
、
主
の
年
か
ら
数
え
て
一
二
八
四
年
の
、
ま
さ
に
ヨ
ハ
ネ
と
パ
ウ
ロ

の
日
に
起
こ
っ
た
、
ま
っ
た
く
尋
常
な
ら
ざ
る
奇
跡
で
あ
る
。
ひ
と
り
の
美
し
く
て
り
っ
ぱ
な
服
を
着
た
三
〇
代
の
若
者
が
、
橋

を
渡
っ
て
ヴ
ェ
ー
ザ
ー
門
か
ら
（
町
へ
）
入
っ
て
き
た
の
だ
が
、
そ
の
容
姿
と
服
装
に
、
見
た
者
す
べ
て
が
感
嘆
し
た
も
の
だ
っ

た
。
か
れ
は
、
奇
妙
な
か
た
ち
を
し
た
銀
の
笛
を
町
中
で
吹
き
鳴
ら
し
は
じ
め
た
。
す
る
と
笛
を
聞
い
た
子
ど
も
た
ち
一
三
〇
人

ほ
ど
が
、
か
れ
に
つ
づ
い
て
東
門
を
く
ぐ
り
、
い
わ
ゆ
る
カ
ル
ワ
リ
ア
す
な
わ
ち
処
刑
場
へ
出
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は

そ
こ
で
消
え
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
と
し
て
、
ど
こ
に
い
っ
た
も
の
や
ら
ま
っ
た
く
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
。

子
ど
も
た
ち
の
母
親
は
、
町
か
ら
町
へ
と
か
け
ず
り
ま
わ
っ
た
が
、
す
べ
て
は
徒
労
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
「
ラ
マ
で
声
が
聞
こ

え
た
。
激
し
く
嘆
き
悲
し
む
声
だ
」﹇「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
二
・
一
八
、
新
共
同
訳
﹈（
＊
）。
そ
し
て
主
の
年
か
ら
、
あ
る
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い
は
記
念
祭
か
ら
一
年
、
二
年
、
三
年
と
数
え
る
ご
と
く
、
ハ
ー
メ
ル
ン
の
人
び
と
は
子
ど
も
た
ち
の
出
立
と
失
踪
か
ら
、
一
年
、

二
年
、
三
年
と
年
を
数
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
わ
た
し
は
古
い
本
で
見
た
…
…
な
お
院
長
ヨ
ー
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
リ
ュ
ー
デ
氏

の
母
が
、
子
ど
も
た
ち
が
出
て
い
く
の
を
目
撃
し
た
。

（
＊
）：『
新
約
聖
書
』
に
あ
る
、
ヘ
ロ
デ
王
が
幼
子
イ
エ
ス
を
亡
き
も
の
に
す
る
た
め
、
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
一
帯
の
幼
児
を
片
端
か
ら
殺
さ
せ
た
話
に
ち
な
む
。

　

こ
の
文
章
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
初
期
の
伝
説
で
は
ネ
ズ
ミ
捕
り
の
話
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
一
二
八
四
年
の
六
月
二
六
日
に
、
謎

の
楽
師
に
よ
っ
て
一
三
〇
人
の
子
ど
も
が
誘
拐
さ
れ
、
カ
ル
ワ
リ
ア
な
る
場
所
で
姿
を
消
し
た
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

　

筆
者
が
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
子
ど
も
を
さ
ら
っ
た
と
い
う
人
物
の
描
写
で
あ
る
。「
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
手
写
本
」
に
よ
れ
ば
、

か
れ
は
見
た
目
が
美
し
い
だ
け
で
な
く
、
立
派
な
服
を
着
て
い
て
人
び
と
を
感
嘆
さ
せ
た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
中
世
に
そ
の
よ
う
な
人

物
が
い
た
と
し
て
も
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
時
代
、
宮
廷
で
は
放
浪
芸
人
た
ち
に
豪
華
な
衣
服
が
贈
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
「
見
た
者
す
べ
て
が
感
嘆
し
た
」
と
い
う
く
だ
り
か
ら
判
断
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
り
っ
ぱ
な
服
」
と
い
う
の
は
男
が

尋
常
な
ら
ざ
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
、
あ
る
種
の
記
号
の
よ
う
に
見
え
る
。
さ
ら
に
そ
の
特
異
な
性
格
は
、「
奇
妙
な
か
た
ち

を
し
た
銀
の
笛
」
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
る
。
そ
の
魔
法
の
音
色
に
誘
わ
れ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
失
踪
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

ま
た
手
写
本
の
書
き
手
は
、
伝
承
の
内
容
を
記
述
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ハ
ー
メ
ル
ン
の
人
び
と
に
は
事
件
発
生
の
の
ち
一
年
、
二

年
と
年
を
数
え
る
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
、
そ
れ
を
「
古
い
本
」
で
見
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
阿
部
謹
也
が
指

摘
す
る
よ
う
に
ハ
ー
メ
ル
ン
の
法
書
（
ド
ナ
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
当
地
の
事
件
に
つ
い
て
具
体
的
な
こ
と
は
い
っ
さ
い

述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
一
三
五
一
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
不
動
産
売
買
に
関
す
る
記
録
の
末
尾
に
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。
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わ
れ
わ
れ
の
公
証
人
ヨ
ー
ハ
ン
・
ト
ゥ
レ
マ
ン
の
手
で
与
え
ら
れ
た
。
一
三
五
一
年
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
の
日
﹇
四
月
四
日
﹈
の
こ

と
。
子
ど
も
出
立
の
の
ち
…
…
二
八
三
﹇
一
二
八
三
年
？
﹈。

　

最
後
の
「
子
ど
も
出
立
の
の
ち
…
…
二
八
三
」
の
部
分
は
、
あ
と
で
別
の
人
物
に
よ
っ
て
書
き
加
え
ら
れ
た
よ
う
だ
が
、「
笛
吹
き

男
伝
説
」
の
研
究
者
ハ
ン
ス
・
ド
バ
ー
テ
ィ
ン
は
、
こ
れ
も
や
は
り
一
四
世
紀
に
記
入
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、「
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
手
写
本
」
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ヨ
ー
ハ
ン
・
フ
ォ
ン
・
リ
ュ
ー
デ
の
母
親
の
言
及

で
あ
ろ
う
。
リ
ュ
ー
デ
自
身
は
一
三
二
八
年
に
は
じ
め
て
記
録
に
姿
を
あ
ら
わ
し
、
一
三
七
八
年
に
没
し
て
い
る
。
手
写
本
が
書
か
れ

た
の
が
ほ
ん
と
う
に
一
四
三
〇
／
五
〇
年
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
筆
者
が
リ
ュ
ー
デ
の
こ
と
を
個
人
的
に
知
っ
て
い
て
も
ふ
し
ぎ
で
は
な

い
。
そ
う
な
る
と
、
か
れ
の
母
親
が
一
二
八
四
年
の
子
ど
も
の
出
発
を
見
た
と
い
う
く
だ
り
は
真
実
味
が
出
て
く
る
。
こ
れ
が
、
ハ
ー

メ
ル
ン
で
じ
っ
さ
い
に
何
か
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
「
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
手
写
本
」
が

書
か
れ
た
の
は
、「
事
件
」
の
期
日
か
ら
約
一
五
〇
年
も
あ
と
の
こ
と
で
あ
り
、
伝
説
が
形
成
さ
れ
る
に
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
期
間
を
へ

て
い
る
。

「
事
件
」
の
真
相
を
追
っ
て　

阿
部
は
、「
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
手
写
本
」
よ
り
さ
ら
に
古
い
一
次
資
料
と
し
て
、
ハ
ー
メ
ル
ン
の
マ
ル
ク

ト
教
会
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
と
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
（
律
院
）
に
あ
っ
た
ミ
サ
書
『
パ
ッ
シ
オ
ナ
ー
レ
』
を
挙
げ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
い
ず
れ
も
一
四
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
成
立
時
期
を
め
ぐ
っ
て
は
、
研
究
者
た
ち

の
意
見
は
対
立
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
原
典
が
紛
失
し
て
し
ま
い
、
筆
写
さ
れ
た
も
の
し
か
残
存
し
て
い
な
い
こ
と
に
あ

る
。
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ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
内
容
は
、
サ
ム
エ
ル
・
エ
ー
リ
ヒ

が
一
六
五
四
年
に
筆
写
し
た
も
の
を
と
お
し
て
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
派
手
な
衣
装
の

男
（
笛
吹
き
男
）
が
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
描
か
れ
、
図

4
―
7
に
示
し
た
碑
文
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
た
。
見
て
の

と
お
り
、
そ
の
文
章
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
読
め
な
く
な
っ
て

い
る
が
、
そ
れ
で
も
「
ヨ
ハ
ネ
と
パ
ウ
ロ
の
日
」（A

M
 

D
A
GE JO

H
A
N
N
ES U

N
D
 PA
-LI

）、「
カ
ル
ワ
リ
ア
」

（K
-V
A
RIE

）、「
コ
ッ
ペ
ン
」（K

O
PPEN

）
と
い
っ
た

言
葉
は
見
て
と
れ
る
。
カ
ル
ワ
リ
ア
と
は
、
一
三
三
〇
年

以
降
、
処
刑
場
を
あ
ら
わ
す
の
に
も
ち
い
ら
れ
た
言
葉
で

あ
る
。
コ
ッ
ペ
ン
は
ハ
ー
メ
ル
ン
近
郊
に
あ
っ
た
と
さ
れ

る
山
の
こ
と
だ
が
、
い
ま
で
は
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
の
山

の
こ
と
を
指
し
て
い
た
の
か
わ
か
っ
て
い
な
い
。「
コ
ッ

ペ
ン
」
は
も
と
も
と
、
コ
ッ
ペ
ル
す
な
わ
ち
丘
を
あ
ら
わ

す
語
で
し
か
な
か
っ
た
。

　
「
笛
吹
き
男
伝
説
」
の
資
料
集
を
作
成
し
た
ド
バ
ー
テ

ィ
ン
は
、
マ
ル
ク
ト
教
会
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
と
り
つ

図 4 - 5　マルクト教会（筆者撮影）
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け
ら
れ
た
の
は
一
三
〇
〇
年
ご
ろ
の
教
会
拡
張
工
事
の
と
き
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
存
在
が
記
録
に
登
場
す
る
の
は
、
一
五
七

一
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
エ
ー
リ
ヒ
が
筆
写
し
た
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
内
容
は
、
ハ
ー
メ
ル
ン
市
長
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
・
ポ
ッ
ペ
ン
デ
ィ
ー
ク
が
一
五
七
二
年
に
修
正
し
た
あ
と
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
修
正
」
が
ど
れ
ほ
ど
の
規
模
の
も
の
だ
っ

た
か
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
エ
ー
リ
ヒ
の
筆
写
し
た
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
内
容
が
一
四
世
紀
初
頭
に
さ
か
の
ぼ
る
と

い
う
の
は
、
仮
説
に
す
ぎ
な
い
。

　

ハ
ー
メ
ル
ン
の
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
に
保
管
さ
れ
て
い
た
、
ミ
サ
書
『
パ
ッ
シ
オ
ナ
ー
レ
』
の
脚
韻
詩
と
散
文
も
ま
た
、
成
立
年
代
が
議

図 4 - 6　ミュンスター（筆者撮影）

図 4 - 7　ステンドグラスの碑文
（Erich, Samuel: Exodus Hamelensis. 1661 年の版より）
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論
さ
れ
て
い
る
資
料
で
あ
る
。
一
四
―
一
五
世
紀
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
も
原
本
が
失
わ
れ
て
お
り
、
一
七

―
一
八
世
紀
に
筆
写
さ
れ
た
も
の
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
『
パ
ッ
シ
オ
ナ
ー
レ
』
で
は
、「
笛
吹
き
男
」
は
具
体
的
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
ず
脚
韻
詩
の
文
章
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。

一
二
八
四
年
、
こ
れ
が
男
と
女
の
消
え
た
年
、
ヨ
ハ
ネ
と
パ
ウ
ロ
の
日
に
、
一
三
〇
人
の
子
供
た
ち
が
不
運
に
も
奪
い
去
ら
れ
た

年
で
あ
る
。
な
ん
で
も
カ
ル
ワ
リ
ア
が
、
か
れ
ら
を
み
な
生
き
た
ま
ま
呑
み
こ
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
。
キ
リ
ス
ト
様
、
罪
人
た

ち
に
災
難
の
降
り
か
か
ら
ぬ
よ
う
守
り
た
ま
え
。

　

つ
ぎ
に
、
散
文
の
か
た
ち
で
は
こ
う
書
か
れ
て
い
た
。

一
二
八
四
年
の
ヨ
ハ
ネ
と
パ
ウ
ロ
の
日
、
カ
ル
ワ
リ
ア
に
入
っ
て
い
っ
た
ハ
ー
メ
ル
ン
の
一
三
〇
人
の
子
ど
も
た
ち
が
失
踪
し
た
。

　

こ
こ
で
ふ
た
た
び
確
認
さ
れ
る
の
は
、
子
ど
も
失
踪
の
日
付
と
現
場
で
あ
る
。
ま
た
カ
ル
ワ
リ
ア
が
子
ど
も
を
「
生
き
た
ま
ま
呑
み

こ
ん
で
し
ま
っ
た
」
と
い
う
記
述
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
表
現
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
モ
ー
セ
に
は
む
か
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
が
地

面
に
呑
み
こ
ま
れ
た
と
い
う
、『
旧
約
聖
書
』
の
記
述
で
あ
ろ
う
（「
民
数
記
」
一
六
・
三
一
―
三
四
）。
し
か
し
こ
の
一
文
は
、
ハ
ー

メ
ル
ン
の
伝
説
と
夏
至
に
ま
つ
わ
る
信
仰
と
の
接
点
を
読
み
と
く
う
え
で
も
重
要
と
な
る
。

　

ほ
か
の
資
料
は
、
一
六
世
紀
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
最
初
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
中
央
広
場
に
面
し
て
建
っ
て
い
た
家
の
碑
文
で
、
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一
五
二
五
年
の
も
の
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
一
九
〇
〇
年
に
と
り
壊
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
も
エ
ー
リ
ヒ
が
筆
写
し
た
か
た
ち
で
し
か
残
っ

て
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
は
、「
一
二
八
四
年
ヨ
ハ
ネ
と
パ
ウ
ロ
の
日
、
六
月
二
六
日
」
と
い
う
事
件
の
日
付
や
、
一
三
〇
人
の
子
ど
も

が
誘
拐
さ
れ
た
と
い
う
く
だ
り
が
読
み
と
れ
る
（
図
4
―
8
）。

　

な
お
こ
の
家
に
あ
っ
た
碑
文
は
、
図
4
―
9
に
示
し
た
「
ネラ
テ
ン
フ
ェ
ン
ガ
ー
ハ
ウ
ス

ズ
ミ
捕
り
男
の
家
」（
一
六
〇
二
／
〇
三
年
）
に
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る

も
の
と
ほ
ぼ
同
様
と
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
今
日
で
も
、「
一
二
八
四
年
の
ヨ
ハ
ネ
と
パ
ウ
ロ
の
日
、
六
月
二
六
日
に
、
色
と
り

ど
り
の
服
を
着
た
ひ
と
り
の
笛
吹
き
男
に
よ
っ
て
、
ハ
ー
メ
ル
ン
出
自
の
一
三
〇
人
の
子
ど
も
が
連
れ
出
さ
れ
、
コ
ッ
ペ
ン
付
近
の
カ

図 4 - 8　中央広場に面して建っていた家の碑文
（Erich, Samuel: Exodus Hamelensis.）

ル
ワ
リ
ア
で
失
踪
し
た
」
と
あ
る
の
が
読
め
る
。
こ
こ
で
は
、「
笛
吹
き
男
」
は
派
手
な
服
を
着
た

者
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ハ
ン
ス
・
ツ
ァ
イ
ト
ロ
ー
ス
の
年
代
記
（
一
五
五
七
年
）
で
あ
る
。

か
れ
は
バ
ン
ベ
ル
ク
市
民
で
あ
っ
た
が
、
一
五
五
三
年
に
辺
境
伯
フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
＝

ク
ル
ム
バ
ッ
ハ
に
よ
っ
て
人
質
と
し
て
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
地
方
ま
で
連
れ
て
こ
ら
れ
、
ハ
ー
メ
ル

ン
に
も
一
時
滞
在
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
か
れ
は
地
元
の
住
民
か
ら
伝
説
を
聞
き
、
そ
れ
を
書
き

と
め
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
町
か
ら
銃
の
射
程
ぐ
ら
い
に
離
れ
た
と
こ
ろ
に
、
カ
ル
ワ
リ
ア
と
い
う
山
が
あ
る
。
市
民

の
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
一
二
八
三
年
に
楽
師
の
姿
を
し
た
大
男
が
あ
ら
わ
れ
た
。
か
れ
は
色
と

り
ど
り
の
上
着
を
ま
と
い
、
笛
を
も
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
町
中
で
吹
き
鳴
ら
し
た
。
す
る
と

町
の
子
ど
も
た
ち
が
走
り
出
て
き
て
、
か
の
山
ま
で
い
く
と
そ
こ
で
沈
ん
で
し
ま
っ
た
。
た
だ

anno蒟伽I心・“'江“‘3o恥ann咋 aut
Iili"叩細“”¢3U叫o-..(通叫xxx.
$inbヽ9auo以re9ab9呻 minb“e9aM
が叫n．如叩り糾叫rd,n/bati et暉¢如叩
bici0nk血町一如i如 9細 lbu鴎匹成U“"“ぃ岬fヽ加 ；1・ ... ~、 -、 ‘ 
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二
人
の
子
ど
も
が
裸
の
ま
ま
帰
っ
て
き
た
が
、
ひ
と
り
は
盲
目
で
、
も
う
ひ
と
り
は
口
が
き
け
な
か
っ
た
。
子
ど
も
を
探
そ
う
と

母
親
た
ち
が
走
り
出
て
き
た
と
き
、
例
の
男
は
こ
う
い
っ
た
。「
も
っ
と
大
勢
の
子
ど
も
を
連
れ
て
い
く
た
め
に
、
三
〇
〇
年
後

に
戻
っ
て
く
る
ぞ
」
と
。﹇
失
踪
し
た
﹈
子
ど
も
は
一
三
〇
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
の
後
か
の
地
の
人
び
と
は
、
一
五

八
三
年
に
男
が
ふ
た
た
び
や
っ
て
く
る
と
恐
れ
て
い
る
。

図 4 - 9、4 - 10　「ネズミ捕り男の家」とその碑文
（筆者撮影）
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ツ
ァ
イ
ト
ロ
ー
ス
は
、（
お
そ
ら
く
法
書
の
記
録
を
読
ん
で
）
子
ど
も
失
踪
が
一
二
八
三
年
に
起
こ
っ
た
と
し
て
い
る
ほ
か
は
、
事

件
の
具
体
的
な
日
付
に
つ
い
て
記
し
て
い
な
い
。
し
か
し
か
れ
は
、
当
時
ハ
ー
メ
ル
ン
の
人
び
と
が
謎
の
楽
師
を
「
大
男
」
と
し
て
表

現
し
て
い
た
こ
と
、
男
が
失
踪
し
た
子
ど
も
を
探
し
ま
わ
る
母
親
た
ち
に
た
い
し
「
三
百
年
後
に
戻
っ
て
く
る
」
と
宣
告
し
た
こ
と
な

ど
を
記
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
描
写
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
超
自
然
的
な
性
格
を
増
幅
さ
せ
た
「
笛
吹
き
男
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
大
男
で
あ

る
こ
と
は
、「
笛
吹
き
男
」
が
特
異
な
外
見
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
さ
ら
に
か
れ
は
、
三
百
年
の
と
き
を
経
て
ふ
た
た
び
出
現

す
る
と
脅
し
た
と
い
う
。
こ
う
な
る
と
「
笛
吹
き
男
」
は
、
も
は
や
人
間
で
は
な
く
、
悪
魔
の
よ
う
な
存
在
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。
も
う
ひ
と
つ
注
目
さ
れ
る
の
は
、
子
ど
も
が
山
の
な
か
に
「
沈
ん
で
し
ま
っ
た
」
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
パ
ッ
シ
オ

ナ
ー
レ
』
に
あ
る
の
と
お
な
じ
表
現
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
な
る
資
料
は
、
ヨ
ブ
ス
・
フ
ィ
ン
ツ
ェ
リ
ウ
ス
の
『
奇
跡
の
印
』（
一
五
五
六
年
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
説
教
に
使
う
こ
と
の

で
き
る
奇
跡
譚
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
そ
の
な
か
に
ハ
ー
メ
ル
ン
の
事
件
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ン
ツ
ェ
リ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
一

五
三
三
年
か
ら
数
え
て
約
一
八
〇
年
前
（
一
三
五
〇
年
ご
ろ
）
の
マ
リ
ア
・
マ
グ
ダ
レ
ナ
の
日
（
七
月
二
二
日
）
に
、
悪
魔
が
人
間
の

姿
で
あ
ら
わ
れ
、
笛
の
音
で
子
ど
も
を
さ
ら
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
ほ
か
の
資
料
と
は
異
な
る
期
日
が
挙
げ
ら
れ
、「
笛

吹
き
男
」
と
悪
魔
が
同
一
視
さ
れ
て
い
る
。

　

フ
ィ
ン
ツ
ェ
リ
ウ
ス
の
著
書
で
聞
き
な
れ
ぬ
日
付
が
出
て
き
た
理
由
は
定
か
で
な
い
。
か
れ
自
身
は
、
ハ
ー
メ
ル
ン
に
滞
在
し
た
こ

と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
か
れ
は
日
付
を
聞
き
ち
が
え
た
か
、
伝
説
の
別
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
聞
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
フ
ィ
ン
ツ
ェ
リ

ウ
ス
の
ほ
か
に
も
こ
の
日
付
を
挙
げ
て
い
る
著
者
が
い
る
が
、
そ
れ
は
す
べ
て
か
れ
の
本
を
参
照
し
た
た
め
で
あ
る
。
ハ
ー
メ
ル
ン
で

は
、
事
件
の
日
付
は
一
貫
し
て
一
二
八
三
／
八
四
年
の
六
月
二
六
日
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
見
て
ま
ち
が
い
な
い
。
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ネ
ズ
ミ
捕
り
男
の
モ
チ
ー
フ　

さ
ら
に
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
子
ど
も
の
誘
拐
伝
説
と
ネ
ズ
ミ
捕
り
男
の
話
が
融
合
す
る
。
そ
の
最
初
の
例

は
、「
ツ
ィ
ン
メ
ル
ン
年
代
記
」（
一
五
六
四
―
六
六
年
）
に
見
い
だ
せ
る
。

　

内
容
を
要
約
す
る
と
、
か
つ
て
ハ
ー
メ
ル
ン
で
は
、
ネ
ズ
ミ
の
害
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
時
期
が
あ
っ
た
。
す
る
と
、
神
の
配
剤
に
よ

っ
て
か
「
ひ
と
り
の
見
知
ら
ぬ
、
素
性
の
わ
か
ら
な
い
男
な
い
し
放
浪
者
」
が
あ
ら
わ
れ
、
ネ
ズ
ミ
退
治
を
申
し
出
た
。
市
民
は
こ
れ

を
喜
び
、
数
百
グ
ル
デ
ン
の
報
酬
を
支
払
う
と
約
束
し
た
。
そ
こ
で
男
は
笛
の
音
で
町
中
の
ネ
ズ
ミ
を
呼
び
集
め
る
と
、
こ
れ
を
近
く

の
山
に
閉
じ
こ
め
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
状
況
が
一
変
す
る
や
市
民
は
態
度
を
変
え
、
た
い
し
た
苦
労
も
せ
ず
に
お
こ
な
っ
た
仕

事
に
な
ど
、
金
を
払
っ
て
た
ま
る
か
と
い
う
。
す
る
と
男
は
ふ
た
た
び
笛
を
吹
き
鳴
ら
し
た
。
そ
の
と
た
ん
、
子
ど
も
が
走
り
出
て
き

て
、
男
と
一
緒
に
近
郊
の
山
ま
で
つ
い
て
い
っ
た
。
そ
し
て
山
は
口
を
開
き
、
一
行
が
な
か
に
入
っ
た
あ
と
で
閉
じ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
。

　

ハ
ー
メ
ル
ン
の
誘
拐
伝
説
に
、
な
ぜ
ネ
ズ
ミ
捕
り
男
の
話
が
追
加
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
初
期
の
誘
拐
譚
を
聞
け
ば
誰
で
も
思
い

つ
く
「
な
ぜ
笛
吹
き
男
は
子
ど
も
を
誘
拐
し
た
の
か
？
」
と
い
う
問
い
に
答
え
る
た
め
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
後
述
す

る
よ
う
に
、
裏
切
ら
れ
た
ネ
ズ
ミ
捕
り
男
の
復
讐
譚
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
存
在
し
て
い
た
た
め
、
誘
拐
伝
説
か
ら
ネ
ズ
ミ
捕
り
男
伝

説
に
発
展
す
る
の
は
容
易
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
ネ
ズ
ミ
捕
り
男
の
話
は
た
ん
な
る
付
け
加
え
と
し
て
軽
ん
ず
る
べ
き
で
は
な
い
。「
笛

吹
き
男
」
の
な
か
に
来
訪
神
的
な
性
格
を
見
い
だ
す
う
え
で
、
こ
の
伝
説
の
発
展
は
重
要
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、「
ツ
ィ
ン
メ
ル
ン
年
代
記
」
は
一
九
世
紀
に
な
っ
て
は
じ
め
て
印
刷
さ
れ
た
の
で
、
後
世
に
与
え
た
影
響
は
少
な
か
っ

た
と
見
ら
れ
る
。
む
し
ろ
影
響
の
観
点
か
ら
重
要
な
の
は
、
一
六
世
紀
の
魔
女
狩
り
に
果
敢
に
抵
抗
し
た
ヨ
ー
ハ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ア
ー
の

『
悪
魔
の
眩
惑
』
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
こ
の
著
書
の
な
か
で
、「
魔
女
」
と
は
悪
魔
の
眩
惑
に
た
ぶ
ら
か
さ
れ
た
哀
れ
な
人
び
と
に
す
ぎ

な
い
の
で
、
か
の
女
ら
を
処
刑
す
る
の
は
誤
っ
て
い
る
と
説
い
た
。
ヴ
ァ
イ
ア
ー
は
そ
の
さ
い
、
過
去
に
知
ら
れ
て
い
る
悪
魔
の
暴
虐
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も
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
が
、
ハ
ー
メ
ル
ン
の
伝
説
も
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　

ヴ
ァ
イ
ア
ー
は
、
一
五
六
六
／
六
八
年
の
版
に
お
い
て
す
で
に
「
笛
吹
き
男
伝
説
」
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
か
れ
は
伝
説
に
個

人
的
な
興
味
を
い
だ
い
た
ら
し
く
、
一
五
七
七
年
、
一
五
八
〇
年
と
版
を
重
ね
て
い
く
な
か
で
情
報
を
追
加
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

少
し
長
く
な
る
が
一
五
八
六
年
の
版
を
引
用
し
た
い
。

そ
れ
に
似
つ
か
わ
し
い
の
は
、
そ
の
派
手
で
色
と
り
ど
り
の
服
装
ゆ
え
に
ブ
ン
テ
ィ
ン
グ
と
呼
ば
れ
て
い
た
笛
吹
き
男
の
実ヒ
ス
ト
リ
ア話で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
ハ
ー
メ
ル
ン
で
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
男
は
、
町
か
ら
大
き
な
ネ
ズ
ミ

も
し
く
は
ド
ブ
ネ
ズ
ミ
を
追
い
は
ら
っ
た
と
き
、
約
束
さ
れ
た
金
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
後
述
す
る
よ
う
な
恐
ろ
し
い
行

為
に
よ
っ
て
人
び
と
に
忘
恩
の
報
い
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
か
れ
は
、
一
二
八
四
年
六
月
二
六
日
に
ふ
た
た
び
町
に
や

っ
て
く
る
と
、
一
本
の
通
り
（
こ
の
事
件
ゆ
え
に
名
前
が
つ
い
て
い
る
）
を
と
お
っ
て
笛
を
吹
き
、
少
年
少
女
一
三
〇
人
を
集
め

る
な
り
、
町
を
出
て
街
道
に
面
す
る
コ
ッ
ペ
と
い
う
処
刑
場
へ
と
真
夜
中
ご
ろ
に
導
い
た
。
す
る
と
地
面
が
一
行
を
呑
み
こ
ん
で

し
ま
い
、
そ
の
後
か
れ
ら
の
う
ち
の
ひ
と
り
と
し
て
、
目
撃
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
ハ
ー
メ
ル
ン
の
市
参
事
会

議
事
録
や
年
代
記
に
熱
心
に
記
録
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
教
会
の
書
に
も
書
か
れ
て
い
る
。
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
も
描
か
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
わ
た
し
が
自
分
の
目
で
見
た
の
で
証
言
で
き
る
。
し
か
も
市
参
事
会
は
、
古
く
か
ら
こ
の
事
件
を
証
明
す
る

た
め
に
、
手
紙
や
遺
言
補
足
書
に
、
キ
リ
ス
ト
の
年
と
な
ら
ん
で
子
ど
も
の
出
立
の
年
を
書
き
留
め
る
の
を
常
と
し
て
い
る
。
お

ま
け
に
今
日
、
子
ど
も
が
と
お
っ
て
町
を
出
て
い
っ
た
通
り
で
は
、
こ
の
事
件
を
永
遠
に
記
憶
に
と
ど
め
る
た
め
に
誰
も
踊
っ
た

り
太
鼓
を
た
た
い
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
結
婚
式
の
列
が
と
お
る
と
き
で
さ
え
、
人
び
と
は
通
り
を
抜
け
る
ま

で
は
伴
奏
し
な
い
。
こ
の
通
り
な
い
し
小
路
に
は
名
前
が
あ
っ
て
、
舞
楽
禁
止
通
り
と
い
う
。
こ
の
事
件
は
朝
の
七
時
に
起
こ
っ
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た
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
成
長
し
て
結
婚
適
齢
期
に
さ
し
か
か
っ
た
市
長
の
娘
も
一
行
の
な
か
に
い
た
と
い
う
。
た
だ
ひ
と
り
の

少
年
だ
け
は
無
事
で
、
つ
い
て
い
こ
う
と
し
た
が
裸
だ
っ
た
の
で
、
服
を
着
る
た
め
に
と
っ
て
返
し
、
そ
れ
か
ら
他
の
子
ど
も
の

も
と
へ
と
急
い
だ
。
し
か
し
こ
の
あ
い
だ
に
、
か
れ
ら
は
み
な
一
緒
に
丘
の
小
さ
な
洞
窟
の
な
か
（
わ
た
し
は
こ
れ
を
見
せ
て
も

ら
っ
た
）
に
入
っ
て
い
き
、
二
度
と
目
撃
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
き
ら
か
な
の
は
、
笛
吹
き
男
は
嫌
悪
す
べ
き

悪
魔
以
外
の
何
者
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
悪
魔
は
常
に
、
殺
人
と
人
間
の
血
に
飢
え
、
渇
き
を
覚
え
る
の
だ
。

図 4 - 11、4 - 12　舞楽禁止通り（筆者撮影）
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こ
の
よ
う
に
、
じ
か
に
ハ
ー
メ
ル
ン
を
訪
問
し
た
こ
と
の
あ
る
ヴ
ァ
イ
ア
ー
は
、
当
地
で
見
た
と
い
う
教
会
の
本
（
お
そ
ら
く
ミ
サ

書
『
パ
ッ
シ
オ
ナ
ー
レ
』）、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
、
ハ
ー
メ
ル
ン
市
民
の
年
月
の
数
え
か
た
、
舞
楽
禁
止
通
り
（
図
4
―
11
・
12
）
な
ど

に
つ
い
て
ひ
と
と
お
り
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
か
れ
は
、
一
二
八
四
年
六
月
二
六
日
と
い
う
、
他
の
資
料
と
共
通
す
る
日
付
を
載
せ

た
。

　

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
子
ど
も
た
ち
が
山
で
失
踪
し
た
時
間
帯
と
し
て
真
夜
中
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
は

民
間
信
仰
に
お
い
て
、
夏
至
の
時
期
に
異
界
の
住
人
が
あ
ら
わ
れ
た
り
、
山
が
口
を
開
け
た
り
す
る
の
は
真
昼
か
真
夜
中
ご
ろ
と
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
ヴ
ァ
イ
ア
ー
は
、
フ
ィ
ン
ツ
ェ
リ
ウ
ス
と
同
様
、「
笛
吹
き
男
」
を
た
め
ら
う
こ
と
な
く
悪
魔
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

中
世
―
近
世
に
お
い
て
楽
師
が
と
り
わ
け
悪
魔
に
近
い
立
場
に
い
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
（
後
述
）。

絵
画
が
語
る
伝
説　

最
後
に
、
有
名
な
「
笛
吹
き
男
伝
説
」
の
絵
画
資
料
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
（
図
4
―
13
）。
こ
れ
は
一
五
九
二

年
の
も
の
だ
が
、「
笛
吹
き
男
」
が
ネ
ズ
ミ
を
退
治
す
る
様
子
、
子
ど
も
を
山
の
ふ
も
と
の
処
刑
場
付
近
ま
で
連
れ
て
い
く
様
子
が
描

か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
山
に
は
不
気
味
な
穴
が
口
を
開
け
て
い
て
、
子
ど
も
の
一
行
を
呑
み
こ
も
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
一
六
世

紀
末
の
人
間
が
視
覚
的
に
描
い
た
、
ハ
ー
メ
ル
ン
の
「
事
件
」
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
で
確
認
で
き
た
よ
う
に
、
伝
説
で
は
ハ
ー
メ
ル
ン
で
子
ど
も
失
踪
が
起
こ
っ
た
の
は
、
一
部
の
例
外
を
の
ぞ
い
て
一
二
八

三
／
八
四
年
の
六
月
二
六
日
（
ヨ
ハ
ネ
と
パ
ウ
ロ
の
日
）
と
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
を
誘
拐
し
た
と
い
う
「
笛
吹
き
男
」
は
、
美
し
く

り
っ
ぱ
に
着
飾
っ
て
い
た
、
大
男
で
あ
っ
た
、
派
手
で
色
と
り
ど
り
の
服
を
着
て
い
た
な
ど
と
報
告
さ
れ
た
。
そ
の
派
手
な
外
観
は
、

一
五
九
二
年
の
絵
画
で
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
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先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
放
浪
芸
人
は
し
ば
し
ば

贈
呈
さ
れ
た
り
っ
ぱ
な
服
を
着
た
。
し
か
も
赤
、
緑
、

茶
な
ど
の
色
を
あ
し
ら
っ
た
服
を
身
に
つ
け
て
、
ひ

と
の
目
を
引
こ
う
と
し
た
と
い
わ
れ
る
。
だ
が
伝
説

に
お
け
る
「
笛
吹
き
男
」
の
外
観
は
、
た
と
え
そ
れ

が
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
特
異
な
性
格
を

強
調
す
る
た
め
の
記
号
で
あ
る
と
も
解
釈
さ
れ
る
。

さ
ら
に
そ
の
特
性
は
、
魔
法
の
笛
と
い
う
ア
イ
テ
ム
、

三
百
年
後
に
戻
っ
て
く
る
な
ど
と
い
う
発
言
に
よ
っ

て
強
め
ら
れ
る
。
中
世
―
近
世
の
人
び
と
は
、
問
題

の
楽
師
を
、
実
在
の
人
間
と
し
て
見
る
だ
け
で
は
な

く
、
異
界
に
片
足
を
突
っ
こ
ん
だ
存
在
と
も
み
な
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

失
踪
原
因
を
め
ぐ
る
論
争　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ

ま
で
多
く
の
研
究
者
は
、
伝
説
の
核
に
は
「
歴
史
的

事
件
」
が
あ
る
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
推
測
を
し
て

き
た
。
た
と
え
ば
、
じ
っ
さ
い
に
は
ハ
ー
メ
ル
ン
の

図 4 - 13　アウグスティン・フォン・メールシュペルクの旅行記の挿絵
（Dobbertin, Hans: Quellensammlung zur Hamelner Rattenfängersage.）
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若
者
た
ち
は
一
二
五
九
／
六
〇
年
の
「
ゼ
ー
デ
ミ
ュ
ン
デ
の
戦
い
」
で
戦
死
し
た
と
か
（
戦
死
説
）、
東
方
へ
集
団
移
住
し
た
と
か
（
東

方
植
民
説
）、
ペ
ス
ト
で
死
ん
だ
（
ペ
ス
ト
説
）
な
ど
と
い
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
諸
説
を
細
か
く
検
証
す
る
こ
と
は
、
こ
の
本
の

目
的
で
は
な
い
。
た
だ
本
章
の
テ
ー
マ
と
の
関
係
で
重
要
と
思
わ
れ
る
研
究
に
の
み
、
少
し
言
及
し
て
お
き
た
い
。

　

ヴ
ィ
リ
ー
・
ク
ロ
ー
グ
マ
ン
と
ヴ
ァ
ル
ト
ラ
オ
ト
・
ヴ
ェ
ラ
ー
は
、
そ
れ
ぞ
れ
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
の
風
習
と
ハ
ー
メ
ル
ン
の
「
事
件
」
を

結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
。
た
と
え
ば
ク
ロ
ー
グ
マ
ン
は
、
こ
の
町
の
子
ど
も
が
失
踪
し
た
原
因
は
、
し
ば
し
ば
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に
発
生
し

た
舞
踏
病
で
あ
る
と
し
た
（
舞
踏
病
説
）。
舞
踏
病
と
は
、
一
六
世
紀
ま
で
観
察
さ
れ
た
現
象
で
、
こ
れ
に
と
り
つ
か
れ
た
人
び
と
は
、

疲
労
困
憊
し
て
倒
れ
る
ま
で
荒
々
し
く
踊
り
つ
づ
け
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
現
象
で
と
く
に
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
エ
ア
フ
ル
ト
の
事

件
で
あ
る
。
一
二
三
七
年
、
エ
リ
ザ
ベ
ト
の
列
聖
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
興
奮
し
た
百
人
ほ
ど
の
子
ど
も
た
ち
が
踊
り
狂
い
な
が
ら
、

親
の
知
ら
ぬ
う
ち
に
市
門
を
ぬ
け
て
遠
く
離
れ
た
ア
ル
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
に
達
し
、
そ
こ
で
疲
労
の
あ
ま
り
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。
ア
ル
ン

シ
ュ
タ
ッ
ト
の
通
報
を
受
け
る
ま
で
、
親
た
ち
は
子
ど
も
の
行
方
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
ハ
ー
メ
ル
ン
の
伝
説
を
強
く

想
起
さ
せ
る
話
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
舞
踏
病
は
、
聖
フ
ァ
イ
ト
の
踊
り
、
も
し
く
は
聖
ヨ
ハ
ネ
の
踊
り
と
い
っ
た
。
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
を
機
に
、
し
ば
し
ば
発
生
し

た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
一
三
七
四
年
に
は
、
こ
の
祭
り
を
き
っ
か
け
と
し
て
舞
踏
病
が
発
生
し
て
い
る
。
と
な
れ
ば
ハ
ー
メ
ル
ン

で
も
、
一
二
八
四
年
六
月
二
六
日
に
、
そ
の
よ
う
な
事
件
が
発
生
し
た
と
し
て
も
ふ
し
ぎ
で
は
な
い
。
そ
れ
に
、
子
ど
も
た
ち
を
舞
踏

病
に
か
り
た
て
る
人
物
と
し
て
、
楽
師
ほ
ど
ふ
さ
わ
し
い
人
物
は
ほ
か
に
い
な
い
。

　

ヴ
ェ
ラ
ー
の
場
合
は
、
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に
お
こ
な
わ
れ
た
火
祭
り
に
着
目
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
高
台
や
開
け
た
場

所
で
火
を
焚
く
風
習
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ラ
ー
は
、
ハ
ー
メ
ル
ン
の
子
ど
も
た
ち
は
―
場
合
に
よ
っ
て
は
楽
師
と
と
も
に
―
火
祭
り
を

し
に
「
イ
ト
河
畔
の
コ
ッ
ペ
ン
ブ
リ
ュ
ッ
ゲ
の
近
く
に
あ
る
、
岩
に
囲
ま
れ
て
き
わ
め
て
危
険
で
あ
っ
た
沼
地
」
ま
で
い
っ
て
、
そ
こ
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で
遭
難
し
た
の
だ
と
結
論
し
た
（
遭
難
説
）。

　

し
か
し
「
笛
吹
き
男
伝
説
」
に
は
、
た
ん
に
「
事
件
」
の
真
相
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
だ
け
で
は
割
り
切
れ
ぬ
、
何
か
が
あ
る
。
尋

常
な
ら
ざ
る
「
笛
吹
き
男
」
の
性
格
や
、
魔
法
の
笛
、
口
を
開
け
る
山
と
い
っ
た
話
ま
で
現
実
の
出
来
事
と
結
び
つ
け
る
こ
と
が
、
こ

の
伝
説
に
た
い
す
る
適
切
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
え
る
の
か
。

　

こ
の
伝
説
を
異
な
る
ふ
う
に
解
釈
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
一
九
世
紀
の
神
話
学
者
た
ち
で
あ
る
。
そ
の
代
表
者
と
し
て
は
、
Ｗ
・
ミ

ュ
ラ
ー
が
挙
げ
ら
れ
る
。
か
れ
は
、「
笛
吹
き
男
伝
説
」
に
歴
史
的
起
源
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
フ
ラ
ン
ス

な
ど
に
も
、
こ
れ
と
よ
く
似
た
話
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ベ
ル
フ
ァ
ス
ト
に
は
、
ハ
ー
メ
ル
ン
の
も
の
と
き
わ
め
て
よ
く
似
た
伝
説
が
伝
え
ら
れ
て
い
て
、
ジ
ェ

ー
ム
ズ
・
カ
ー
ク
パ
ト
リ
ッ
ク
（
一
六
九
六
―
一
七
七
〇
年
）
の
詩
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
一
七
五
〇
年
）。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
あ
る

と
き
バ
グ
パ
イ
プ
吹
き
が
音
楽
で
人
び
と
を
踊
り
に
駆
り
た
て
、
沿
岸
の
洞
穴
へ
誘
い
こ
ん
だ
。
す
る
と
地
面
が
か
れ
ら
を
呑
み
こ
ん

で
し
ま
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
伝
説
は
こ
う
で
あ
る
。
一
二
五
〇
年
の
こ
と
、
ド
ラ
ン
シ
ー
・
レ
・
ヌ
エ
村
が
ネ
ズ
ミ
の
被
害
に
悩
ま
さ
れ
て
い

た
。
そ
こ
で
カ
プ
チ
ン
派
修
道
士
が
よ
ば
れ
た
が
、
か
れ
は
「
デ
ー
モ
ン
」
を
使
っ
て
ネ
ズ
ミ
の
除
去
に
成
功
す
る
。
と
こ
ろ
が
村
人

が
報
酬
を
支
払
わ
な
か
っ
た
の
で
、
か
れ
は
魔
法
の
角
笛
で
家
畜
を
さ
ら
っ
て
い
っ
た
と
い
う
（
な
お
ミ
ュ
ラ
ー
が
挙
げ
て
い
る
ほ
か

に
も
、
ネ
ズ
ミ
捕
り
伝
説
や
子
ど
も
の
誘
拐
伝
説
は
各
地
に
存
在
し
て
い
る
）。

　

そ
の
う
え
で
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
ハ
ー
メ
ル
ン
の
話
に
代
表
さ
れ
る
誘
拐
伝
説
に
は
「
異
教
的
信
仰
の
残
滓
」
が
見
い
だ
さ
れ
る
と
主
張

す
る
。
か
れ
は
、「
笛
吹
き
男
」
に
は
異
教
的
な
小
人
や
妖
精
に
類
似
し
た
性
格
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

伝
説
で
語
ら
れ
て
い
る
「
笛
吹
き
男
」
の
特
異
な
服
装
は
、
伝
承
上
の
妖
精
の
姿
を
連
想
さ
せ
る
。
ま
た
、
不
当
な
あ
し
ら
い
を
受
け
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れ
ば
復
讐
す
る
の
は
妖
精
に
も
見
ら
れ
る
性
格
で
あ
り
、
か
れ
ら
が
音
楽
で
ひ
と
を
誘
惑
す
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
笛

吹
き
男
」
が
子
ど
も
を
さ
ら
っ
た
と
い
う
山
は
、
し
ば
し
ば
妖
精
の
住
処
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
ハ
ー
メ
ル

ン
で
起
こ
っ
た
歴
史
的
事
件
が
、
神
話
的
な
伝
承
と
融
合
す
る
な
か
で
「
笛
吹
き
男
伝
説
」
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。

　
「
笛
吹
き
男
伝
説
」
と
「
妖
精
伝
説
」
の
類
似
性
に
か
ん
す
る
ミ
ュ
ラ
ー
の
指
摘
は
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、

ハ
ー
メ
ル
ン
の
「
笛
吹
き
男
」
に
は
た
し
か
に
妖
精
か
悪
魔
の
よ
う
な
性
格
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
ミ
ュ
ラ
ー
は
結
局
、

聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に
ま
つ
わ
る
風
習
と
信
仰
に
着
目
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
か
れ
は
中
世
の
文
化
を
視
野
に
入
れ
な
か
っ
た
の
で
、

な
ぜ
伝
承
に
お
い
て
楽
師
と
妖
精
の
あ
い
だ
に
は
っ
き
り
し
た
区
別
が
な
い
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
な
い
。

　

筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
、「
笛
吹
き
男
伝
説
」
と
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に
ま
つ
わ
る
信
仰
と
の
関
連
に
気
が
つ
い
た
の
は
、
フ
ァ
ニ
ー
・
ロ
ス

テ
ク
＝
リ
ュ
ー
マ
ン
だ
け
で
あ
る
。
か
の
女
は
「
笛
吹
き
男
伝
説
」
に
か
ん
す
る
著
書
の
な
か
で
、
か
つ
て
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に
は
超
常
現

象
が
起
こ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
と
く
に
山
が
口
を
開
け
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

だ
が
残
念
な
こ
と
に
、
か
の
女
は
こ
の
問
題
に
深
く
立
ち
入
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
フ
ロ
イ
ト
に
感
化
さ
れ
た
学
者
と
し
て
、
リ

ュ
ー
マ
ン
は
む
し
ろ
、
中
世
こ
の
か
た
人
び
と
が
「
笛
吹
き
男
伝
説
」
を
執
拗
に
く
り
か
え
し
、
語
り
つ
い
で
き
た
そ
の
心
理
的
衝
動

を
さ
ぐ
る
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
子
ど
も
の
誘
拐
と
い
う
、
本
来
な
ら
嫌
悪
感
を
も
よ
お
す
よ
う
な
話
が
好
ん
で
語
ら
れ
て

き
た
の
か
。
か
の
女
の
説
明
で
は
、
親
と
い
う
も
の
は
ひ
そ
か
に
子
ど
も
を
厄
介
払
い
し
た
い
（
殺
し
た
い
）
と
い
う
欲
望
を
い
だ
く

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
笛
吹
き
男
」
に
子
ど
も
が
連
れ
て
い
か
れ
る
と
い
う
話
は
、
そ
う
し
た
大
人
の
欲
望
を
具
現
化
し
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
人
気
が
あ
る
の
だ
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
い
ま
ま
で
の
研
究
で
は
、「
笛
吹
き
男
伝
説
」
と
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に
ま
つ
わ
る
風
習
／
信
仰
と
の
関
係
が
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん

に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
信
じ
ら
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れ
て
い
た
の
か
、
こ
れ
を
も
っ
と
掘
り
さ
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
ハ
ー
メ
ル
ン
の
「
笛
吹
き
男
伝
説
」
が
、

祝
祭
に
ま
つ
わ
る
不
気
味
な
世
界
観
を
背
景
に
形
成
さ
れ
た
話
で
あ
る
こ
と
が
鮮
明
と
な
る
の
で
あ
る
。

三　
「
異
界
が
口
を
開
け
る
と
き
」
―
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に
ま
つ
わ
る
風
習
と
信
仰

聖
ヨ
ハ
ネ
祭
と
異
教
の
習
俗　

先
述
し
た
よ
う
に
、「
笛
吹
き
男
伝
説
」
の
内
容
を
考
え
る
に
は
、
六
月
二
三
―
二
四
日
を
中
心
に
も

よ
お
さ
れ
た
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に
焦
点
を
あ
て
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ク
リ
ス
マ
ス
、
ヴ
ァ
ル
プ
ル
ギ
ス
、
ハ
ロ
ウ
ィ
ー

ン
な
ど
と
お
な
じ
く
、
こ
の
時
期
に
は
異
界
が
口
を
開
け
、
そ
の
住
人
が
出
現
し
、
ひ
と
と
接
触
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。

　

聖
ヨ
ハ
ネ
祭
と
は
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
誕
生
を
記
念
す
る
祭
り
で
あ
る
。
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
は
、
中
世
に
お
い
て
と
り
わ
け
人
気
の
あ

っ
た
聖
人
で
あ
る
（
な
お
、
六
月
二
六
日
の
「
ヨ
ハ
ネ
と
パ
ウ
ロ
の
日
」
で
祝
祭
の
対
象
と
な
る
ヨ
ハ
ネ
と
は
ま
た
別
人
で
あ
る
）。『
新

約
聖
書
』
に
よ
れ
ば
、
か
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
到
来
を
人
び
と
に
告
げ
る
役
目
を
果
た
し
た
。
ま
た
ヨ
ル
ダ
ン
川
で
キ
リ
ス
ト
に
洗
礼
を

ほ
ど
こ
し
た
が
ゆ
え
に
、「
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
。「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」（
三
・
四
）
に
よ
れ
ば
、
か
れ
は
荒
野

で
暮
ら
し
、
ラ
ク
ダ
の
毛
皮
を
身
に
ま
と
っ
て
腰
に
皮
の
帯
を
し
め
、
イ
ナ
ゴ
と
野
蜜
を
食
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
中
世
美
術
に
お
い
て
は
、

か
れ
は
し
ば
し
ば
民
間
伝
承
に
出
て
く
る
野
人
の
よ
う
な
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
他
の
祭
日
と
お
な
じ
く
、
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
も
ま
た
、
前
キ
リ
ス
ト
教
的
な
祝
祭
が
キ
リ
ス
ト
教
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
な
か
で
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
は
、
冬
至
の
対
極
を
な
す
、
夏
至
を
祝
う
祭
り
で
あ
っ
た
（
な
お
夏
至
の
正
確
な
期
日

は
六
月
二
一
日
で
あ
る
）。
第
一
章
五
〇
ペ
ー
ジ
で
も
解
説
し
て
い
る
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
日
は
四
世
紀
に
一
二
月
二
五
日
と
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定
め
ら
れ
た
。
も
と
も
と
こ
の
こ
ろ
は
冬
至
に
あ
た
る
た
め
、
ロ
ー
マ
で
は
太
陽
神
ミ
ト
ラ
の
誕
生
が
祝
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
キ
リ

ス
ト
教
会
は
、
冬
至
祭
と
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
日
の
融
合
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
づ
い
て
教
会
は
、
夏
至
祭
に
も
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
人
を
す
え
た
が
、
こ
の
人
物
こ
そ
ヨ
ハ
ネ
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
拠
と
な

っ
た
の
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
語
っ
た
「
あ
の
方
は
栄
え
、
わ
た
し
は
衰
え
ね
ば
な
ら
な
い
」（「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
三
・
三
〇
）
と
い

う
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
冬
至
を
境
に
太
陽
の
力
が
増
す
の
に
た
い
し
、
夏
至
に
は
逆
に
弱
く
な
る
と
い
う
自
然
の
リ
ズ
ム
に
相
当

す
る
。

　

し
か
も
、「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」（
一
―
二
）
に
お
い
て
、
ヨ
ハ
ネ
は
キ
リ
ス
ト
よ
り
も
六
ヶ
月
早
く
生
ま
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
一
二
月
二
五
日
か
ら
六
ヶ
月
引
く
と
六
月
二
五
日
に
な
る
。
さ
ら
に
古
く
は
六
月
二
四
日
が
夏
至
に
あ
た
る
と
考

え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
日
に
「
ヨヨ

ハ
ニ
ス
タ
ー
ク

ハ
ネ
の
日
」
が
制
定
さ
れ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
に
い
と
な
ま
れ
た
風
習
は
、
き
わ
め
て
「
異
教
的
」
色
彩
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
キ

リ
ス
ト
教
の
著
述
家
で
さ
え
認
め
て
い
る
。

　

聖
ヨ
ハ
ネ
祭
の
風
習
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
耕
牧
畜
文
化
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
ヴ
ェ
ラ
ー
も
関
心

を
示
し
た
「
ヨヨ

ハ
ニ
ス
フ
ォ
イ
ア
ー

ハ
ネ
の
火
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
あ
る
い
は
そ
の
前
夜
（「
ヨヨ

ハ
ニ
ス
ナ
ハ
ト

ハ
ネ
の
夜
」
と
い
う
）
に
、
高
台
や
開
け

た
場
所
で
点
け
ら
れ
る
大
き
な
焚
き
火
の
こ
と
で
、
こ
れ
を
囲
ん
で
人
び
と
は
歌
い
、
ダ
ン
ス
に
打
ち
興
じ
た
。
さ
ら
に
男
女
の
カ
ッ

プ
ル
が
手
に
手
を
と
っ
て
そ
の
う
え
を
飛
び
越
え
た
り
、
家
畜
が
火
の
な
か
を
く
ぐ
ら
せ
ら
れ
た
り
し
た
（
図
4
―
14
・
15
）。
こ
う

し
た
風
習
に
か
ん
す
る
報
告
は
中
世
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
が
、
な
か
で
も
有
名
な
の
は
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ベ
ー
ム
ス
の
文
章
（
一
五
二
〇
年
）

で
あ
る
。

　

か
れ
に
よ
る
と
、
ヨ
ハ
ネ
の
夜
に
は
、
ド
イ
ツ
中
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
火
が
と
も
さ
れ
、
歌
い
、
輪
舞
す
る
た
め
に
老
い
も
若
き
も
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図 4 - 14、図 4 - 15　ヨハネの火の様子（植田重雄『ヨーロッパの祭と伝承』、Becker-
Huberti, Manfred: Lexikon der Bräuche und Feste.）
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参
加
し
た
。
ま
た
人
び
と
は
バ
イ
フ
ス
﹇
ヨ
モ
ギ
属
﹈
や
ク
マ
ツ
ヅ
ラ
の
花
環
で
み
ず
か
ら
を
飾
り
、
騎リ
ッ
タ
ー
シ
ュ
ポ
ル
ン

士
の
拍
車
﹇
ヒ
エ
ン
ソ
ウ
﹈

と
呼
ば
れ
る
薬
草
を
も
ち
、
こ
れ
を
と
お
し
て
火
を
見
つ
め
た
。
そ
う
す
る
と
、
眼
を
一
年
間
病
気
か
ら
守
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
現
場
を
立
ち
去
る
と
き
は
、
身
に
つ
け
て
い
た
薬
草
を
「
わ
が
す
べ
て
の
災
禍
が
消
え
、
燃
え
て
し
ま
い
ま
す

よ
う
に
！
」
と
唱
え
つ
つ
投
げ
入
れ
た
。
ま
た
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
近
郊
の
山
で
は
、
祭
り
の
前
に
宮
廷
の
人
び
と
に
よ
っ
て
火
が
つ
け

ら
れ
、
そ
の
な
か
に
穴
の
あ
い
た
木
の
円
盤
が
く
べ
ら
れ
た
。
円
盤
が
燃
え
は
じ
め
る
と
、
こ
れ
に
し
な
り
や
す
い
棒
を
挿
し
こ
ん
で
、

マ
イ
ン
川
へ
と
投
げ
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
、
炎
の
龍
が
飛
び
ま
わ
っ
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

一
九
世
紀
に
な
っ
て
も
、
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ぬ
風
習
が
残
存
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
地
域
の
ひ
と
つ
に
、
ド
イ
ツ
南
西
部
の

オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
地
方
が
挙
げ
ら
れ
る
。
エ
ル
ン
ス
ト
・
マ
イ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
方
の
人
び
と
は
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
開

け
た
場
所
や
十
字
路
で
火
を
焚
き
、
そ
の
う
え
を
飛
び
こ
し
た
。
そ
の
さ
い
、「
聖
ヨ
ハ
ネ
様
、
麻
が
三
エ
レ
ま
で
伸
び
ま
す
よ
う
に
！
」

と
叫
ぶ
の
が
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
豊
饒
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば

健
康
の
た
め
、
背
を
高
く
す
る
た
め
、
魔
法
に
か
け
ら
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
と
い
っ
た
願
い
と
と
も
に
、
火
の
う
え
を
飛
ぶ
こ
と
が
あ

っ
た
。

　

ヨ
ハ
ネ
の
火
は
、
一
二
―
一
三
世
紀
あ
た
り
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
広
く
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
も
例
外
で
は
な
い
。

こ
れ
は
、
火
祭
り
が
キ
リ
ス
ト
教
に
統
合
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
著
述
家
た
ち
の
話
題
に
の
ぼ
り
は
じ
め
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

ド
イ
ツ
の
ヨ
ハ
ネ
の
火
に
か
ん
す
る
資
料
は
、
こ
の
風
習
を
く
わ
し
く
調
査
し
た
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
が
引
用
・
掲
載

し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
れ
を
参
照
し
な
が
ら
ヨ
ハ
ネ
の
火
の
歴
史
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　

フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
が
挙
げ
た
な
か
で
も
っ
と
も
古
い
資
料
は
、
ナ
イ
セ
大
聖
堂
に
あ
る
一
二
世
紀
の
手
写
本
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

ヨ
ハ
ネ
の
日
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
龍
の
こ
と
も
言
及
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
問
題
は
あ
と
で
ふ
た
た
び
と
り
あ
げ
る
）。
ヨ
ハ
ネ
の
火
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図 4 - 16、図 4 - 17　現代おこなわれるエーアヴァルト（オーストリア）
　　　　　　　　　のヨハネの火。山岳に点火される （筆者撮影）
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に
た
い
す
る
禁
令
は
、
一
四
〇
八
年
に
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
で
、
一
四
二
八
年
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
ろ
の

聖
職
者
は
、
夏
至
の
火
祭
り
に
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
で
比
較
的
寛
容
な
態
度
を
示
し
て
い
た
。

　

王
侯
貴
族
も
火
祭
り
に
熱
心
に
参
加
し
た
。
た
と
え
ば
一
四
〇
一
年
に
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
公
爵
と
そ
の
妻
が
、
中
央

広
場
で
ヨ
ハ
ネ
の
火
を
焚
き
、
市
民
た
ち
と
と
も
に
ダ
ン
ス
し
た
と
い
う
。
一
四
七
一
年
に
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
三
世
（
一
四
一
五
―
九
三
年
）
が
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
の
中
央
広
場
で
火
祭
り
に
参
加
し
た
。
こ
の
と
き
は
か
れ
の
妻
や
家
来
だ

け
で
な
く
、
三
人
の
司
教
も
く
わ
わ
っ
て
い
た
。
し
か
も
皇
帝
の
喜
び
よ
う
は
た
い
そ
う
な
も
の
で
、
腕
を
振
り
か
ざ
し
て
火
の
ま
わ

り
を
踊
り
、「
不
快
な
こ
と
は
す
べ
て
お
忘
れ
に
な
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
」
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

一
四
九
六
年
に
は
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
で
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
（
一
四
五
九
―
一
五
一
九
年
）
と
フ
ェ
リ
ペ
美
麗
王
（
一
四

七
八
―
一
五
〇
六
年
）
が
、
ヨ
ハ
ネ
の
火
を
点
火
さ
せ
た
。
フ
ェ
リ
ペ
は
こ
の
と
き
、
町
一
番
の
美
女
と
と
も
に
火
の
ま
わ
り
を
踊
っ

た
と
い
う
。
一
五
三
〇
年
に
も
皇
帝
カ
ー
ル
五
世
（
一
五
〇
〇
―
一
五
五
八
年
）
が
「
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
や
太
鼓
の
鳴
り
響
く
な
か
」
ヨ

ハ
ネ
の
火
を
点
け
さ
せ
た
。
さ
ら
に
か
れ
は
、
焚
き
火
の
て
っ
ぺ
ん
に
あ
っ
た
花
輪
を
と
っ
て
き
た
靴
職
人
に
贈
り
物
を
し
て
い
る
。

一
五
七
八
年
に
は
、
リ
ー
グ
ニ
ッ
ツ
の
公
爵
ハ
イ
ン
リ
ヒ
十
一
世
が
山
で
火
を
つ
け
、
百
本
の
銃
、
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
、
太
鼓
を
鳴
ら
し

て
盛
大
に
祝
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
一
五
一
七
年
に
宗
教
改
革
が
は
じ
ま
っ
て
の
ち
、
ヨ
ハ
ネ
の
火
は
「
異
教
的
」
で
あ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
ゆ
く
。
た
だ
批
判
し
た
人
び
と
は
、
そ
の
さ
い
祭
り
の
も
よ
う
を
描
写
し
た
の
で
、
わ
れ
わ
れ
に
か
け
が
え
の
な
い
情
報
も
提
供
し

て
く
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
ラ
ン
グ
フ
ェ
ル
デ
ン
の
牧
師
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
マ
ン
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
火
が
出
す
煙
が
、
家
畜
の

疫
病
に
た
い
す
る
防
衛
手
段
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
一
六
九
六
年
に
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
火
か
ら
で
き
た
灰
が
害
虫
駆

除
の
た
め
耕
作
地
に
ま
か
れ
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
一
七
一
一
年
に
は
、
ゴ
ル
ツ
ォ
ウ
の
牧
師
ト
リ
ー
レ
ン
ベ
ル
ク
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が
、
人
び
と
が
ワ
ラ
で
で
き
た
車
輪
に
火
を
つ
け
、
こ
れ
を
町
の
通
り
に
転
が
し
た
あ
と
、
火
勢
が
弱
ま
っ
た
の
を
見
計
ら
っ
て
そ
の

う
え
を
家
畜
に
歩
か
せ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　

一
六
世
紀
半
ば
か
ら
、
ヨ
ハ
ネ
の
火
に
た
い
す
る
禁
令
が
あ
ち
こ
ち
で
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
一
五
五
五
年
に
ヴ
ァ

イ
ケ
ン
ド
ル
フ
、
一
五
五
九
年
に
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
、
一
五
六
六
年
に
は
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
順
で
禁
止
・
廃
止
が
宣
告
さ
れ
て
い
る
。

目
立
つ
の
は
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
の
例
で
、
か
の
町
で
は
一
五
八
九
年
、
一
五
九
五
年
、
一
六
四
九
年
と
立
て
つ
づ
け
に
禁
令
が

出
さ
れ
、
一
七
三
四
年
に
は
そ
れ
が
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
＝
リ
ュ
ー
ネ
ブ
ル
ク
選
帝
侯
国
全
域
に
及
ん
で
い
る
。
同
様
に
ヴ
ァ
イ

ケ
ン
ド
ル
フ
（
一
六
九
七
年
、
一
七
四
八
年
）、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
（
一
七
五
一
年
）
で
も
禁
令
が
く
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　

禁
令
が
く
り
返
さ
れ
た
こ
と
は
逆
に
、
ヨ
ハ
ネ
の
火
が
し
ぶ
と
く
残
存
し
て
い
た
事
実
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
火
祭
り
が
、

生
活
に
欠
か
せ
ぬ
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
禁
令
が
奏
功
し
、
火
祭
り
が
少
な
く
と
も
都
市
部
か
ら
消
え
た
の

は
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
ロ
マ
ン
主
義
の
影
響
で
ヨ
ハ
ネ
の
火
が
ふ
た
た
び
脚
光
を
浴

び
、
さ
ら
に
ヒ
ト
ラ
ー
政
権
下
で
は
盛
大
に
も
よ
お
さ
れ
た
。
ナ
チ
ス
が
、
こ
の
火
祭
り
を
ゲ
ル
マ
ン
的
風
習
と
み
な
し
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
に
利
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
八
二
年
に
は
、
ニ
ー
ダ
ー
エ
ー
ス
タ
ー
ラ
イ
ヒ
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
東
部
の
州
）
の
四
五
〇
の

地
域
で
ま
だ
ヨ
ハ
ネ
の
火
が
点
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
図
4
―
16
・
17
は
い
ま
の
火
祭
り
を
撮
影
し
た
も
の
）。

　

な
お
、
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
の
火
祭
り
が
ド
イ
ツ
語
圏
だ
け
で
な
く
、
ロ
シ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
、
イ
タ
リ
ア
、
ギ
リ
シ
ア
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
フ
レ
イ
ザ
ー
や
ヤ
ー
コ
プ
・
グ
リ
ム
が
解
説
し
て
い
る
。
オ
ー

ス
ト
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
カ
ン
デ
ィ
ナ
ヴ
ィ
ア
な
ど
で
は
ワ
ラ
人
形
を
燃
や
す
風
習
も
見
ら
れ
た
。
ま
た
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
地
方
の
ヨ

ハ
ネ
の
火
祭
り
は
、『
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
パ
ル
ド
ン
祭
り
』（
新
谷
尚
紀
・
他
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
風
習
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
エ
ー
ダ
ー
ス
レ
ー
ヴ
ェ
ン
で
は
、
長
い
幹
の
先
に
タ
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ー
ル
の
入
っ
た
樽
を
結
び
つ
け
、
そ
の
幹
を
鎖
で
固
定
し
た
。
そ
し
て
樽
に
火
を
点
け
て
、
人
び
と
が
歓
声
を
あ
げ
る
な
か
、
こ
れ
を

ぐ
る
ぐ
る
と
回
転
さ
せ
た
と
い
う
。

　

さ
ら
に
五
月
祭
（
第
二
章
参
照
）
に
よ
く
似
た
風
習
を
も
つ
地
域
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
地
方
（
ド
イ
ツ
中
部
）

の
ザ
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
子
ど
も
た
ち
は
、
ロ
ー
プ
で
通
り
を
封
鎖
し
て
、
そ
れ
を
白
樺
と
花
輪
で
飾
り
、
家
々
の
前
に
も
白
樺
を
置
く

と
、
一
本
の
木
を
中
央
に
立
て
て
そ
の
ま
わ
り
を
踊
っ
た
。
も
し
誰
か
が
そ
こ
を
と
お
り
抜
け
よ
う
と
し
た
ら
、
い
く
ら
か
金
を
払
う

こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
す
れ
ば
、
通
行
人
は
音
楽
を
聞
か
せ
て
も
ら
い
、
さ
ら
に
白
樺
を
受
け
と
っ
た
と
い
う
。

　

祭
り
の
参
加
者
が
、
薬
草
で
編
ん
だ
輪
を
身
に
ま
と
い
、
不
浄
が
と
り
除
か
れ
る
の
を
念
じ
つ
つ
そ
れ
を
火
に
投
じ
て
い
た
の
は
、

ベ
ー
ム
ス
の
報
告
に
も
あ
っ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
薬
草
の
使
い
道
は
あ
っ
て
、
バ
イ
フ
ス
、
オ
ー
ク
の
葉
、
シ
ダ
（
ビ
ン
ゲ

ン
の
ヒ
ル
デ
ガ
ル
ト
は
悪
魔
よ
け
と
し
て
推
奨
し
て
い
る
）、
ヨ
ハ
ニ
ス
ク
ラ
ウ
ト
（
オ
ト
ギ
リ
ソ
ウ
属
）、
ヒ
エ
ン
ソ
ウ
な
ど
の
輪
を

家
に
飾
る
風
習
が
見
ら
れ
た
。
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
ベ
ッ
カ
ー
＝
フ
ベ
ル
テ
ィ
の
『
風
習
・
祝
祭
事
典
』
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
ヨ
ハ
ネ
の

夜
に
放
た
れ
る
悪
霊
か
ら
家
や
農
場
を
守
る
た
め
で
あ
っ
た
。
戸
に
ほ
う
き
を
十
字
の
か
た
ち
に
組
ん
で
立
て
か
け
て
お
く
の
も
、
同

様
の
目
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
ド
イ
ツ
中
央
部
で
は
、
悪
天
候
の
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
家
の
う
え
に
輪
が
投
げ
あ
げ
ら
れ
た
。
ザ
ク
セ
ン

の
村
や
町
で
は
、
花
と
葉
で
冠
が
編
ま
れ
、
帯
や
布
で
飾
り
つ
け
た
あ
と
翌
朝
家
々
の
前
に
吊
る
さ
れ
た
。「
人
び
と
の
話
で
は
、
ヨ

ハ
ネ
の
冠
を
か
け
て
お
か
な
か
っ
た
家
に
は
、
一
年
幸
福
が
訪
れ
な
い
」
と
一
八
四
六
年
に
エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ン
マ
ー
は
解
説
し
て
い
る

（『
ザ
ク
セ
ン
と
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
伝
説
、
メ
ル
ヘ
ン
、
風
習
』）。

　

さ
ら
に
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
は
、
ド
イ
ツ
各
地
で
薬
草
が
集
め
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
薬
草
が
特
別
に
強
い
力
を
も
つ
と
さ
れ
て
い

た
た
め
で
あ
る
。
メ
ッ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
（
ド
イ
ツ
北
東
部
）
で
は
薬
草
、
と
く
に
木
の
根
は
、
正
午
に
沈
黙
し
た
ま
ま
集
め
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
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こ
う
し
た
風
習
に
く
わ
え
て
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
地
方
の
ラ
イ
マ
ン
の
よ
う
に
、
ヨ
ハ
ネ
の
夜
に
水
浴
び
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
一
三
三
七
年
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ペ
ト
ラ
ル
カ
が
伝
え
て
い
る
行
為
に
重
な
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
ケ
ル
ン
で
は
ヨ
ハ
ネ

の
夜
に
薬
草
を
身
に
つ
け
た
女
性
た
ち
が
ラ
イ
ン
河
に
入
っ
て
手
や
腕
を
清
め
た
と
い
う
。
か
の
女
た
ち
は
、
こ
れ
は
と
て
も
古
い
風

習
で
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
す
べ
て
の
不
幸
を
洗
い
流
す
こ
と
が
で
き
る
と
語
っ
た
。

　

ヨ
ハ
ネ
の
日
に
飲
み
食
い
す
る
と
い
う
習
慣
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
ク
で
は
、
か
つ
て
「
ヨ
ハ
ネ
の
祝
福
」
と
か
「
ヨ

ハ
ネ
の
飲
酒
」
と
呼
ば
れ
る
し
き
た
り
が
あ
っ
て
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
隣
人
、
知
り
合
い
、
親
族
ら
と
と
も
に
家
の
前
で
飲
み
食
い
し
た

と
い
う
。
ユ
ー
バ
ー
リ
ン
ゲ
ン
で
は
過
去
に
ツ
ン
フ
ト
が
集
ま
っ
て
似
た
よ
う
な
集
会
を
開
い
て
い
た
。
バ
イ
ジ
ン
ゲ
ン
で
は
、
教
会

で
ワ
イ
ン
を
清
め
て
も
ら
っ
た
あ
と
、
こ
れ
を
全
員
ジ
ョ
ッ
キ
で
飲
み
干
し
た
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
年
間
毒
や
魔
法
か
ら

守
ら
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ア
ン
ゲ
リ
カ
・
フ
ァ
イ
ル
ハ
ウ
ア
ー
の
『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
祝
祭
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
に
は
ブ
レ
ネ
ッ
セ
ル
（
イ
ラ
ク
サ
属
）
入

り
の
ケ
ー
キ
も
食
さ
れ
た
。
こ
れ
は
水
の
精
が
か
け
て
く
る
魔
法
に
対
抗
す
る
た
め
の
薬
草
で
あ
っ
た
。
ホ
ル
ン
ダ
ー
（
ニ
ワ
ト
コ
属
）

入
り
の
ケ
ー
キ
も
食
べ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
一
年
間
病
気
を
防
ぐ
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
な
お
新
人
の
共
同
体
へ
の
加
入
、
争
い
の

調
停
、
雇
用
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
も
ヨ
ハ
ネ
の
日
で
あ
る
。

聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に
あ
ら
わ
れ
る
異
界
の
住
人
た
ち　

ヨ
ハ
ネ
の
日
や
そ
の
前
夜
に
は
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
風
習
が
い
と
な
ま
れ
て
い

た
が
、
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
あ
ら
わ
れ
て
災
厄
を
も
た
ら
す
悪
霊
を
追
い
は
ら
う
こ
と
も
、
そ
の
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。『
黄
金

伝
説
』（
一
三
世
紀
）
の
な
か
で
、
ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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こ
の
日
、
死
ん
だ
動
物
の
骨
を
あ
ち
こ
ち
か
ら
拾
い
あ
つ
め
て
き
て
焼
く
習
慣
が
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ベ
レ
ト
﹇
一
二
世
紀
の
典

礼
学
者
﹈
が
伝
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
れ
に
は
ふ
た
つ
の
理
由
が
あ
る
と
い
う
。
ひ
と
つ
に
は
、
こ
れ
ら
は
、
古
く
か

ら
の
習
慣
を
守
り
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
竜
と
よ
ば
れ
る
怪
獣
が
い
て
、
空
を
飛
び
、
水
の
な
か
を
泳
ぎ
、
地
を

は
い
ま
わ
る
。
空
を
飛
ぶ
と
き
、
欲
情
を
も
よ
お
し
て
、
精
液
を
深
い
湖
や
川
に
た
ら
す
。
す
る
と
、
こ
の
た
め
に
そ
の
年
は
た

く
さ
ん
の
死
人
が
出
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、
動
物
の
骨
を
大
量
に
焼
き
、
そ
の
煙
で
竜
ど
も
を
退
散
さ
せ
る
と
い

う
手
を
考
え
だ
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
行
事
は
、
聖
ヨ
ハ
ネ
の
祝
日
の
こ
ろ
に
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
、
今
日
で
も
古
式
を
守
っ
て

い
る
人
た
ち
が
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
は
、
聖
ヨ
ハ
ネ
の
遺
体
が
か
つ
て
セ
バ
ス
テ
で
外
道
の
者
た
ち

に
焼
か
れ
た
こ
と
を
こ
れ
に
よ
っ
て
記
念
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。（
前
田
敬
作
・
他
訳
）

　

こ
れ
と
同
様
の
こ
と
は
、
ナ
イ
セ
大
聖
堂
に
あ
る
最
古
の
資
料
（
一
二
世
紀
）
に
も
書
か
れ
て
い
る
。

　

夏
至
の
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
て
害
を
な
す
存
在
の
こ
と
は
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
な
お
語
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
カ
ー

ル
・
バ
ル
チ
ュ
に
よ
る
と
、
メ
ッ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
＝
フ
ォ
ア
ポ
ン
メ
ル
ン
地
方
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
や
そ
の
前
夜
に
は
「
悪
い
ク
レ
ー

プ
ス
」（
ザ
リ
ガ
ニ
も
し
く
は
ケ
ラ
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
）
が
飛
び
ま
わ
り
、
毒
を
撒
き
散
ら
す
と
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

し
た
が
っ
て
こ
の
日
に
は
、
は
だ
し
で
走
り
ま
わ
っ
た
り
、
洗
濯
物
を
外
に
干
し
た
ま
ま
に
し
て
お
く
と
危
険
で
あ
る
、
も
し
そ
う
す

れ
ば
癌
ク
レ
ー
プ
スに

な
る
と
怖
れ
ら
れ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
、
北
欧
（
ノ
ル
ラ
ン
ド
）
で
も
、
ヨ
ハ
ネ
の
火
は
デ
ー
モ
ン
を
は
ら
う
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
そ
の
夜
出
て
歩
く
と
い
う
ツ
ロ
ル
そ
の
他
の
悪
魔
ど
も
の
力
を
封
じ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
神
秘
的
な
季
節
に
な
る
と
、
山
々
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が
口
を
開
き
、
そ
の
深
い
洞
穴
の
底
か
ら
う
す
気
味
の
悪
い
連
中
が

現
わ
れ
て
、
し
ば
し
の
あ
い
だ
踊
り
た
わ
む
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
農

民
の
信
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
も
し
ツ
ロ
ル
の
あ
る
者
が
人
里
近

く
い
る
な
ら
、
そ
奴
は
必
ず
姿
を
現
わ
す
。
ま
た
あ
る
動
物
、
た
と

え
ば
牡
山
羊
と
か
牝
山
羊
と
か
が
、
燃
え
さ
か
っ
て
ぱ
ち
ぱ
ち
は
ぜ

て
い
る
火
の
傍
に
姿
を
見
せ
た
な
ら
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
こ
の

悪
者
が
姿
を
現
わ
し
た
の
だ
と
農
民
は
固
く
信
じ
こ
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。（
フ
レ
イ
ザ
ー
『
金
枝
篇
』
四
、
永
橋
卓
介
訳
）

　

フ
ロ
イ
デ
ン
タ
ー
ル
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
火
が
「
浄
火
」
の
性
格
に
似
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
浄
火
と
は
、
家
畜
の
あ
い
だ
に
疫
病
が
広
ま

る
な
ど
、
共
同
体
が
災
厄
に
見
舞
わ
れ
た
と
き
に
点
け
ら
れ
た
火
で
あ
る
。

夏
至
を
境
に
は
じ
ま
る
盛
夏
に
は
、
家
畜
の
あ
い
だ
で
病
気
の
広
が
り
や

す
い
こ
と
が
経
験
上
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
予
防
す
る
た
め
の
浄
火
と

し
て
、
ヨ
ハ
ネ
の
火
が
と
も
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
る
。
聖

ヨ
ハ
ネ
祭
に
あ
ら
わ
れ
て
毒
を
ま
く
悪
霊
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
も
と
も
と
現

実
体
験
と
も
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
夏
至
に
ま
つ
わ
る
不
気
味
な
信
仰
を
さ
ぐ
る
う
え
で
欠
か
せ
な

図 4 - 18 中世の人びとはしばしば病気を飛びまわる龍としてイメージしていたらしい。
この 15 世紀の絵はそのことを示すもので、町に荒れ狂うペストが龍の姿で表
現されている。（Fuhrmann, Bernd: Die Stadt im Mittelalter.）
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い
の
は
、
一
九
―
二
〇
世
紀
に
収
集
さ
れ
た
民
間
伝
説
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
ら
が
収
集
さ
れ
た
の
は
、
ハ
ー
メ
ル
ン
の
「
子
ど
も
失

踪
事
件
」
か
ら
六
〇
〇
年
も
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
一
九
世
紀
の
想
像
力
に
富
む
収
集
家
た
ち
が
、
勝
手
に
伝
説
の
内
容

に
手
を
入
れ
た
り
、
複
数
の
伝
承
を
切
り
貼
り
し
た
と
い
う
事
実
が
問
題
視
さ
れ
て
久
し
い
。
し
か
し
こ
う
し
た
点
を
考
慮
に
入
れ
て

も
な
お
、
こ
れ
ら
は
前
近
代
的
な
世
界
観
を
知
る
う
え
で
欠
か
せ
ぬ
資
料
な
の
で
あ
る
。
役
に
立
た
ぬ
と
切
り
す
て
る
前
に
、
ま
ず
は

そ
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
ド
イ
ツ
各
地
に
伝
わ
る
伝
説
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
の
あ
た
り
に
な
る
と
水
の
精
が
あ
ら
わ
れ
、
ひ
と
を
水
中
に
引
き
こ
む
と
信
じ

ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ゾ
ン
マ
ー
の
伝
説
集
に
は
こ
う
あ
る
。

ヨ
ハ
ネ
の
日
に
、
エ
ル
ベ
川
、
ザ
ー
レ
川
、
ウ
ン
ス
ト
ル
ー
ト
川
、
エ
ル
ス
タ
ー
川
の
ニ
ク
ス
﹇
水
の
精
﹈
は
生
け
贄
を
求
め
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
多
く
の
船
乗
り
は
必
要
の
な
い
か
ぎ
り
船
出
し
よ
う
と
し
な
い
。

　

同
様
の
こ
と
は
、
プ
ラ
イ
セ
川
、
パ
ル
テ
川
、
イ
ー
ナ
川
、
フ
ル
ダ
川
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
て
お
り
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
は
水
の
精
が

生
け
贄
を
求
め
る
と
さ
れ
た
。
一
六
六
九
年
に
ヨ
ハ
ネ
ス
・
プ
レ
ト
リ
ウ
ス
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
つ
ぎ
の
文
章
は
、
こ
う
し
た
信
仰
を

反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

六
月
に
ラ
イ
プ
チ
ヒ
に
お
い
て
、
ラ
イ
ニ
ッ
シ
ェ
ン
門
と
跣バ
イ
フ
ュ
ー
サ
ー

足
修
道
士
門
の
あ
い
だ
で
、
水
面
を
一
匹
の
湖ゼ
ー
ニ
ク
ス

の
精
が
泳
い
で
い
る

の
が
目
撃
さ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
七
月
九
日
に
ブ
ロ
ー
ゼ
と
い
う
ロ
バ
飼
い
の
息
子
が
、
そ
こ
で
水
浴
び
し
て
い
て
溺
死
し
た
。（『
怪

奇
な
る
く
じ
壷
』）
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さ
ら
に
現
在
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
と
な
っ
て
い
る
西
ポ
ン
メ
ル
ン
地
方
の
マ
デ
ュ
ー
湖
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
な
る
と
湖
が
ひ
と
を
呑
み

こ
む
の
で
、
船
乗
り
は
船
を
出
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
の
時
期
に
は
水
は
癒
し
の
力
を
も

つ
ば
か
り
で
は
な
い
―
危
険
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ヨ
ハ
ネ
の
日
の
不
吉
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
ラ
イ
ン
河
流

域
に
伝
わ
る
つ
ぎ
の
文
言
に
よ
っ
て
も
た
し
か
め
ら
れ
よ
う
。

聖
ヨ
ハ
ネ
は
、
十
四
人
の
死
人
を
欲
し
が
っ
て
い
る
。
七
人
は
水
の
中
で
、
七
人
は
陸
の
上
で
。（
ヘ
デ
ィ
・
レ
ー
マ
ン
『
ド
イ

ツ
の
民
俗
』
川
端
豊
彦
訳
）

　

ま
た
ド
イ
ツ
語
圏
な
ら
び
に
そ
の
周
辺
国
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
は
水
の
精
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
デ
ー
モ
ン
が
あ
ら
わ
れ
る
と
伝

え
ら
れ
て
い
た
。
ド
イ
ツ
東
部
の
ラ
ウ
ジ
ッ
ツ
地
方
に
伝
わ
る
伝
説
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ガ
ウ
フ
ィ
ヒ
と
ノ
イ
キ
ル
ヒ
の
あ
い
だ
に
は
、
森
に
お
お
わ
れ
た
高
台
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
約
七
〇
年
前
ま
で
草
地
が
あ
っ
て
、

民
衆
に
よ
っ
て
舞
踏
場
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
伝
説
が
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
の
夜
に
な
る
と
、
い
つ
も

そ
の
地
中
か
ら
霧
が
立
ち
の
ぼ
る
。
そ
こ
か
ら
つ
ぎ
つ
ぎ
と
ク
ヴ
ェ
ル
ク
ス
が
、
男
も
女
も
、
年
よ
り
も
子
ど
も
も
出
て
き
て
、

カ
ッ
プ
ル
に
な
っ
て
歩
き
、
さ
ら
に
茂
み
か
ら
小
さ
な
楽
師
が
出
て
き
て
音
楽
を
奏
で
る
。
す
る
と
美
し
い
新
郎
新
婦
が
あ
ら
わ

れ
て
、
み
な
で
一
緒
に
そ
の
場
を
三
度
歩
き
ま
わ
っ
た
か
と
思
う
と
、
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
食
事
を
し
、
新
郎
新
婦
の
結
婚
式
を

祝
う
。
そ
の
あ
と
は
大
騒
ぎ
で
あ
る
。
ク
ヴ
ェ
ル
ク
ス
た
ち
は
、
早
朝
の
霧
が
で
て
く
る
ま
で
夜
ど
お
し
踊
り
あ
か
す
。
そ
れ
か

ら
か
れ
ら
は
、
住
ま
い
の
あ
る
丘
へ
戻
っ
て
ゆ
く
。
偶
然
そ
こ
を
と
お
り
か
か
っ
た
者
は
、
い
っ
し
ょ
に
踊
る
よ
う
誘
わ
れ
、
去
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り
ぎ
わ
に
贈
り
物
を
も
ら
う
。
そ
れ
は
、
家
に
幸
運
と
祝
福
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。（
カ
ー
ル
・
ハ
ウ
プ
ト
『
ラ
ウ
ジ
ッ

ツ
伝
説
集
』
一
八
六
二
年
）

　

こ
こ
で
い
う
ク
ヴ
ェ
ル
ク
ス
と
は
、
山ツ
ヴ
ェ
ル
ク
の
精
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
話
で
は
、
異
界
の
住
人
と
人
間
の
接
触
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い

る
が
、
興
味
深
い
の
は
人
間
が
そ
の
さ
い
贈
り
物
を
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
端
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ほ

か
の
祭
日
同
様
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
も
二
面
性
を
も
っ
て
い
て
、
危
険
で
あ
る
と
同
時
に
恩
恵
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
、
悪
魔
も
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
あ
ら
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
ポ
ル
コ
ウ
で
は
、
こ
の
日
に
な
る
と
悪
魔
岩
の
う
え
で
悪
魔
が
寝

る
と
い
わ
れ
た
。
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
地
方
（
ド
イ
ツ
北
東
部
）
の
コ
ー
ボ
ル
ト
山
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
悪
魔
が
ケ
ー
ゲ
ル
（
ボ
ー

リ
ン
グ
の
一
種
）
を
す
る
、
こ
の
日
に
岩
の
う
え
に
苔
が
な
く
な
る
の
は
そ
の
せ
い
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
れ

ば
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
し
か
で
て
こ
な
い
悪
魔
な
ど
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。『
新
約
聖
書
』
に
「
あ
な
た
が
た
の
敵
で
あ
る
悪
魔
が
、
ほ

え
た
け
る
獅
子
の
よ
う
に
、
だ
れ
か
を
食
い
尽
く
そ
う
と
探
し
回
っ
て
い
ま
す
」（「
ペ
ト
ロ
の
手
紙
一
」
五
・
八
）
と
あ
る
よ
う
に
、

キ
リ
ス
ト
教
で
は
悪
魔
は
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
上
記
の
伝
説
が
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
に

異
界
の
住
人
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
「
異
教
的
」
な
発
想
を
下
地
に
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　

ヨ
ハ
ネ
の
日
に
は
あ
ら
ゆ
る
霊
的
存
在
が
解
き
放
た
れ
る
の
で
、
死
者
の
霊
も
ま
た
あ
ら
わ
れ
る
。
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
地
方
（
ド

イ
ツ
北
西
部
、
ハ
ー
メ
ル
ン
を
含
む
）
の
ザ
ル
ツ
ギ
タ
ー
近
郊
に
あ
る
教
会
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
夜
の
一
二
時
に
、
処
刑
さ
れ
た
罪
人
の

霊
が
出
て
き
て
じ
ぶ
ん
の
首
で
ケ
ー
ゲ
ル
を
し
た
と
い
う
奇
妙
な
伝
説
が
あ
る
。
さ
ら
に
フ
ォ
ー
ク
ト
ラ
ン
ト
（
ザ
ク
セ
ン
地
方
の
南

西
部
）
の
言
い
伝
え
で
は
、
シ
ュ
ラ
イ
ツ
近
郊
の
「
地
中
に
沈
ん
だ
修
道
院
」
か
ら
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
巡
礼
僧
の
行
列
が
あ
ら
わ
れ
、
山

か
ら
山
へ
と
ね
り
歩
く
と
い
う
。
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し
か
し
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
ま
つ
わ
る
伝
説
で
も
っ
と
も
多
く
登
場
す
る
の
は
、「
白
い
女
」
も
し
く
は
「
黒
い
女
」
と
よ
ば
れ
る
存

在
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
山
や
廃
墟
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
霊
で
、
地
域
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
生
前
に
罪
を
犯
し
た
り
、
悲
運
の
最
期

を
と
げ
た
り
し
た
「
哀
れ
な
魂
」
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
地
中
に
埋
め
ら
れ
た
財
宝
の
番
を
つ
と
め
て
い
て
、
こ
の
義
務

か
ら
解
放
さ
れ
る
と
き
を
待
っ
て
い
る
と
も
語
ら
れ
る
。
も
し
誰
か
が
そ
の
手
助
け
に
成
功
す
れ
ば
、
黄
金
が
手
に
入
る
。

　

か
よ
う
な
存
在
に
ま
つ
わ
る
伝
説
の
な
か
で
、
と
く
に
印
象
深
い
の
は
つ
ぎ
の
話
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ア
ー
ダ
ル
ベ
ル
ト
・
ク
ー
ン

が
一
八
四
八
年
に
掲
載
し
た
、
西
ポ
ン
メ
ル
ン
地
方
の
も
の
で
あ
る
。

ス
ヴ
ィ
ー
ネ
ミ
ュ
ン
デ
の
ゴ
ル
ム
山
で
は
、
毎
年
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
、
そ
こ
か
ら
救
済
さ
れ
る
こ
と
を
待
っ
て
い
る
、
大
き
な
鍵
束

を
も
っ
た
黒
い
女
が
現
れ
る
。
―
あ
る
と
き
こ
の
日
に
、
貧
し
い
女
性
が
山
へ
い
き
、
乾
燥
し
た
ブ
ナ
の
実
を
集
め
た
の
だ
が
、

家
へ
帰
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
背
負
い
か
ご
い
っ
ぱ
い
の
金
貨
に
な
っ
て
い
た
。

　

ま
た
別
の
と
き
に
は
、
二
人
の
女
の
子
が
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
山
へ
い
っ
た
が
、
そ
の
日
は
た
ま
た
ま
一
方
の
子
の
誕
生
日
で
あ
っ

た
。
…
…
か
の
女
た
ち
が
さ
ら
に
歩
を
進
め
た
と
き
、
遠
く
か
ら
黒
い
女
性
が
や
っ
て
く
る
の
を
見
た
が
、
女
は
か
の
女
た
ち
に

親
し
げ
に
手
を
振
り
、
山
の
穴
を
指
し
示
し
た
。
最
初
、
か
の
女
ら
は
そ
れ
が
隣
家
の
女
性
だ
と
思
っ
た
の
で
、
近
く
ま
で
い
っ

た
が
、
す
ぐ
そ
れ
が
誤
り
だ
と
気
が
つ
い
て
引
き
返
そ
う
と
し
た
。
す
る
と
女
は
恐
ろ
し
い
顔
を
し
て
、
地
面
か
ら
む
く
む
く
と

の
び
あ
が
る
と
、
そ
の
長
く
て
黒
い
髪
を
た
な
び
か
せ
な
が
ら
宙
に
舞
い
あ
が
り
、
か
の
女
た
ち
を
追
い
か
け
て
き
た
。
女
の
子

ら
は
急
い
で
そ
こ
か
ら
逃
げ
だ
し
て
、
険
し
い
山
を
か
け
お
り
た
が
、
黒
い
女
は
そ
れ
で
も
、
ざ
わ
ざ
わ
音
を
立
て
な
が
ら
追
い

か
け
て
き
て
、
か
の
女
た
ち
が
下
の
草
地
へ
つ
い
た
と
き
よ
う
や
く
追
跡
を
や
め
た
の
で
あ
っ
た
。（『
北
ド
イ
ツ
の
伝
説
、
メ
ル

ヘ
ン
、
風
習
』）
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こ
の
話
は
、「
笛
吹
き
男
伝
説
」
に
よ
く
似
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
夏
至
の
時
期
に
異
界
の
住
人
が
あ
ら
わ
れ
、

山
の
な
か
へ
と
子
ど
も
を
誘
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
く
似
た
伝
説
は
、
エ
ス
ト
ニ
ア
で
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

山
の
デ
ー
モ
ン
は
、
し
ば
し
ば
ヨ
ハ
ネ
の
日
、
ま
た
は
そ
の
前
夜
に
、
ひ
と
り
で
山
の
な
か
を
歩
い
た
り
寝
て
い
た
り
す
る
者
の

前
に
あ
ら
わ
れ
る
。
娘
あ
る
い
は
女
の
姿
、
よ
り
珍
し
い
ば
あ
い
で
は
男
の
姿
を
し
、
そ
の
者
を
﹇
地
中
の
﹈
町
へ
と
連
れ
て
い

く
。（
Ｍ
・
Ｊ
・
ア
イ
ゼ
ン
『
エ
ス
ト
ニ
ア
の
神
話
』
一
九
二
五
年
）

　

ヨ
ハ
ネ
の
日
前
後
に
あ
ら
わ
れ
る
女
の
霊
の
話
は
、
メ
ッ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
＝
フ
ォ
ア
ポ
ン
メ
ル
ン
地
方
に
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば

ブ
ー
ヘ
ン
山
の
言
い
伝
え
に
よ
る
と
、
こ
の
山
の
な
か
に
は
城
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
呪
わ
れ
た
王
女
が
住
ん
で
い
る
。
七
年
ご
と
に
、

か
の
女
は
ヨ
ハ
ネ
の
夜
の
一
二
―
一
時
の
あ
い
だ
外
に
出
て
き
て
近
く
の
池
で
水
を
汲
む
が
、
あ
る
と
き
ひ
と
り
の
若
い
羊
飼
い
が
こ

れ
に
出
あ
っ
た
。
女
は
若
者
に
、
一
時
間
抱
き
し
め
て
い
て
ほ
し
い
と
頼
む
。
そ
う
す
れ
ば
、
か
の
女
は
救
済
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
。

か
れ
は
こ
れ
を
試
み
た
。
だ
が
あ
と
も
う
少
し
と
い
う
と
き
に
、
大
蛇
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
、
若
者
は
驚
い
て
女
を
放
し
て
し
ま
い
、

救
済
に
失
敗
し
た
と
い
う
（『
メ
ッ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
の
伝
説
、
メ
ル
ヘ
ン
、
風
習
』
一
八
七
九
年
）。

　

聖
ヨ
ハ
ネ
祭
の
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
る
霊
的
な
女
性
の
伝
説
は
、
こ
の
周
辺
で
は
ほ
か
に
も
ル
ー
ナ
ー
山
、
プ
ラ
ウ
、
ホ
ッ
プ
フ
ェ
ン

湖
、
ウ
ゼ
ド
ム
、
ツ
ィ
ー
ゲ
ン
オ
ル
ト
、
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
シ
ュ
ト
ゥ
ー
ル
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
地
方
で
は
フ
ラ
イ
エ
ン
ヴ
ァ
ル
デ
、
ニ

ー
ダ
ー
フ
ィ
ノ
ウ
、
ス
デ
ー
テ
ン
地
方
で
は
フ
ィ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ハ
の
フ
ァ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
な
ど
で
語
ら
れ
て
お
り
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ

ク
セ
ン
地
方
も
例
外
で
は
な
い
。
ハ
ー
メ
ル
ン
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
フ
ン
ネ
ス
リ
ュ
ッ
ク
城
の
廃
墟
で
は
、 

ヨ
ハ
ネ
の
日
の
夕
暮
れ

に
女
の
子
が
、
そ
こ
に
「
白
い
女
」
が
座
っ
て
い
る
の
を
見
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
同
地
方
で
は
ほ
か
に
は
シ
ル
デ
山
、
ア
イ
ン
ベ
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ッ
ク
、
レ
ン
ガ
ー
ス
ハ
ウ
ゼ
ン
な
ど
に
、
夏
至
の
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
る
「
白
い
女
」
の
伝
説
が
あ
る
。

異
界
に
人
が
入
る
話　

聖
ヨ
ハ
ネ
祭
の
こ
ろ
に
は
、
こ
の
世
の
者
た
ち
が
逆
に
異
界
へ
入
る
こ
と
も
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え

ば
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
（
ウ
ッ
カ
ー
マ
ル
ク
地
方
、
ド
イ
ツ
北
東
部
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
言
い
伝
え
が
あ
る
。

ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
村
の
そ
ば
の
、
湖
に
面
す
る
ヴ
ァ
ル
山
に
は
か
つ
て
城
が
た
っ
て
い
た
。
…
…
あ
る
ヨ
ハ
ネ
の
日
、
こ
こ
で

ひ
と
り
の
貧
し
い
日
雇
い
が
、
タ
バ
コ
を
植
え
る
仕
事
を
し
て
い
た
。
真
昼
ご
ろ
に
な
る
と
、
か
れ
は
妻
に
家
に
戻
っ
て
昼
飯
を

と
っ
て
く
る
よ
う
に
い
い
、
暑
い
昼
の
太
陽
の
も
と
で
は
と
て
も
働
け
な
い
か
ら
、
そ
の
あ
い
だ
少
し
眠
る
と
い
っ
た
。
…
…
か

れ
は
横
に
な
っ
て
眠
り
こ
ん
だ
。
し
ば
ら
く
す
る
と
か
れ
は
目
覚
め
た
が
、
と
て
も
驚
い
た
こ
と
に
、
す
ぐ
そ
ば
の
山
の
入
り
口

が
大
き
く
開
い
て
い
る
の
を
見
た
。（
ク
ー
ン
『
北
ド
イ
ツ
の
伝
説
、
メ
ル
ヘ
ン
、
風
習
』）

　

そ
し
て
男
が
な
か
に
入
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
財
宝
の
山
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

こ
れ
と
同
様
に
、
南
ド
イ
ツ
の
バ
イ
エ
ル
ン
地
方
に
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
だ
け
口
を
開
け
る
地
下
世
界
の
話
が
あ
る
。
ア
レ
ク
ザ
ン

ダ
ー
・
シ
ェ
ッ
プ
ナ
ー
の
掲
載
し
た
伝
説
に
よ
る
と
、
あ
る
母
子
が
森
へ
イ
チ
ゴ
摘
み
に
出
か
け
た
と
き
、
地
中
に
穴
が
あ
る
の
を
発

見
す
る
。
な
か
に
入
る
と
「
白
い
女
」
た
ち
が
い
て
、
母
親
に
財
宝
を
贈
っ
た
。
だ
が
母
親
は
、
有
頂
天
の
あ
ま
り
肝
心
の
子
ど
も
を

穴
の
な
か
に
お
い
て
出
て
き
て
し
ま
う
。
さ
い
わ
い
、
母
親
が
翌
年
の
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
同
じ
場
所
に
い
く
と
、
ふ
た
た
び
穴
が
出
現
し
、

か
の
女
は
地
下
に
い
る
子
ど
も
を
と
り
戻
せ
た
の
で
あ
っ
た
（『
バ
イ
エ
ル
ン
地
方
の
伝
説
集
』
一
八
五
二
、
五
三
年
）。

　

グ
リ
ム
伝
説
集
に
も
、「
羊
飼
い
の
少
年
た
ち
」
と
い
う
話
が
あ
る
。
こ
の
伝
説
で
は
、
二
人
の
少
年
が
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
、「
ハ
イ
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リ
ン
グ
の
岩
」（
エ
ー
ガ
ー
川
流
域
の
景
勝
地
）
の
下
に
あ
る
扉
に
入
っ
た
。
そ
こ
に
は
開
い
た
長
持
と
閉
じ
た
長
持
が
あ
っ
て
、
開

い
て
い
る
方
に
は
貨
幣
の
山
が
あ
っ
た
。
か
れ
ら
が
そ
の
貨
幣
を
と
り
、
外
へ
出
た
瞬
間
、
扉
が
勢
い
よ
く
閉
じ
た
と
い
う
。
同
様
の

話
は
、
メ
ッ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
＝
フ
ォ
ア
ポ
ン
メ
ル
ン
地
方
の
テ
テ
ロ
ウ
で
も
語
ら
れ
て
い
る
。
バ
ル
チ
ュ
の
掲
載
し
た
こ
の
話
に
よ
れ

ば
、
こ
の
地
の
湖
に
浮
か
ぶ
島
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
の
昼
一
二
―
一
時
の
あ
い
だ
、
し
ば
し
ば
地
中
に
穴
が
あ
い
て
い
る
の
が
見
ら
れ

る
。
た
だ
し
そ
の
な
か
に
入
っ
た
者
は
、
一
時
ま
で
に
出
ら
れ
な
け
れ
ば
、
つ
ぎ
の
ヨ
ハ
ネ
の
日
ま
で
眠
り
続
け
る
と
い
う
。

　

同
様
に
興
味
深
い
の
は
、
ポ
ン
メ
ル
ン
地
方
の
「
レ
ッ
ツ
ォ
ウ
の
エ
ー
バ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
伯
爵
た
ち
」
と
い
う
伝
説
で
あ
る
。
こ
れ

は
山
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
一
三
世
紀
に
生
き
た
人
物
に
ま
つ
わ
る
話
だ
が
、
そ
こ
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
話
が
展
開
さ
れ

て
い
る
。

何
年
も
前
、
レ
ッ
ツ
ォ
ウ
の
羊
飼
い
が
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
、
ヴ
ォ
ル
フ
ス
ブ
ル
ク
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
い
わ
ゆ
る
ヒ
ュ
ー
ネ
ン
山

で
、
群
れ
の
番
を
し
て
い
た
。
す
る
と
か
れ
は
じ
ぶ
ん
の
羊
と
も
ど
も
一
気
に
地
中
へ
沈
ん
で
し
ま
い
、
地
は
そ
の
頭
上
で
閉
じ

ら
れ
た
。
地
下
で
は
大
き
な
犬
が
あ
ら
わ
れ
て
、
か
れ
を
ひ
と
つ
の
ド
ア
へ
と
導
い
た
。
こ
れ
を
か
れ
が
開
く
と
、
二
つ
目
の
ド

ア
が
あ
ら
わ
れ
た
。
こ
れ
も
開
け
る
と
、
か
れ
は
大
広
間
に
い
た
。
そ
こ
で
は
大
勢
の
身
分
の
高
い
男
た
ち
﹇
山
に
閉
じ
こ
め
ら

れ
て
い
る
者
た
ち
﹈
が
、
食
卓
に
つ
い
て
い
た
。
…
…
し
か
し
羊
飼
い
が
、
い
か
に
す
れ
ば
ま
た
山
の
外
に
出
ら
れ
る
か
尋
ね
る

と
、
男
た
ち
答
え
て
い
わ
く
、
つ
ぎ
の
ヨ
ハ
ネ
の
日
ま
で
、
つ
ま
り
一
年
た
つ
ま
で
は
、
そ
れ
は
考
え
ら
れ
な
い
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
…
…
一
年
が
た
っ
た
の
ち
、
伯
爵
た
ち
は
か
れ
に
黄
金
の
杖
を
贈
っ
た
。（
Ｈ
・
Ｄ
・
Ｈ
・
テ
メ
『
ポ
ン
メ
ル
ン
と
リ
ュ

ー
ゲ
ン
島
の
民
間
伝
説
』
一
八
四
〇
年
）
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ヨ
ハ
ネ
の
日
に
羊
飼
い
が
羊
も
ろ
と
も
地
中
に
沈
ん
で
し
ま
う
と
い
う
描
写
は
、
子
ど
も
が
生
き
た
ま
ま
地
面
に
呑
ま
れ
た
と
い
う

『
パ
ッ
シ
オ
ナ
ー
レ
』
や
ヴ
ァ
イ
ア
ー
の
文
章
を
想
起
さ
せ
る
。
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
ひ
と
が
地
下
世
界
へ
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
話
は
、

ほ
か
に
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
地
方
の
ヴ
ァ
ル
ト
山
、
ザ
ク
セ
ン
＝
ア
ン
ハ
ル
ト
（
ド
イ
ツ
北
東
部
）
の
キ
フ
ホ
イ
ザ
ー
山
、
バ
イ
エ
ル
ン

の
オ
ク
セ
ン
コ
ッ
プ
フ
な
ど
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
咲
く
特
別
な
花
を
手
に
入
れ
た
者
だ
け
が
、
地
下
世
界
に

入
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
伝
説
が
ザ
ク
セ
ン
＝
ア
ン
ハ
ル
ト
の
フ
ァ
ル
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
城
、
ザ
ク
セ
ン
の
マ
リ
エ
ン
山
な
ど
に
あ
る
。

　

聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に
あ
ら
わ
れ
る
財
宝
と
そ
の
番
人
の
話
は
、
一
七
―
一
八
世
紀
に
か
け
て
ド
イ
ツ
語
圏
で
お
こ
な
わ
れ
た
財
宝
探
索
と

も
結
び
つ
い
て
い
る
。
じ
っ
さ
い
に
こ
の
こ
ろ
の
人
び
と
は
、
地
中
に
財
宝
が
埋
め
ら
れ
て
い
て
、
幽
霊
や
悪
魔
が
こ
れ
を
守
っ
て
い

る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
地
方
の
町
ヴ
ァ
ル
ト
ゼ
ー
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
修
道
士
、
ベ
ル
ナ
ル
デ

ィ
ン
・
ビ
ー
ナ
ー
は
、
一
六
九
二
年
に
財
宝
探
索
に
関
す
る
報
告
を
提
出
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
か
れ
は
六
月
二
二
日
、
午
前
一
〇
時
に
仲
間
の
祓
魔
師
た
ち
と
と
も
に
山
へ
宝
探
し
に
出
発
し
た
。
い
う
ま
で
も

な
く
、
六
月
二
二
日
は
ヨ
ハ
ネ
の
日
の
二
日
前
に
あ
た
る
。
し
か
も
宝
探
し
は
正
午
に
開
始
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
ヨ
ハ
ネ
の
日
に
ま
つ
わ
る
民
間
信
仰
で
は
、
魔
法
の
力
が
働
く
の
は
と
り
わ
け
正
午
で
あ
っ
た
。

　

報
告
に
よ
れ
ば
、
ビ
ー
ナ
ー
は
仲
間
と
と
も
に
祈
り
を
さ
さ
げ
、
財
宝
を
守
る
悪
魔
な
い
し
霊
を
呼
び
だ
す
べ
く
祓
魔
式
を
お
こ
な

っ
た
。
こ
れ
ら
の
霊
は
、
宝
の
あ
り
か
を
指
し
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
だ
が
結
局
、「
昼
で
あ
ろ
う
と
夜
で
あ
ろ
う
と
、
騒
音
も
、

ざ
わ
め
き
も
、
あ
る
い
は
﹇
霊
の
﹈
出
現
も
、
一
度
た
り
と
も
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
か
れ
は
書
い
て
い
る
（
マ
ン
フ
レ
ー
ト
・
チ

ャ
イ
ク
ナ
ー
『
フ
ォ
ア
ア
ー
ル
ベ
ル
ク
と
リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
け
る
宝
探
し
』）。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
が

近
づ
く
と
霊
的
存
在
が
あ
ら
わ
れ
、
同
時
に
山
が
口
を
開
け
る
と
い
う
信
仰
が
、
聖
職
者
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で

あ
る
。



157

三　「異界が口を開けるとき」―聖ヨハネ祭にまつわる風習と信仰

聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に
ま
つ
わ
る
信
仰
と
中
世
の
暮
ら
し　

こ
こ
ま
で
、
中
世
の
『
黄
金
伝
説
』
を
は
じ
め
、
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に
ま
つ
わ
る
さ
ま

ざ
ま
な
資
料
を
見
て
き
た
。
む
ろ
ん
右
に
挙
げ
た
テ
ク
ス
ト
の
多
く
は
、
近
代
に
な
っ
て
収
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
夏
至
に

怪
奇
現
象
が
起
こ
る
と
い
う
考
え
か
た
そ
の
も
の
が
、
中
世
―
近
世
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
信

仰
は
、
当
時
の
生
活
形
態
な
ら
び
に
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
と
切
り
は
な
せ
ぬ
関
係
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

産
業
社
会
が
発
展
す
る
ま
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
農
耕
牧
畜
を
中
心
と
し
た
生
活
が
い
と
な
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
自
然
の
リ
ズ
ム

と
密
接
に
結
び
つ
い
た
暮
ら
し
で
あ
る
（
こ
の
こ
と
は
各
月
に
お
け
る
労
働
を
描
い
た
一
五
世
紀
の
『
ベ
リ
ー
公
の
い
と
も
豪
華
な
時じ

禱と
う

書し
ょ

』
の
絵
画
に
も
見
て
と
れ
る
。
図
4
―
19
〜
22
）。
そ
の
な
か
で
は
、
と
う
ぜ
ん
季
節
が
ひ
と
つ
の
単
位
と
し
て
重
視
さ
れ
、
そ

の
区
切
り
に
は
か
な
ら
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
祝
祭
が
い
と
な
ま
れ
た
。

　

序
章
と
第
一
章
で
解
説
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
祝
祭
の
期
間
は
、
ひ
と
つ
の
秩
序
が
解
体
し
、
一
時
的
な
混
沌
が
発
生
す
る
と
き
で

あ
る
。
こ
の
混
沌
と
し
た
空
間
、
非
日
常
の
空
間
に
お
い
て
は
、
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
境
界
が
い
っ
と
き
失
わ
れ
、

異
界
の
住
人
が
姿
を
あ
ら
わ
し
、
人
間
と
接
触
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
異
界
の
住
人
と
し
て
は
天
使
、
聖
人
、
悪
魔
、
龍
、
精
霊
、

幽
霊
な
ど
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
顔
ぶ
れ
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
祭
り
の
空
間
は
二
面
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

再
創
造
の
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
充
足
さ
れ
る
空
間
で
あ
る
と
同
時
に
、
危
険
な
空
間
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
来
る
べ
き
季
節
を
生
き
よ
う
と
す
る
と
き
―
と
く
に
死
亡
率
が
高
く
、
天
候
に
左
右
さ
れ
る
暮
ら
し
を
送
っ
て
い
た
時
代

に
は
―
常
に
不
安
が
つ
き
ま
と
う
。
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に
人
び
と
が
浄
火
を
焚
い
た
り
、
薬
草
を
集
め
た
り
、
聖
別
さ
れ
た
ワ
イ
ン
を
飲

ん
だ
り
し
た
の
は
、
か
れ
ら
自
身
が
語
っ
た
よ
う
に
、
来
る
一
年
を
安
全
に
す
ご
す
た
め
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
こ
の
時
期
に

解
き
は
な
た
れ
る
悪
霊
か
ら
み
ず
か
ら
を
守
る
儀
式
で
も
あ
っ
た
。
も
し
、
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
の
の
ち
に
人
畜
が
病
気
や
死
に
見
舞
わ
れ
れ

ば
、
そ
れ
は
こ
の
こ
ろ
に
あ
ら
わ
れ
た
悪
霊
の
せ
い
と
人
び
と
は
考
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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そ
し
て
筆
者
の
考
え
で
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
日
の

直
後
に
子
ど
も
が
異
界
へ
さ
ら
わ
れ
た
と
い
う

「
笛
吹
き
男
伝
説
」
も
、
そ
う
し
た
祭
り
の
空

間
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。「
夏
至
伝
説
」

に
お
け
る
《
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に
異
界
が
口
を
開
け

る
↓
異
界
の
住
人
が
あ
ら
わ
れ
る
↓
ひ
と
を
異

界
へ
誘
う
》
も
し
く
は
《
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に
異
界

が
口
を
開
け
る
↓
ひ
と
が
異
界
へ
入
る
》
と
い

う
パ
タ
ー
ン
は
、「
笛
吹
き
男
伝
説
」
の
内
容

を
強
く
想
起
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
水

の
精
に
ま
つ
わ
る
「
夏
至
伝
説
」
で
は
、
か
れ

ら
は
人
間
に
声
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い

や
お
う
な
く
水
の
な
か
へ
引
き
こ
ん
で
し
ま
う

と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
「
笛
吹
き
男
」
の
奏

で
る
音
楽
の
魔
力
を
想
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
で

あ
る
。

　

ハ
ー
メ
ル
ン
に
お
け
る
「
子
ど
も
失
踪
事
件
」

の
実
態
は
い
ま
な
お
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
し

の剪毛、11 月の豚の世話（樺山紘一『ヨーロッパの出現』）
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図 4 - 19、図 4 - 20、図 4 - 21、図 4 - 22　『ベリー公のいとも豪華な時
じ

禱
とう

書
しょ

』、1410 年ごろ。
右より - 3 月のブドウの整枝と畑の耕起、6月における牧草刈り、7月の麦刈りおよび羊

か
し
仮
に
な
ん
ら
か
の
事
件
が
一
二
八
四
年
六

月
二
六
日
に
起
こ
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、
夏
至

に
ま
つ
わ
る
信
仰
は
そ
れ
に
一
段
と
不
気
味
な

彩
り
を
そ
え
た
の
で
は
な
い
か
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
の
「
笛
吹
き
男
」
と

は
何
者
な
の
か
、
あ
ら
た
め
て
問
い
な
お
す
必

要
が
出
て
く
る
。
伝
説
に
お
け
る
か
れ
の
外
観
、

所
持
品
、
言
動
が
、
そ
の
特
異
な
性
格
を
印
象

づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

ハ
ー
メ
ル
ン
の
伝
説
を
「
夏
至
伝
説
」
と
比
較

す
れ
ば
、
そ
の
印
象
は
な
お
の
こ
と
強
ま
ら
ざ

る
を
え
な
い
。
夏
至
の
時
期
に
忽
然
と
あ
ら
わ

れ
、
ふ
し
ぎ
な
音
色
で
子
ど
も
を
誘
う
「
笛
吹

き
男
」
は
、
悪
魔
や
妖
精
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら

な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
ぜ
、
中
世
の
人
び
と
に
は
、「
笛

吹
き
男
」
を
そ
う
し
た
存
在
と
し
て
描
く
こ
と

が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。
最
後
に
、
当
時
の
複

・-・
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雑
な
放
浪
楽
師
の
イ
メ
ー
ジ
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

四　

聖
ヨ
ハ
ネ
祭
―
笛
吹
き
男
―
悪
魔

中
世
に
お
け
る
楽
師
の
イ
メ
ー
ジ　

初
期
の
伝
説
に
お
い
て
「
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
が
、
異
界
か
ら
や
っ
て
来
る
存
在
、
そ
れ

も
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
た
理
由
を
知
る
に
は
、
つ
ぎ
の
二
点
を
た
し
か
め
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
ひ
と
つ
は
社
会
的

に
見
た
中
世
の
放
浪
楽
師
の
イ
メ
ー
ジ
、
も
う
ひ
と
つ
は
宗
教
的
に
見
た
放
浪
楽
師
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　

社
会
的
に
見
た
放
浪
楽
師
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ま
だ
二
面
性
を
も
っ
て
い
た
。
い
っ
ぽ
う
で
は
放
浪
楽
師
た
ち
は
、
日
常
生
活
に
欠
か

せ
ぬ
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
市
民
や
村
人
た
ち
に
ま
た
と
な
い
娯
楽
の
機
会
を
提
供
し
た
か
ら
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、
村
お
よ
び

町
の
中
央
広
場
、
通
り
、
民
家
、
さ
ら
に
は
教
会
や
墓
場
さ
え
も
が
、
音
楽
演
奏
と
ダ
ン
ス
の
場
と
し
て
提
供
さ
れ
た
。
王
侯
貴
族
に

と
っ
て
も
、
楽
師
た
ち
は
結
婚
式
、
戴
冠
式
、
帰
還
な
ど
に
威
厳
を
付
与
す
る
う
え
で
欠
か
せ
ぬ
存
在
で
あ
り
、
か
れ
ら
に
豪
華
な
贈

り
物
を
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
司
教
の
宮
廷
や
修
道
院
で
か
れ
ら
が
歓
迎
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
、
楽
師
た
ち
が
世
俗
的
な
楽
し
み
を
提
供
し
た
だ
け
で
な
く
、
よ
そ
の
地
方
の
貴
重
な
情
報
を
も
た
ら
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
他
方
、
当
時
の
放
浪
楽
師
た
ち
に
は
法
的
な
権
利
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、「
人
間
と
し
て
の
序
列
の
枠
外
」（
阿
部
）
に
あ
っ

た
。
そ
の
理
由
は
、
か
れ
ら
が
農
耕
牧
畜
を
前
提
と
し
た
定
住
社
会
に
属
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

中
世
の
社
会
は
、
支
配
者
層
な
ら
び
に
被
支
配
者
層
が
、
特
定
の
土
地
や
制
度
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
で
は
じ
め
て
機
能
し
た
。
た

と
え
ば
農
民
は
、
土
地
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
放
浪
楽
師

の
よ
う
に
、
い
か
な
る
共
同
体
に
も
属
さ
ぬ
者
は
「
不
安
を
も
た
ら
す
、
未
知
な
る
も
の
に
と
り
ま
か
れ
た
よ
そ
者
」（
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
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ン
グ
・
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
『
楽
師
』）
と
人
び
と
の
目
に
映
っ
た
。
放
浪
楽
師
た
ち
は
裁
判
に
出
廷
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ

れ
は
証
言
の
信
用
性
が
個
人
で
は
な
く
、
所
属
す
る
集
団
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
当
時
の
定
住
社
会
か
ら
見
て
、
あ
る
町
に
ふ
ら
り
と
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
去
っ
て
い
く
放
浪
楽
師
た
ち
は
、
そ
れ
こ
そ
精
霊
の

よ
う
に
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
に
属
し
、
人
び
と
に
恩
恵
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、
何
を
し
で
か
す
か
わ
か
ら
な
い
存
在
で
も
あ
っ
た
。

　

宗
教
的
に
見
た
放
浪
楽
師
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
否
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
聖
職
者
た
ち
の
な
か
に
、
楽
師
の
訪

問
を
歓
迎
す
る
者
が
い
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
教
会
の
公
式
見
解
に
反
す
る
行
為
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
教
父
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（
三
五
四
―
四
三
〇
年
）
を
は
じ
め
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
著
述
家
た
ち
は
芸
人
や
楽
師
を
「
異
教
」
の
担
い
手
、
悪

魔
の
僕
あ
る
い
は
友
と
み
な
し
て
弾
劾
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
の
見
解
は
、
中
世
に
も
受
け
つ
が
れ
て
い
た
。
マ
ル
ギ
ッ

ト
・
バ
ッ
ハ
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
放
浪
楽
師
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

中
世
初
期
で
は
、
放
浪
楽
師
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
は
、
異
教
徒
で
あ
る
と
い
う
非
難
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
次
の
時
期
で
は
、

放
浪
す
る
娯
楽
芸
人
が
悪
魔
的
な
本
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
だ
ん
だ
ん
と
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ね

に
教
会
は
、
放
浪
楽
師
を
自
ら
の
権
威
に
対
す
る
重
大
な
脅
威
と
と
ら
え
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
楽
師
は
絶
え
ず
最
大
級
の
人
気
を

博
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
放
浪
芸
人
が
人
間
や
動
物
に
呪
文
や
魔
法
を
か
け
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
う
わ
さ

は
、
中
世
の
人
び
と
の
迷
信
を
、
楽
師
が
否
定
す
る
よ
り
も
強
力
に
助
長
し
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
放
浪
芸
人
の
存
在
が
、
超
自

然
的
な
も
の
、
説
明
の
つ
か
な
い
も
の
の
存
在
を
十
分
に
証
明
す
る
も
の
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。（『
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
放
浪
芸

人
の
文
化
史
』、
森
貴
史
・
他
訳
）



162

第四章　聖ヨハネ祭と「ハーメルンの笛吹き男伝説」

図 4 - 23　楽師と踊る女。フラマンの細密画、14 世紀
（Wolfqang Hartung：Die Spielleute im Mittelalter.）

悪
魔
的
な
ダ
ン
ス　

悪
魔
的
な
放
浪
楽
師
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
か
れ
ら
が
機
会

を
提
供
し
た
ダ
ン
ス
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
め
ら
れ
た
。
中
世
に
は
家
庭
的
、

宗
教
的
な
祝
い
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
ダ
ン
ス
が
も
よ
お
さ
れ
た
が
（
図
4
―

23
〜
25
）、
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
と
て
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

　

す
で
に
解
説
し
た
よ
う
に
、
人
び
と
は
ヨ
ハ
ネ
の
火
を
と
も
す
と
、
そ
の

周
囲
を
踊
り
ま
わ
っ
た
。
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
の
よ
う
な
支
配
者
階
級
で

さ
え
、
嬉
々
と
し
て
そ
れ
に
く
わ
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
全
土
に
広
ま
っ
た
初
期
の
ダ
ン
ス
形
態
は
、
輪
舞
で
あ
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。
ハ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

踊
り
手
た
ち
は
、
手
を
し
っ
か
り
と
つ
な
ぎ
あ
う
こ
と
で
ひ
と
つ
の
身

体
を
形
成
す
る
の
だ
が
、
そ
の
外
側
や
内
側
に
向
か
う
動
き
は
、
個
々

の
踊
り
手
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
広
が
り
、
恍
惚
的
な
作
用
を
も
た
ら
す

こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
ダ
ン
ス
の
も
よ
お
し
は
性
愛
の
儀
式
や
パ
ー
ト

ナ
ー
選
び
に
役
立
っ
た
。
と
う
ぜ
ん
な
が
ら
、
歌
や
楽
器
を
と
も
な
っ

た
楽
師
た
ち
は
、
も
っ
と
も
能
力
に
長
け
、
ま
た
も
っ
と
も
愛
さ
れ
た

随
伴
者
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
恍
惚
と
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
と
も
な
う

ダ
ン
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
著
述
家
た
ち
の
目
に

そ
れ
こ
そ
悪
魔
的
と
映
っ
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
は
、「
ダ
ン
ス
は
輪
の
か
た
ち
に
な
っ
て
お
こ

な
わ
れ
、
そ
の
真
ん
中
に
悪
魔
が
い
る
」
と
い
う
、

有
名
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
さ
ら
に
教
会
や
墓

場
に
お
い
て
さ
え
人
び
と
が
好
ん
で
ダ
ン
ス
し
た

と
い
う
事
実
を
、
神
学
者
た
ち
は
苦
々
し
く
見
て

い
た
。

　

神
学
者
に
と
っ
て
、
ダ
ン
ス
の
歴
史
は
『
旧
約

聖
書
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で

あ
っ
た
。「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
に
よ
れ
ば
、
ユ
ダ

ヤ
の
民
を
率
い
る
モ
ー
セ
が
、
シ
ナ
イ
山
に
十
戒

の
記
さ
れ
た
石
版
を
神
か
ら
受
け
と
り
に
い
っ
て

い
る
あ
い
だ
、
人
び
と
は
司
祭
の
ア
ロ
ン
に
頼
ん

で
金
の
子
牛
を
つ
く
り
、
こ
れ
を
神
々
と
し
て
崇

め
、
踊
っ
た
。
こ
の
背
信
行
為
に
神
は
激
怒
し
、

一
度
は
ユ
ダ
ヤ
の
民
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
た
と
い
う

図 4 - 24　ルネ・ダンジュー 2世の宮廷における楽師たち。15 世紀半ば
（Wolfgang Hartung: Die Spielleute im Mittelalter.）
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（
三
二
・
一
―
三
五
）。

　

こ
れ
を
引
用
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
マ
イ
セ
ン

の
教
区
監
督
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
・
ス
ト
リ
ゲ
ニ
テ
ィ

ウ
ス
は
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
の
ダ
ン
ス
を
こ
う
非
難
し
て

い
る
（
一
六
〇
〇
年
ご
ろ
）。

今
日
、
多
く
の
土
地
で
人
び
と
は
ヨ
ハ
ネ
の

火
や
祝
い
火
を
焚
き
、
樽
を
燃
や
し
、
火
の

ま
わ
り
で
歌
っ
た
り
飛
び
跳
ね
た
り
し
な
が

ら
踊
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子

ら
が
、
荒
野
で
鋳
造
さ
れ
た
子
牛
の
ま
わ
り

で
し
た
よ
う
に
…
…
お
お
、
そ
の
さ
い
な
ん

と
多
く
の
魔
法
が
い
と
な
ま
れ
て
い
る
こ
と

か
。
多
く
の
者
が
、
皮
は
ぎ
場
に
あ
っ
た
死

ん
だ
馬
の
頭
を
投
げ
入
れ
る
こ
と
で
、
魔
女

た
ち
が
来
て
火
に
触
れ
る
よ
う
し
む
け
る
か

と
思
え
ば
（
＊
）、
別
の
者
は
れ
っ
き
と
し

た
キ
リ
ス
ト
教
徒
な
ら
し
な
い
よ
う
な
冒
涜

図 4 - 25　ブリューゲルの『野外における結婚式の踊り』（1607 年）。ブリューゲルは、
エネルギーとエロティシズムあふれる庶民のダンスを活写している

（Hagen, Rose-Marie / Rainer: Pieter Bruegel D.Ä. um 1525‒1569.）
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行
為
を
働
く
と
い
う
ぐ
あ
い
だ
。

（
＊
）：
ヴ
ァ
ル
プ
ル
ギ
ス
の
夜
と
同
様
、
ヨ
ハ
ネ
の
夜
に
も
魔
女
た
ち
が
あ
ら
わ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。

　

舞
踏
病
説
の
紹
介
で
述
べ
た
よ
う
に
、
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
の
ダ
ン
ス
に
は
、
楽
師
も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に

く
わ
え
て
、
超
自
然
的
な
性
質
が
備
わ
っ
て
い
る
と
あ
れ
ば
、
放
浪
楽
師
は
ハ
ー
メ
ル
ン
の
伝
説
に
ま
す
ま
す
ぴ
っ
た
り
く
る
人
物
と

な
る
。

　

な
お
悪
魔
的
な
ダ
ン
ス
と
そ
れ
に
参
加
す
る
楽
師
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
中
世
―
近
世
の
美
術
に
も
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
サ
ン
ト
＝
マ
リ
ー
＝
マ
ド
レ
ー

ヌ
聖
堂
に
あ
る
一
二
世
紀
の
彫
刻
で
は
、

悪
魔
と
女
が
ダ
ン
ス
す
る
様
子
が
描
か
れ

て
い
る
が
、
そ
の
と
な
り
に
は
笛
吹
き
男

の
姿
が
あ
る
（
図
4
―
26
）。
さ
ら
に
ブ

ロ
ッ
ケ
ン
山
の
祝
祭
を
描
い
た
一
七
世
紀

の
絵
で
は
、
楽
師
が
魔
女
の
サ
バ
ト
に
参

加
す
る
様
子
が
描
か
れ
た
（
図
4
―
27
〜

29
）。

　

こ
れ
と
な
ら
ん
で
重
要
な
の
は
、
中
世

に
お
け
る
笛
と
太
鼓
の
評
価
で
あ
る
。
バ

図 4 - 26　楽師とダンスする悪魔。サント＝マリー
＝マドレーヌ聖堂、1120 - 30 年

（中村好文・他『フランス　ロマネスクを巡る旅』）
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図 4 - 27、4 - 28、4 - 29　魔女のサバトとそれに参加している楽師たち。1669 年
（大谷大学博物館『ファウスト　伝説と作品』）
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ッ
ハ
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
楽
器
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

太
鼓
と
笛
は
、
ダ
ン
ス
の
伴
奏
を
す
る
死
に
神
の
楽
器
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
て
い
た
。
悪
魔
は
笛
と
太
鼓
で
音
楽
と
い
う
武
器
を

身
に
つ
け
て
、
堕
落
し
た
魂
を
地
獄
へ
と
追
い
立
て
る
、
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
楽
師
た
ち
は
理
由
な
く
し
て
「
悪
魔
の
お

と
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
ま
た
楽
師
た
ち
の
楽
器
は
は
め
を
は
ず
し
て
は
し
ゃ
い
だ
り
、
あ
ふ
れ
ん

ば
か
り
の
生
の
喜
び
へ
と
誘
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
世
間
一
般
の
考
え
で
は
、
笛
と
太
鼓
は
同
時
に
死
に
神
や
悪
魔
の
道
具
と

さ
れ
て
い
た
。（
森
貴
史
・
他
訳
）

　

し
た
が
っ
て
、
ハ
ー
メ
ル
ン
に
突
如
あ
ら
わ
れ
た
放
浪
楽
師
の
も
っ
て
い
た
笛
は
、
か
れ
が
悪
魔
と
近
い
関
係
に
あ
る
、
も
し
く
は

か
れ
自
身
が
悪
魔
で
あ
る
こ
と
の
ま
た
と
な
い
証
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二
面
性
を
獲
得
す
る
「
笛
吹
き
男
」　

か
よ
う
な
文
化
的
状
況
を
概
観
す
れ
ば
、「
笛
吹
き
男
伝
説
」
に
お
い
て
楽
師
が
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
に

出
て
く
る
異
界
の
住
人
と
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
中
世
当
時
、
放
浪
楽
師
た
ち
は
、
ま
た
と
な
い
娯
楽
の
機
会

と
情
報
を
提
供
す
る
が
ゆ
え
に
歓
迎
さ
れ
る
い
っ
ぽ
う
で
、
定
住
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
。
村
人
や
市
民
た
ち
は
、
か
れ
ら
を
特

定
の
土
地
や
制
度
に
属
さ
ぬ
よ
そ
者
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
放
浪
楽
師
た
ち
は
人
間
秩
序
の
外
に
あ
る
存
在
、
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
に

属
す
る
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
森
や
山
に
姿
を
あ
ら
わ
す
幽
霊
や
精
霊
と
か
わ
り
な
い
。
こ
れ
に
く
わ
え
て
、
楽
師
と
悪
魔

の
結
び
つ
き
を
説
く
教
会
の
伝
統
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ダ
ン
ス
や
笛
と
結
び
つ
く
こ
と
で
強
め
ら
れ
、
書
物
の
み

な
ら
ず
教
会
美
術
や
瓦
版
に
よ
っ
て
も
表
現
さ
れ
て
い
た
。
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つ
ま
り
、
放
浪
楽
師
が
二
重
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
、
社
会
的
に
ま
た
宗
教
的
に
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

か
れ
ら
に
魔
的
な
性
格
を
付
与
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
南
チ
ロ
ル
の
言
い
伝
え
は
、
悪
魔
と
楽
師
（
こ
こ
で
は
バ
イ
オ
リ
ン
弾
き
）

を
一
緒
に
す
る
伝
統
的
見
解
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
よ
う
。

居
酒
屋
で
は
悪
魔
は
好
ん
で
バ
イ
オ
リ
ン
弾
き
の
姿
で
あ
ら
わ
れ
、
地
獄
の
ダ
ン
ス
を
演
奏
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
浮
か
れ
た
人

び
と
の
心
は
も
ろ
く
な
り
、
楽
師
に
身
売
り
し
て
し
ま
う
の
だ
。（
ハ
ン
ス
・
マ
ッ
チ
ャ
ー
『
風
習
と
伝
説
に
お
け
る
城
伯
領
の

人
び
と
』
一
九
三
一
年
）

　

以
上
の
考
察
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
笛
吹
き
男
伝
説
」
は
複
合
的
な
視
点
か
ら
観
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
話
が
、

そ
の
核
に
あ
る
と
さ
れ
る
事
件
だ
け
で
な
く
、
夏
至
に
ま
つ
わ
る
風
習
と
不
気
味
な
信
仰
、
中
世
の
生
活
形
態
、
放
浪
楽
師
の
置
か
れ

た
社
会
的
・
宗
教
的
立
場
と
そ
れ
に
由
来
す
る
イ
メ
ー
ジ
な
ど
を
土
壌
と
し
て
、
形
成
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

最
後
に
な
る
が
、「
笛
吹
き
男
」
と
来
訪
神
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
も
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
第
一
章
で
解
説
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

祭
日
に
あ
ら
わ
れ
る
異
界
の
住
人
は
、
も
と
も
と
恩
恵
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
害
も
も
た
ら
す
、
二
面
性
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
意
識

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
会
は
、
聖
人
や
天
使
な
ど
に
そ
の
善
い
ほ
う
の
性
格
を
認
め
る
い
っ
ぽ
う
で
、
教
義
と
は

あ
い
い
れ
な
い
魔
女
な
ど
に
つ
い
て
は
、
邪
悪
な
面
を
強
調
し
た
。

　

こ
の
章
で
と
り
あ
げ
た
「
笛
吹
き
男
伝
説
」
に
も
、
こ
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
冒
頭
で
見
た
よ
う
に
、
初
期
の
伝
説
で
は
子
ど
も

の
誘
拐
事
件
の
み
が
語
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
「
笛
吹
き
男
」
が
も
た
ら
す
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
作
用
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
、
楽
師
を
悪
魔
的
存
在
と
み
な
す
キ
リ
ス
ト
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
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し
か
し
一
六
世
紀
に
な
り
、
伝
説
に
ネ
ズ
ミ
捕
り
の
モ
チ
ー
フ
が
吸
収
さ
れ
る
と
、「
笛
吹
き
男
」
は
あ
ら
た
め
て
二
面
性
を
獲
得

す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
は
ま
ず
、
ハ
ー
メ
ル
ン
の
町
を
ネ
ズ
ミ
の
害
か
ら
解
放
す
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
ハ
ー
メ
ル
ン

市
民
の
不
実
な
ふ
る
ま
い
に
対
し
、
子
ど
も
の
誘
拐
と
い
う
か
た
ち
で
罰
す
る
の
で
あ
る
。「
笛
吹
き
男
」
は
、
恩
恵
と
同
時
に
災
厄

を
も
も
た
ら
し
う
る
存
在
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
か
れ
は
古
典
的
な
来
訪
神
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
づ
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
と
は
ご
く
ロ
ー
カ
ル
な
話
に
す
ぎ
な
か
っ
た
「
笛
吹
き
男
伝
説
」
が
、
今
日
世
界
中
で
親
し
ま
れ
る
に
い
た
っ
た
理
由
は
い
く
つ

も
あ
ろ
う
。
こ
の
話
が
も
つ
不
気
味
さ
、
子
ど
も
を
失
っ
た
ハ
ー
メ
ル
ン
市
民
の
悲
嘆
、
裏
切
ら
れ
た
「
笛
吹
き
男
」
の
恐
ろ
し
さ
と

も
の
哀
し
さ
、
こ
う
し
た
こ
と
は
誰
し
も
感
じ
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
象
徴
的
な
物
語
は
わ
れ
わ
れ
を
思
索
の
旅
へ
と
誘
う
。

し
か
し
、
ど
う
ふ
る
ま
う
か
わ
か
ら
な
い
異
界
か
ら
の
来
訪
者
と
住
人
の
あ
い
だ
に
展
開
さ
れ
る
、
緊
張
を
と
も
な
う
駆
け
引
き
が
、

わ
れ
わ
れ
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
う
た
が
い
の
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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谷
口
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溪
水
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―
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ド
イ
ツ
文
学
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第

一
三
三
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日
本
独
文
学
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二
〇
〇
七
年
一
〇
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二
〇
九
―
二
一
八
ペ
ー
ジ

ヘ
デ
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民
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川
端
豊
彦
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Ｋ
Ｍ
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一
九
八
一
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