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「
水
の
女
」
の
黙
示
録 

　
　

イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
・
バ
ッ
ハ
マ
ン
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
を
め
ぐ
っ
て

小　
　

黒　
　

康　
　

正

一　

織
物

二
重
の
別
離

イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
・
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』（
一
九
六
一
）
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
素
材
と
批
判
精
神
が
複
雑
に

絡
み
合
っ
た
「
織
物
」
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
絡
み
合
い
は
短
絡
的
な
理
解
や
一
義
的
な
解
釈
を
寄
せ
つ
け
な
い
。
そ
の
多
様
な
文

学
素
材
の
中
核
に
は
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
を
め
ぐ
る
伝
統
領
域
の
受
容
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
既
存
の
人
間
社
会
に
対
す
る
厳
し
い
糾
弾
が

展
開
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
連
関
か
ら
タ
イ
ト
ル
は
二
重
の
意
味
で
別
離
を
示
す
。

現
代
の
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
は
ハ
ン
ス
と
命
名
さ
れ
た
男
、
男
た
ち
、
人
間
に
別
れ
を
告
げ
、
秩
序
が
支
配
す
る
陸
の
世
界
か
ら
形
を

欠
く
水
の
世
界
へ
と
「
行
く
」。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
水
の
世
界
と
は
単
な
る
物
質
空
間
で
は
な
く
、
陸
の
世
界
と
は
異
質

な
世
界
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
前
提
の
も
と
で
、
あ
る
地
点
か
ら
あ
る
地
点
へ
の
移
動
を
示
唆
す
る
動
詞
「
行
く
」
は
、
既
存
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の
世
界
に
対
す
る
批
判
精
神
と
未
知
な
る
世
界
を
希
求
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
志
向
と
を
併
せ
持
つ
。 

　

だ
が
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
別
離
は
、
既
存
社
会
か
ら
の
別
離
ば
か
り
で
は
な
い
。
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
と
い
う
文
学
素
材
の
現
代

版
で
あ
る
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
は
、
伝
統
の
継
承
よ
り
も
伝
統
か
ら
の
離
反
に
重
き
が
お
か
れ
て
い
る
点
で
、
既
存
の
伝
統
領

域
か
ら
「
行
く
」。
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
場
合
、
確
か
に
フ
ケ
ー
の
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
』（
一
八
一
一
）
や
フ
ラ
ン
ス
の
劇
作
家
ジ
ロ
ド
ゥ
ー

の
三
幕
劇
『
オ
ン
デ
ィ
ー
ヌ
』（
一
八
三
八
）
か
ら
の
影
響
は
見
逃
せ
な
い
が

（
1
）

、
し
か
し
、
先
行
テ
ク
ス
ト
と
の
著
し
い
相
違
点
も

重
要
で
あ
る
。（
一
）
魂
獲
得
に
関
す
る
記
述
の
欠
落

（
2
）、（

二
）
抒
情
詩
的
要
素
の
多
さ

（
3
）、（

三
）
独
白
形
式

（
4
）、（

四
）
ハ
ン
ス
と
い
う
命

名
（
5
）、（

五
）
女
の
ま
な
ざ
し

（
6
）

、
以
上
五
つ
の
主
た
る
相
違
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
は
、

既
存
の
人
間
社
会
か
ら
の
離
反
の
み
な
ら
ず
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
を
め
ぐ
る
伝
統
領
域
か
ら
の
離
反
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

最
後
の
叫
び

『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
、
と
り
わ
け
「
行
く
」
を
め
ぐ
る
二
義
性
に
関
し
て
、
従
来
の
バ
ッ
ハ
マ
ン
研
究
は

見
解
を
概
ね
一
致
さ
せ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
テ
ク
ス
ト
中
で
い
ま
だ
議
論
の
余
地
を
残
す
箇
所
も
少
な
く
な
い
。
と
り
わ
け
、

タ
イ
ト
ル
と
し
て
冒
頭
に
据
え
ら
れ
た
「
行
く
」
に
対
応
す
る
結
末
の
動
詞
「
来
た
れ
」（
二―

二
六
三

（
7
））

は
、
文
学
素
材
か
ら
な

る
前
景
と
社
会
批
判
的
な
背
景
と
が
最
も
複
雑
に
織
り
込
ま
れ
た
箇
所
で
あ
る
。
確
か
に
、
結
語
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
志
向
と
結
び
付
く

「
来
る
よ
う
に
招
く
要
請

（
8
）」

で
あ
る
と
解
す
る
論
者
は
少
な
く
な
い

（
9
）

。
し
か
し
、
結
語
に
残
さ
れ
た
議
論
の
余
地
を
ひ
と
つ
の
問
い

に
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
結
語
の
発
話
主
体
は
誰
か
と
問
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
誰
が
「
来
た
れ
」
と
声
を
発
し
て
い
る
の
か
。
既
に

水
底
に
い
る
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
か
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
を
再
び
人
間
界
に
呼
び
寄
せ
よ
う
と
す
る
ハ
ン
ス
か
。
テ
ク
ス
ト
は
何
も
答
え
ず
、

我
々
に
解
釈
を
要
請
す
る
だ
け
で
あ
る

）
10
（

。
あ
る
者
は
最
後
に
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
叫
び
声
を
聞
く

）
11
（

。
別
の
者
は
ハ
ン
ス
の
呼
び
声
だ
と
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主
張
す
る

）
12
（

。
こ
れ
ら
の
見
解
に
対
し
て
、
結
末
を
二
義
的
に
と
ら
え
る
論
者
の
数
も
少
な
く
な
い

）
13
（

。
こ
の
二
義
性
を
最
初
に
指
摘
し

た
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ゲ
ア
ス
テ
ン
ラ
ウ
ア
ー
は
、
そ
れ
を
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
が
孕
む
神
話
的
な
円
環
運
動
か
ら
説
明
す
る
。

水
の
元
素
の
中
に
身
を
沈
め
る
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
は
（
中
略
）
ま
さ
に
こ
の
瞬
間
に
再
び
上
が
っ
て
来
る
。
弾
劾
の
弁
、
つ
ま
り

「
痛
み
の
声
」
は
再
び
誘
惑
と
な
る
の
だ
。『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
と
い
う
物
語
は
「
来
た
れ
」
と
い
う
言
葉
で
終
り
が
結
ば

れ
る
こ
と
で
、
寓
話
の
線
は
弧
を
描
い
て
予
期
さ
れ
た
始
ま
り
へ
と
戻
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
同
一
の
も
の
の
反
復
へ
と
向
か

う
。
こ
う
し
た
構
造
の
中
で
こ
の
語
り
そ
の
も
の
が
、
神
話
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
の
で
あ
る

）
14
（

。

ゲ
ア
ス
テ
ン
ラ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
を
人
間
の
男
た
ち
に
導
き
、
同
時
に
男
た
ち
を
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
に
引
き
寄
せ
た

も
の
、
つ
ま
り
物
質
存
在
と
人
間
存
在
と
を
相
互
に
引
き
つ
け
合
わ
せ
る
根
源
的
な
誘
惑
の
力
が
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
伝
説
の
始
原
に

あ
っ
た
。
こ
う
し
た
前
提
に
立
つ
ゲ
ア
ス
テ
ン
ラ
ウ
ア
ー
は
、
始
原
の
誘
惑
を
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
の
終
わ
り
か
ら
看
取
し
、

一
見
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
も
の
と
思
え
る
最
後
の
声
か
ら
、
同
時
に
ハ
ン
ス
の
声
も
聞
き
取
る
の
で
あ
る

）
15
（

。
こ
う
し
た
第
三
の
見
解
に

対
し
て
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
が
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
他
の
作
品
と
同
様
に
解
釈
の
多
様
な
可
能
性
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に

着
目
し
、
結
び
は
常
に
開
か
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
見
解
も
見
逃
せ
な
い

）
16
（

。
つ
ま
り
、
第
四
の
立
場
と
し
て
、
結
び

を
二
義
的
で
は
な
く
、
多
義
的
に
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。

開
か
れ
た
形
式

　

以
上
、
議
論
の
余
地
を
最
も
残
す
最
後
の
「
来
た
れ
」
を
め
ぐ
り
、
代
表
的
な
論
者
の
見
解
を
概
観
し
た
。『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
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に
一
貫
し
た
独
白
形
式
を
認
め
る
者
な
ら
第
一
の
見
解
を
、
現
代
の
文
学
理
論
に
通
じ
る
者
な
ら
お
そ
ら
く
第
四
の
見
解
を
支
持
す

る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
文
学
テ
ク
ス
ト
、
と
り
わ
け
現
代
の
文
学
テ
ク
ス
ト
は
総
じ
て
多
義
的
で
、
解
釈
に
対
し
て
開
か
れ
た
形

で
終
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
学
理
論
が
い
わ
ば
空
中
戦
と
し
て
テ
ク
ス
ト
を
理
論
的
に
俯
瞰
す
る
こ
と
が
多
い
の
に

対
し
て
、
個
々
の
文
学
テ
ク
ス
ト
を
論
じ
る
場
合
は
、
い
わ
ば
地
上
戦
と
し
て
時
と
し
て
細
部
に
こ
だ
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

れ
だ
け
に
多
義
性
の
主
張
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
多
義
性
を
生
み
出
す
実
相
に
踏
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
論
は
、

一
般
論
と
し
て
多
層
性
の
指
摘
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
く
、
対
象
テ
ク
ス
ト
が
有
す
る
複
雑
で
豊
か
な
「
織
り
込
み
」
を
解
き
ほ
ぐ

す
「
地
上
戦
」
と
し
て
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
の
結
び
に
改
め
て
こ
だ
わ
り
な
が
ら
テ
ク
ス
ト
全
体
の
多
層
性
の
実
相
を
明
ら

か
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
こ
で
件
の
「
来
た
れ
」
を
従
来
の
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
以
下
の
三
点
か
ら
考
察
す
る
。

着
眼
点

第
一
に
ハ
ン
ス
と
い
う
命
名
が
問
題
に
な
る
。
バ
ッ
ハ
マ
ン
は
ジ
ロ
ド
ゥ
ー
と
同
様
に
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
伝
統
領
域
と
は
一
線
を

画
し
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
相
手
を
ハ
ン
ス
と
名
付
け
た
。
こ
の
命
名
に
対
し
て
多
く
の
論
者
は
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
が
ジ
ロ

ド
ゥ
ー
の
劇
と
は
全
く
異
な
り
な
が
ら
も
、
ハ
ン
ス
と
い
う
名
前
が
同
劇
に
由
来
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
は
た
し
て
そ
う

で
あ
ろ
う
か
。「
来
た
れ
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
が
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
声
な
の
か
ハ
ン
ス
の
声
な
の
か
ど
う
か
、
二
義
的
な
の

か
多
義
的
な
の
か
ど
う
か
を
考
え
る
前
に
、「
ハ
ン
ス
」
と
い
う
名
前
そ
の
も
の
に
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

文
学
テ
ク
ス
ト
の
中
の
名
前
に
対
す
る
多
大
な
る
関
心
を
い
か
な
る
作
家
に
も
ま
し
て
明
言
し
た
作
家
こ
そ
、
バ
ッ
ハ
マ
ン
そ
の
人

だ
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
最
後
の
こ
と
ば
「
来
た
れ
。
た
だ
一
度
だ
け
。
来
た
れ
。」K

om
m
. N

u
r ein

m
al. K

om
m
.

（
二―

二
六
三
）
と
そ
れ
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と
類
似
す
る
「
来
た
れ
！
来
た
れ
！
た
だ
一
度
だ
け
来
た
れ
！
」Kom

m
! K

om
m
! N

u
r ein

m
al K

om
m
! 

と
い
う
「
痛
み
の
声
」

（
二―

二
五
五
）
の
相
違
が
問
題
に
な
る
。
両
者
を
引
き
合
い
に
出
す
論
者
は
多
い
が
、
そ
れ
ら
の
微
妙
な
違
い
に
注
意
を
払
う
者

は
い
な
か
っ
た
。
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
「
痛
み
の
声
」
で
あ
る
「
来
た
れ
！
」
と
は
異
な
り
、
最
後
の
言
葉
「
来
た
れ
」
に
は
感
嘆
符

が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
。
文
法
的
に
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
命
令
法
で
は
な
く
、
要
請
も
し
く
は
単
な
る
陳
述
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
違

い
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
既
存
の
二
次
文
献
か
ら
回
答
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
は

特
定
の
解
釈
を
主
張
す
る
に
せ
よ
、
テ
ク
ス
ト
を
開
か
れ
た
形
の
ま
ま
に
と
ど
め
る
に
せ
よ
、
ま
ず
は
物
語
の
結
末
を
テ
ク
ス
ト
に

忠
実
に
扱
う
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

）
17
（

。

第
三
に
、
バ
ッ
ハ
マ
ン
文
学
を
繙
く
際
に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
概
念
と
密
接
に
関
わ
り
な
が
ら
、
そ
れ
と
は
本
質
的

に
異
な
る
も
う
ひ
と
つ
の
志
向
が
問
題
に
な
る
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
観
点
で
あ
れ
、
別
種
の
社
会
批
判
の
観
点
で
あ
れ
、
こ
れ
ま

で
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
志
向
に
つ
い
て
取
り
組
む
論
者
は
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
本
論
は
特
定
の
枠
組
み
を
外

か
ら
持
ち
込
む
「
空
中
戦
」
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
内
側
か
ら
枠
を
組
み
立
て
る
「
地
上
戦
」
を
心
が
け
た
い
。「
来
た
れ
」
と

深
く
関
わ
り
な
が
ら
、
い
か
な
る
論
者
に
よ
っ
て
も
明
る
み
に
出
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
テ
ク
ス
ト
の
深
層
に
押
し
と
ど
め
ら
れ
た
ま
ま
に

な
っ
て
い
る
、
あ
る
志
向
が
問
題
に
な
る
の
だ
。
し
か
も
こ
の
志
向
が
ハ
ン
ス
と
い
う
名
前
と
も
「
来
た
れ
」
と
も
密
接
に
関
わ
る

こ
と
を
予
め
附
言
し
て
お
く
。
本
論
は
ま
ず
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
名
前
に
対
す
る
関
心
を
踏
ま
え
て
ハ
ン
ス
と
い
う
名
前
に
つ
い
て
論

じ
、
そ
こ
か
ら
バ
ッ
ハ
マ
ン
が
関
心
を
示
し
た
文
学
史
上
有
名
な
も
う
一
人
の
ハ
ン
ス
と
の
関
わ
り
に
ふ
れ
な
が
ら
、
最
終
的
に
は

両
者
が
分
か
ち
合
う
共
通
の
志
向
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
本
論
の
課
題
は
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
と
い
う
織
物
の
い
ま
だ
知
ら

れ
ざ
る
一
糸
を
た
ど
り
な
が
ら
、
そ
の
複
雑
な
絡
み
具
合
の
全
体
像
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。



一
〇
〇

二　

ハ
ン
ス

類
型
化

『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
の
ハ
ン
ス
と
い
う
名
の
人
物
は
、
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
独
自
の
構
想
に
基
づ
く
。
物
語
は
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の

呪
詛
、
ハ
ン
ス
と
い
う
名
前
の
人
間
に
向
け
ら
れ
た
呪
詛
か
ら
始
ま
る
。

お
前
た
ち
人
間
よ
！
お
前
た
ち
怪
物
よ
！

ハ
ン
ス
と
い
う
名
を
も
つ
お
前
た
ち
怪
物
よ
！
私
が
つ
い
ぞ
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
の
名
を
も
つ
も
の
。

私
が
森
の
あ
き
地
を
抜
け
、
小
枝
が
開
く
た
び
、
若
枝
が
水
を
私
の
腕
か
ら
払
い
落
と
し
、
葉
っ
ぱ
が
私
の
髪
か
ら
滴
を
舐
め

取
る
た
び
、
私
は
ハ
ン
ス
と
い
う
者
に
出
会
っ
た
。

そ
う
、
私
が
学
ん
だ
の
は
こ
の
論
理
、
相
手
が
必
ず
ハ
ン
ス
と
い
う
名
を
も
つ
こ
と
、
お
前
た
ち
の
誰
も
が
そ
の
名
で
あ
り
、

次
々
に
そ
の
名
で
あ
り
、
だ
け
ど
唯
一
人
が
そ
の
名
で
あ
る
こ
と
。
私
が
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
の
名
を
も
つ
者
は
、
い
つ
だ
っ
て

唯
一
人
。
私
が
お
前
た
ち
を
心
底
愛
し
た
の
と
変
わ
り
な
く
、
私
が
お
前
た
ち
の
誰
彼
も
忘
れ
、
す
っ
か
り
忘
れ
よ
う
と
も
。

そ
し
て
も
し
お
前
た
ち
の
口
づ
け
と
精
液
が
か
な
り
の
大
水
（
雨
、
川
、
海
）
で
と
う
の
昔
に
洗
い
流
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

て
も
、
そ
の
名
は
残
り
続
け
、
水
の
中
で
繁
茂
す
る
。
私
が
相
手
へ
の
呼
び
か
け
を
止
め
ら
れ
な
い
か
ら
。
ハ
ン
ス
、
ハ
ン
ス
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…
…
。 

（
二―

二
五
三
）

こ
の
引
用
か
ら
は
ハ
ン
ス
と
い
う
名
前
の
類
型
化
が
読
み
取
れ
る
。「
人
間
」
と
「
怪
物
」
と
い
う
奇
妙
な
併
置
の
中
で
『
ウ
ン
デ
ィ
ー

ネ
行
く
』
の
ハ
ン
ス
は
単
数
形
と
複
数
形
の
揺
れ
に
よ
っ
て
一
般
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
も
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
が
学
ん
だ
と
い
う
一

般
化
の
論
理
は
後
に
も
う
一
度
同
様
に
繰
り
返
さ
れ
る
。

私
は
一
人
の
男
を
知
っ
た
。
名
前
は
ハ
ン
ス
だ
っ
た
。
他
の
だ
れ
と
も
違
っ
て
い
た
。
更
に
も
う
一
人
を
知
り
、
ま
た
し
て
も

他
の
だ
れ
と
も
違
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
知
っ
た
一
人
は
、
他
の
だ
れ
と
も
全
く
違
っ
て
お
り
、
名
前
が
ハ
ン
ス
で
、
私
は
彼

を
愛
し
た
。 

（
二―

二
五
八
）

ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
が
出
会
う
人
間
の
男
は
あ
る
一
人
の
男
で
あ
り
な
が
ら
、
単
複
同
一
化
の
論
理
で
男
一
般
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
点
で
、
特
定
の
男
で
は
な
い
。
ハ
ン
ス
と
い
う
名
前
は
、
特
定
の
個
人
を
指
す
と
い
う
固
有
名
詞
の
機
能
を
果
た

し
な
が
ら
同
時
に
、
総
称
と
し
て
普
通
名
詞
の
機
能
も
も
つ
と
い
う
あ
る
種
の
矛
盾
を
犯
す

）
18
（

。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
語
の
日
常

の
言
語
使
用
に
お
い
て
、
例
え
ば
「
ま
ぬ
け
ハ
ン
ス
」H

an
sn

arr

、「
知
っ
た
か
ぶ
り
ハ
ン
ス
」H

an
sdam

pf

、「
道
化
ハ
ン
ス
」

H
an

sw
u
rst

、「
幸
運
児
ハ
ン
ス
」H

an
s im

 G
lü
ck  

と
あ
る
よ
う
に
、
ハ
ン
ス
と
い
う
名
前
は
一
個
人
を
示
す
固
有
名
詞
に
も

類
型
化
さ
れ
た
人
物
を
示
す
普
通
名
詞
に
も
な
り
う
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
呪
詛
に
曝
さ
れ
る
か
つ

て
の
恋
人
は
、
単
数
形
の
一
個
人
と
も
、
複
数
形
の
一
範
疇
と
も
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。



一
〇
二

男
た
ち

そ
し
て
更
に
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
場
合
、
ハ
ン
ス
は
、
社
会
の
秩
序
や
慣
習
の
中
に
い
る
「
男
た
ち
」（
二―

二
五
五
）
と
し
て
、
批

判
の
矛
先
が
向
け
ら
れ
る
対
象
に
他
な
ら
な
い
。
総
じ
て
バ
ッ
ハ
マ
ン
研
究
で
は
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
の
ハ
ン
ス
は
父
権
社

会
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
担
い
手
で
あ
り
、
男
性
原
理
に
支
配
さ
れ
た
人
間
社
会
の
具
現
者
で
あ
る

）
19
（

。
こ
う
し
た
社
会
批
判
的
な
命
名
は
、

ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
を
め
ぐ
る
伝
統
領
域
と
は
直
接
関
わ
り
を
持
た
な
い
。
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
記
述
で
も
、
フ
ケ
ー
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
』

で
も
、
Ｅ
・
Ｔ
・
Ａ
・
ホ
フ
マ
ン
の
同
名
の
オ
ペ
ラ
で
も
、
相
手
の
男
は
ハ
ン
ス
と
は
命
名
さ
れ
て
い
な
い
。
但
し
、
ジ
ロ
ド
ゥ
ー

の
劇
『
オ
ン
デ
ィ
ー
ヌ
』
で
は
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
相
手
の
騎
士
は
「
ハ
ン
ス
・
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
・
ツ
ゥ
・
ヴ
ィ
ッ

テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
命
名
に
対
し
て
ナ
ヴ
ァ
プ
は
、「
ジ
ロ
ド
ゥ
ー
の
騎
士
ハ
ン
ス
は
（
中
略
）〈
平
均
的

な
騎
士
〉
で
あ
る
。（
中
略
）
ハ
ン
ス
を
類
型
に
降
格
さ
せ
る
一
般
化
は
、
同
時
に
ハ
ン
ス
を
す
べ
て
の
人
間
の
代
表
者
に
し
て
し

ま
う
」
と
言
う

）
20
（

。
日
常
の
言
語
使
用
に
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
の
童
話
や
民
話
に
基
づ
く
一
般
化
は
、
ジ
ロ
ド
ゥ
ー
の
ハ
ン
ス

の
み
な
ら
ず
、
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
そ
れ
に
も
大
い
に
当
て
は
ま
る
。
事
実
、「
お
前
た
ち
の
こ
と
を
私
は
笑
い
、
驚
か
ず
に
は
お
ら
れ

な
い
。
ハ
ン
ス
、
ハ
ン
ス
よ
、
妻
を
め
と
っ
て
共
に
働
く
ち
っ
ぽ
け
な
学
生
で
あ
り
、
実
直
な
労
働
者
で
あ
る
お
前
の
こ
と
を
」（
二

―

二
五
六
）
と
い
う
こ
と
ば
が
示
す
よ
う
に
、
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
ハ
ン
ス
は
現
代
に
お
け
る
「
ま
ぬ
け
ハ
ン
ス
」
あ
る
い
は
「
平
均
的

な
騎
士
」
と
呼
ん
で
差
支
え
な
か
ろ
う
。
ブ
リ
ン
ク
マ
ン
は
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
に
お
け
る
ハ
ン
ス
に
つ
い
て
、「
こ
の
名
前

は
お
そ
ら
く
『
幸
運
児
ハ
ン
ス
』
と
い
う
メ
ー
ル
ヒ
ェ
ン
か
ら
取
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ジ
ロ
ド
ゥ
ー
の
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
』

に
よ
っ
て
も
裏
書
き
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る

）
21
（

」
と
説
明
す
る
。 

し
か
し
、
こ
の
見
解
は
十
分
な
説
明
で
あ
る
と
は
言
い

難
い
。
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
ハ
ン
ス
は
、
ジ
ロ
ド
ゥ
ー
の
ハ
ン
ス
と
は
異
な
り

）
22
（

、
月
並
な
人
物
像
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
先
行
者
の

テ
ク
ス
ト
に
は
無
い
何
か
異
質
な
も
の
を
も
持
つ
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
社
会
批
判
の
要
素
を
挙
げ
る
論
者
は
少
な
く
な
い
。
但
し
、
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社
会
批
判
性
だ
け
で
伝
統
的
な
素
材
の
現
代
版
が
ジ
ロ
ド
ゥ
ー
ば
か
り
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
先
行
者
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
も
区
別
さ

れ
る
と
は
言
い
難
い
。
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
相
手
が
ハ
ン
ス
と
命
名
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
積
極
的
な
理
由
、
何
は
と
も
あ
れ
ハ
ン

ス
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
、
そ
れ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

名
前
の
ア
ウ
ラ

バ
ッ
ハ
マ
ン
は
、
一
九
五
九
年
秋
か
ら
の
冬
学
期
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
で
五
回
に
わ
た
る
詩
学
講
演
を
行
っ
た
。
そ
の
第
四

回
目
で
は
「
名
前
と
の
交
わ
り
」
と
い
う
演
題
の
も
と
に
、
文
学
に
お
け
る
名
前
の
問
題
を
扱
う
。
バ
ッ
ハ
マ
ン
は
最
初
、「
ル
ル
、

ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
、
エ
ン
マ
・
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
、
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ニ
ー
ナ
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
、
ラ
ス
テ
ィ
ニ
ャ
ッ
ク
、
緑
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
、

ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
」（
四―
二
三
八
）
と
い
っ
た
世
界
文
学
史
上
の
著
名
な
登
場
人
物
た
ち
の
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
で
、
名
前

が
喚
起
す
る
力
に
聴
衆
の
注
意
を
促
す
。
バ
ッ
ハ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
名
前
が
生
き
て
い
る
人
々
よ
り
も
作
り
上
げ
ら
れ
た
人
物
に
よ

り
密
接
に
結
び
つ
く
こ
と
で
、
文
学
作
品
の
主
人
公
た
ち
は
現
実
の
人
間
よ
り
も
生
き
生
き
と
し
た
生
身
の
人
間
と
し
て
感
じ
ら
れ

る
。
ま
た
、
読
者
が
名
前
に
対
し
て
実
に
誠
実
で
あ
る
と
も
バ
ッ
ハ
マ
ン
は
強
調
し
た
。
し
か
し
、
現
代
文
学
に
ま
っ
た
く
別
の
傾

向
が
あ
る
こ
と
、
今
日
で
は
「
素
朴
な
命
名
へ
の
信
頼
が
揺
ら
い
で
」（
四―

二
四
二
）
お
り
、
カ
フ
カ
、
ジ
ョ
イ
ス
、
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー

な
ど
の
文
学
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
名
前
の
持
つ
ア
ウ
ラ
が
か
つ
て
の
よ
う
に
光
を
放
た
な
い
こ
と
も
、
バ
ッ
ハ
マ
ン
は
忘
れ
て

は
い
な
い
。

名
前
の
魔
術
師

バ
ッ
ハ
マ
ン
が
講
演
の
中
で
名
を
馳
せ
た
主
人
公
た
ち
と
と
も
に
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。
フ
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ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
の
詩
学
講
演
の
数
年
前
に
『
三
〇
歳
』
の
中
の
す
べ
て
の
物
語
が
公
に
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
バ
ッ
ハ
マ
ン
が
講

演
で
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
名
前
を
挙
げ
た
と
き
、
当
然
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し

て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
や
他
の
人
物
た
ち
と
と
も
に
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
『
魔
の
山
』
の
主
人
公
ハ
ン
ス
・
カ

ス
ト
ル
プ
の
名
前
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
呼
び
出
し
は
偶
然
で
は
な
い
。
同
じ
講
演
中
で
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
に
注
意
が
向
け
ら

れ
て
い
る
か
ら
だ
。
バ
ッ
ハ
マ
ン
は
強
調
す
る
、「
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
に
お
い
て
は
名
前
は
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
マ
ン
は
最

後
の
偉
大
な
る
名
前
の
考
案
者
で
、
名
前
の
魔
術
師
な
の
で
す
」（
四―

二
四
七
）
と
。
マ
ン
は
最
後
の
「
名
前
の
魔
術
師
」
と
し

て
作
品
の
登
場
人
物
に
「
非
常
に
よ
く
練
ら
れ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
」（
四―

二
四
七
）
を
も
つ
意
図
的
な
名
前
を
付
け
て
い
る
と
い
う
。

名
前
の
問
題
や
「
名
前
の
魔
術
師
」
に
寄
せ
る
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
強
い
関
心
を
考
え
る
と
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
の
ハ
ン
ス
と
『
魔

の
山
』
の
ハ
ン
ス
と
を
比
較
検
討
し
て
み
る
必
要
が
生
じ
る
。

ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ

『
魔
の
山
』
の
ハ
ン
ス
は
、
主
に
四
つ
の
層
か
ら
成
り
立
つ
。
第
一
に
「
月
並
な
人
物
」、
第
二
に
「
中
間
の
国
ド
イ
ツ
」、
第
三
に
「
福

音
史
家
ヨ
ハ
ネ
」、
第
四
に
「
預
言
者
ヨ
ハ
ネ
」、
以
上
の
層
で
あ
る

）
23
（

。
こ
の
う
ち
第
一
の
層
は
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
ハ
ン
ス
に
も
容
易
に

認
め
ら
れ
た
。
ま
た
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
で
は
ハ
ン
ス
と
い
う
名
前
を
通
じ
て
ド
イ
ツ
語
圏
の
社
会
が
男
性
原
理
に
基
づ
く
人

間
社
会
の
典
型
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
考
え
れ
ば
、
第
二
の
層
も
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
ハ
ン
ス
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
の
層
そ
し
て
第
四
の
層
に
関
し
て
は
、
論
者
が
知
る
限
り
、
二
次
文
献
の
中
で
の
指
摘
は
ま
っ
た
く
無
い
。
確
か
に
福
音
書
の

世
界
と
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
の
世
界
は
ま
っ
た
く
異
質
で
あ
る
。
だ
が
、
第
四
の
層
に
関
し
て
は
、
バ
ッ
ハ
マ
ン
が
一
九
五
四
年
、

つ
ま
り
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
を
執
筆
す
る
数
年
前
に
『
千
年
王
国
へ
』
と
い
う
エ
ッ
セ
ー
を
書
き
上
げ
て
い
る
だ
け
に
、
看
過
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す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
同
タ
イ
ト
ル
が
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
第
二
〇
章
で
描
か
れ
た
「
千
年
王
国
の
支
配
」
に
由
来
す
る
こ
と
は
、

言
を
俟
た
な
い
。
エ
ッ
セ
ー
の
中
で
バ
ッ
ハ
マ
ン
は
、
論
述
対
象
で
あ
る
ム
ー
ジ
ル
の
小
説
『
特
性
の
な
い
男
』
が
読
者
に
「
よ
く

考
え
る
こ
と
、
厳
密
に
考
え
る
こ
と
、
大
胆
に
考
え
る
こ
と
」（
四―

二
八
）
を
要
求
す
る
と
述
べ
、
こ
の
要
求
を
こ
の
小
説
の
ユ
ー

ト
ピ
ア
志
向
と
み
な
す
。
尤
も
、
以
上
の
類
推
だ
け
か
ら
、
バ
ッ
ハ
マ
ン
が
『
魔
の
山
』
も
し
く
は
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
の
人
物

像
か
ら
、
黙
示
録
的
な
層
を
自
ら
の
ハ
ン
ス
に
託
し
た
か
ど
う
か
を
明
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
黙
示
録
の
観
点
か
ら
『
ウ

ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
を
読
み
直
す
と
き
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
呪
詛
と
情
念
が
渦
巻
く
世
界
か
ら
黙
示
録
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
見
え
て

き
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
ハ
ン
ス
に
対
す
る
愛
憎
に
は
黙
示
録
的
な
二
律
背
反
が
あ
り
は
し
な
い
か
。

三　

黙
示
録
的
志
向

怪
物『

ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
は
ハ
ン
ス
と
い
う
名
前
の
怪
物
に
対
す
る
奇
妙
な
呼
び
か
け
か
ら
始
ま
る
。
黙
示
録
の
視
点
か
ら
す
れ

ば
、
こ
の
冒
頭
に
は
既
に
黙
示
録
に
登
場
す
る
「
獣

）
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」
の
影
が
ち
ら
つ
く
。
黙
示
録
第
一
三
章
で
は
、「
一
三
」
と
い
う
数
字
に
相

応
し
く
、
悪
魔
で
あ
る
竜
が
二
匹
の
怪
物
を
呼
び
出
し
、
第
一
の
怪
物
に
自
己
の
力
を
託
し
、
第
二
の
怪
物
に
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
力

を
与
え
、
そ
の
上
で
第
二
の
怪
物
が
人
々
に
第
一
の
怪
物
の
偶
像
を
崇
拝
さ
せ
、
怪
物
の
名
前
も
し
く
は
人
間
の
名
前
を
意
味
す
る

「
六
六
六
」
と
い
う
数
を
印
づ
け
る
。
黙
示
録
の
第
二
の
怪
物
が
人
間
の
名
前
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
を
裏
切
る

怪
物
が
ハ
ン
ス
と
い
う
名
前
を
持
つ
と
い
う
設
定
に
対
応
し
よ
う
。
と
は
い
え
、
神
学
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
対
応
に
は
決
定

的
な
矛
盾
が
あ
る
。
ヨ
ハ
ネ
と
怪
物
は
相
交
わ
る
こ
と
の
な
い
、
い
わ
ば
善
と
悪
の
両
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
敵
対
者
に
他
な
ら
な



一
〇
六

い
。
従
っ
て
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
に
お
け
る
ハ
ン
ス
と
い
う
名
前
と
裏
切
り
者
と
し
て
の
怪
物
と
の
結
び
つ
き
は
あ
る
種
の

破
綻
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
神
学
の
世
界
に
お
い
て
二
項
対
立
と
解
さ
れ
る
要
素
が
、
文
学
の
世
界
、
と
り
わ
け
人

間
の
内
奥
を
掘
り
下
げ
よ
う
と
す
る
近
代
以
降
の
文
学
で
は
、
い
わ
ば
ヤ
ヌ
ス
の
如
く
両
面
価
値
と
し
て
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
は
、

少
な
く
な
い
。『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
の
ハ
ン
ス
が
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
愛
憎
が
向
け
ら
れ
る
対
象
と
し
て
、
矛
盾
か
ら
成
り
立

つ
両
義
的
な
人
物
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
齟
齬
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
矛
盾
こ
そ
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
の
多
層
構
造

を
担
う
重
要
な
層
な
の
で
あ
る
。

終
焉
へ
の
叫
び

　

と
こ
ろ
で
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
で
は
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
を
め
ぐ
る
先
行
テ
ク
ス
ト
と
は
異
な
り
、
奇
妙
な
音
の
描
写
が
目
立

つ
。
実
は
同
テ
ク
ス
ト
の
ハ
ン
ス
は
、
黙
示
録
の
ヨ
ハ
ネ
や
『
魔
の
山
』
の
ハ
ン
ス
と
同
様
に
、
奇
妙
な
音
に
聴
き
耳
を
立
て
な
が

ら
、
既
存
の
世
界
が
終
り
に
近
付
き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
は
、
日
常
の
あ
る
日
、
突
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

心
を
込
め
て
自
分
の
妻
た
ち
、
子
供
た
ち
の
髪
を
な
で
、
新
聞
を
広
げ
、
領
収
書
に
目
を
通
し
、
あ
る
い
は
ラ
ジ
オ
の
つ
ま
み

を
回
し
て
音
量
を
大
き
く
し
た
り
す
る
。
／
だ
が
そ
う
し
つ
つ
聞
こ
え
て
く
る
の
は
貝
の
中
の
虚
ろ
な
響
き
、
風
の
フ
ァ
ン

フ
ァ
ー
レ
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
度
後
に
な
っ
て
家
の
中
が
暗
く
な
る
と
、
男
た
ち
は
秘
か
に
立
ち
上
が
り
、
ド
ア
を
開
け
、
下

の
廊
下
、
下
の
庭
、
並
木
道
に
聴
き
耳
を
立
て
る
と
、
そ
う
す
る
と
実
に
は
っ
き
り
と
聞
こ
え
て
く
る
、
痛
み
の
響
き
、
彼
方

か
ら
の
よ
び
声
、
不
気
味
な
音
楽
が
。
来
た
れ
！
来
た
れ
！
た
だ
一
度
だ
け
来
た
れ
！ 

（
二―

二
五
五
）
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ハ
ン
ス
は
最
初
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
と
い
う
物
質
存
在
が
放
つ
「
虚
ろ
な
響
き
」
を
自
ら
の
日
常
世
界
の
中
で
聞
き
取
っ
た
。
そ
し
て
、

ド
イ
ツ
の
民
間
伝
承
に
て
水
の
精
が
現
れ
る
と
言
わ
れ
る
時
刻
、
昼
と
夜
の
狭
間
、
越
境
の
時
に
な
る
と
、
生
活
空
間
と
い
う
内
か

ら
異
界
と
い
う
外
へ
と
意
識
を
向
け
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
響
き
」
で
あ
り
「
よ
び
声
」
で
あ
り
「
音
楽
」
で
あ
る
と
解
す
。
し
か
も

ハ
ン
ス
は
非
言
語
的
な
響
き
を
最
終
的
に
「
来
た
れ
！
来
た
れ
！
た
だ
一
度
だ
け
来
た
れ
！
」
と
い
う
人
間
存
在
の
言
語
に
翻
訳
し
、

「
終
焉
へ
の
叫
び
」
と
解
釈
す
る
。

私
が
来
る
と
、
そ
よ
風
が
私
の
到
来
を
告
げ
る
と
、
お
前
た
ち
は
跳
び
上
が
っ
て
、
時
が
近
い
こ
と
を
知
っ
た
、
恥
辱
、
追
放
、

堕
落
、
不
可
解
な
も
の
が
近
い
こ
と
を
知
っ
た
。
終
焉
へ
の
叫
び
。
終
焉
へ
の
。 

（
二―

二
五
七
）

ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
は
ハ
ン
ス
の
世
界
を
拒
絶
し
、
呪
う
。
そ
れ
だ
け
に
既
存
の
人
間
社
会
の
事
情
に
も
通
じ
、
そ
の
没
落
を
告
知
で
き

る
の
で
あ
っ
た
、「
そ
の
中
で
時
と
死
が
現
れ
燃
え
、
す
べ
て
を
、
犯
罪
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
た
秩
序
を
、
眠
り
の
た
め
に
誤
用
さ
れ

た
夜
を
、
焼
き
払
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
」（
二―
二
五
八
）
と
。
こ
こ
で
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
劫
火
に
よ

る
崩
壊
の
イ
メ
ー
ジ
が
黙
示
録
に
基
づ
く
こ
と
で
あ
る
。
黙
示
録
第
一
八
章
で
ア
ン
チ
・
キ
リ
ス
ト
の
首
都
で
あ
る
バ
ビ
ロ
ン
が
焼

け
落
ち
る
よ
う
に
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
で
は
父
権
制
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
人
間
社
会
の
崩
壊
が
、
つ
ま
り
現
代
の
バ

ビ
ロ
ン
の
終
焉
が
告
知
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
黙
示
録
的
告
知
を
ま
ず
は
「
虚
ろ
な
響
き
、
風
の
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
」
と
し
て

聞
く
ハ
ン
ス
は
、『
魔
の
山
』
第
七
章
の
滝
な
ら
び
に
戦
場
の
両
場
面
で
ラ
ッ
パ
の
響
き
や
男
た
ち
の
大
声
を
耳
に
す
る
ハ
ン
ス
と

同
様
に

）
25
（

、
黙
示
録
で
様
々
な
不
気
味
な
音
を
終
末
の
告
知
と
し
て
聞
く
ヨ
ハ
ネ
の
い
わ
ば
後
裔
に
他
な
ら
な
い
。
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黙
示
録
文
化

　

と
こ
ろ
で
、
ヨ
ハ
ネ
が
見
る
幻
視
は
、
焼
け
落
ち
る
バ
ビ
ロ
ン
ば
か
り
で
は
な
い
。
ヨ
ハ
ネ
が
神
の
国
を
実
現
す
る
来
る
べ
き
エ

ル
サ
レ
ム
を
見
る
こ
と
で
、
黙
示
録
は
、
古
戦
場
ハ
ル
マ
ゲ
ド
ン
で
行
わ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
異
教
徒
の
最
終
決
戦
、
神
の
軍
勢

と
悪
魔
の
軍
勢
の
決
定
的
な
覇
権
争
い
、
明
と
暗
の
究
極
の
戦
い
を
通
じ
て
、
下
降
線
か
ら
最
終
か
つ
一
回
か
ぎ
り
の
上
昇
線
を
辿

り
な
が
ら
、
旧
世
界
の
没
落
と
新
世
界
の
到
来
を
描
く
。
聖
書
の
最
後
に
配
さ
れ
、
多
種
多
様
な
幻
視
と
と
も
に
歴
史
の
最
後
を
扱

う
黙
示
録
は
、
諸
芸
術
に
多
く
の
素
材
を
提
供
し
続
け
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
意
識
を
形
成
し
、
同
時
に
ト
ポ
ス
と
し
て
の

「
黙
示
録
文
化
」
を
培
っ
て
き
た
。
黙
示
録
は
危
機
意
識
の
言
語
表
現
と
し
て
人
々
の
意
識
も
し
く
は
無
意
識
の
中
に
隠
微
な
形
で

染
み
わ
た
り
、
天
変
地
異
や
社
会
的
危
機
に
立
た
さ
れ
た
人
々
の
不
安
と
希
望
を
い
わ
ば
取
り
込
む
。
黙
示
録
的
ト
ポ
ス
は
、
普
段

は
さ
ま
ざ
ま
な
非
合
理
を
謎
も
し
く
は
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
形
で
宿
し
な
が
ら
影
を
潜
め
て
い
る
が
、
耐
え
難
い
危
機
が
人
々
を
襲
う
と

き
、
突
如
と
し
て
歴
史
の
表
舞
台
で
猛
威
を
奮
う
。
そ
し
て
束
の
間
の
陶
酔
の
後
、
黙
示
録
に
出
自
を
持
つ
終
末
を
め
ぐ
る
言
説
は
、

新
た
な
も
の
を
吸
収
し
、
歴
史
的
経
験
に
よ
っ
て
増
殖
し
な
が
ら
原
テ
ク
ス
ト
に
還
っ
て
い
く
。
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
言
を
援
用
す

る
な
ら
ば
、
こ
う
し
て
「
回
帰
す
る
諸
モ
テ
ィ
ー
フ
に
満
た
さ
れ
た
一
つ
の
濃
密
な
伝
統
領
域

）
26
（

」
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
れ
が
す
な
わ

ち
ト
ポ
ス
と
し
て
の
「
黙
示
録
文
化
」
に
他
な
ら
な
い
。

　

徹
底
的
な
終
末
意
識
と
局
面
打
開
の
情
念
と
を
腐
植
土
と
す
る
「
黙
示
録
文
化
」
は
、
二
つ
の
世
界
大
戦
を
経
験
し
た
二
〇
世
紀

の
文
学
、
そ
れ
も
ド
イ
ツ
文
学
に
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
。
中
で
も
影
響
の
際
立
っ
た
文
学
的
結
晶
化
を
三
つ
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、

第
一
に
没
落
の
予
感
と
新
生
の
希
求
を
魂
の
叫
び
に
よ
っ
て
表
現
し
た
第
一
次
世
界
大
戦
前
後
の
表
現
主
義
者
た
ち

）
27
（

、
第
二
に
二
つ

の
世
界
大
戦
と
ド
イ
ツ
精
神
の
連
関
を
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
表
現
し
た
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

）
28
（

、
第
三
に
女
性
の
ま
な
ざ
し

に
よ
る
既
存
社
会
に
対
す
る
徹
底
的
な
批
判
と
新
し
い
言
語
の
模
索
と
を
同
時
に
行
っ
た
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
・
バ
ッ
ハ
マ
ン
、
以
上
の



一
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三
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
学
テ
ク
ス
ト
で
あ
ろ
う
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
文
学

　

バ
ッ
ハ
マ
ン
は
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
行
っ
た
第
五
番
目
の
詩
学
講
演
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
文
学
」
で
、
文
学
を
「
未
知
の
境

界
か
ら
成
る
、
前
方
に
開
か
れ
た
王
国
」（
四―

二
五
八
）
と
規
定
す
る
。
バ
ッ
ハ
マ
ン
は
、
物
語
集
『
三
〇
歳
』
の
い
ず
れ
の
作

品
で
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
希
求
（
あ
る
い
は
そ
う
し
た
希
求
の
破
綻
）
を
問
題
に
す
る
中
で
、
別
の
領
域
か
ら
人
間
の
世
界
を
見
な
が

ら
「
彼
方
か
ら
の
よ
び
声
」
を
発
す
る
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
に
と
り
わ
け
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
託
す
。
バ
ッ
ハ
マ
ン
に
と
っ
て
書
く
こ
と
と
は
、

ま
な
ざ
し
を
「
完
全
な
も
の
、
不
可
能
な
も
の
、
手
の
届
か
な
い
も
の
」（
四―

二
七
六
）
に
向
け
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
身
振
り
に

他
な
ら
な
い
。
ま
た
上
述
の
『
千
年
王
国
へ
』
に
よ
れ
ば
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
は
「
目
的
で
は
な
く
、
眼
前
の
方
向
」（
四―

二
七
）

と
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
視
覚
に
基
づ
く
表
現
は
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
初
期
の
詩
「
早
す
ぎ
る
正
午
」
の
中
に
も
見
い
だ
せ
る
。「
希
望
の

み
が
光
に
目
が
く
ら
み
、
し
ゃ
が
み
こ
む
」（
一―

四
五
）
中
で
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
の
志
向
は
、
時
の
「
猶
予
」
を
前
に
し
て
「
新
し

い
言
葉
を
め
ぐ
る
戦
い

）
29
（

」
と
結
び
付
く
。

声
を
低
め
て
言
う
と
、
言
う
に
言
わ
れ
ぬ
も
の
が
地
上
を
行
く
。

す
で
に
正
午
だ
。 

（
一―

四
五
）

詩
の
中
の
「
言
う
に
言
わ
れ
ぬ
も
の
が
行
く
」D

as U
n
säg

lich
e g

eh
t 

と
い
う
表
現
は
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』U

n
din

e 

g
eh

t 

と
い
う
タ
イ
ト
ル
と
同
様
に
、
ど
こ
に
行
く
の
か
と
い
う
方
向
性
へ
の
問
い
を
潜
在
的
に
持
つ
。
但
し
、
問
題
は
空
間
移
動



一
一
〇

ば
か
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
眼
目
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
の
ト
ポ
ス
で
あ
り
、
ニ
ー
チ
ェ
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う

言
っ
た
』
第
四
部
で
も
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
太
陽
が
最
も
高
く
昇
る
中
で
万
物
の
動
き
が
一
瞬
止
ま
る
静
寂
の
時
、
つ
ま
り
「
正
午
」

に
あ
る
。
黙
示
録
の
言
説
が
巧
み
に
織
り
込
ま
れ
た
同
書
の
場
合

）
30
（

、
最
後
の
場
面
で
新
た
な
救
世
主
は
千
年
王
国
の
イ
メ
ー
ジ
が
付

さ
れ
た
「
大
い
な
る
正
午
」
を
築
く
た
め
に
山
を
下
り
て
行
く
。
こ
れ
に
対
し
て
、
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
場
合
、
端
的
に
言
え
ば
、
エ
ッ

セ
ー
『
千
年
王
国
へ
』
あ
る
い
は
物
語
集
『
三
〇
歳
』
が
示
す
よ
う
に
、
新
し
い
時
代
の
到
来
は
い
ま
だ
存
在
し
な
い
未
知
な
る
言

語
の
現
出
と
し
て
模
索
さ
れ
る
。
バ
ッ
ハ
マ
ン
は
、
既
存
の
言
語
で
は
言
い
表
す
事
の
で
き
な
い
全
く
新
し
い
言
語
を
既
存
の
言
語

で
言
い
表
そ
う
と
す
る
矛
盾
し
た
試
み
を
敢
え
て
行
う
。
先
鋭
化
し
た
言
語
批
判
的
意
識
を
有
す
る
バ
ッ
ハ
マ
ン
は
、
ニ
ー
チ
ェ
や

マ
ウ
ト
ナ
ー
や
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
同
様
に
言
語
の
否
定
性
を
自
覚
し
、
既
存
の
言
語
が
原
理
的
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
確
信

し
た
一
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
先
行
す
る
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
、
ム
ー
ジ
ル
、
カ
フ
カ
と
同
様
に
、
言
語
の
否
定
性
を

原
理
的
契
機
と
し
て
成
立
す
る
「
否
定
性
の
文
学

）
31
（

」
を
模
索
し
た
。
特
に
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
場
合
、「
眼
前
の
方
向
」
に
向
け
ら
れ
た

身
振
り
は
、
機
能
不
全
に
陥
っ
た
既
知
の
言
語
の
中
に
未
知
の
言
語
と
の
接
点
を
探
る
詩
作
と
な
り
、
そ
れ
は
い
わ
ば
「
境
界
の
ポ

エ
ジ
ー
」
を
生
み
出
す
。
先
の
詩
の
場
合
、
既
知
の
言
語
で
は
表
現
不
可
能
な
「
手
の
届
か
な
い
も
の
」
で
あ
る
は
ず
の
「
言
う
に

言
わ
れ
ぬ
も
の
」
が
現
出
す
る
瞬
間
、
時
間
の
中
の
無
時
間
と
も
称
す
べ
き
「
正
午
」、
時
間
と
無
時
間
の
境
界
が
重
要
で
あ
っ
た
。

『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
で
は
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
と
ハ
ン
ス
が
出
会
う
「
森
の
あ
き
地
」L

ich
tu

n
g

（
二

－

二
五
三
）
が
、
大
き
な

役
割
を
は
た
す
。
も
と
も
と
『
存
在
と
時
間
』
第
二
八
章
に
お
い
て
「
み
ず
か
ら
開
か
れ
て
あ
る
も
の
」
と
し
て
の
「
ダ
ー
ザ
イ
ン
」

を
比
喩
す
る
語
が
、
ウ
ィ
ー
ン
大
学
に
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
論
で
学
位
を
得
た
バ
ッ
ハ
マ
ン
に
よ
っ
て
、
形
の
な
い
水
の
世
界
と
人
間
に

よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
世
界
と
の
接
点
、
二
つ
の
世
界
が
遭
遇
す
る
「
未
知
の
境
界
」
と
し
て
援
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
別
言
す

れ
ば
、「
森
の
あ
き
地
」
は
ど
こ
に
も
無
い
場
所
と
し
て
詩
的
に
設
定
さ
れ
た
「
ト
ポ
ス
」
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
人
間
の
世
界
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に
あ
り
な
が
ら
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
通
じ
る
境
界
は
、
既
知
の
言
語
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
未
知
の
言
語
、
ど
こ
に
も
無
い
こ
と
ば
と
し

て
の
「
ト
ポ
ス
」
で
も
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
を
「
未
知
の
境
界
か
ら
な
る
、
前
方
に
開
か
れ
た
王
国
」
か
ら
の
越

境
者
、
否
定
性
の
ポ
エ
ジ
ー
の
具
現
と
称
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
上
述
の
「
痛
み
の
響
き
」
は
従
っ
て
、
古
い
世
界
と
古
い
言
語
を
め

ぐ
る
「
終
焉
へ
の
叫
び
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
新
し
い
世
界
と
新
し
い
言
語
へ
の
誘
い
と
も
理
解
で
き
る
。

呑
み
込
む
こ
と

　

尤
も
、
水
の
女
が
発
す
る
誘
い
の
前
に
、
陸
の
男
が
行
う
呼
び
出
し
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
は

相
手
に
言
う
、「
だ
が
忘
れ
る
な
、
お
前
た
ち
が
私
を
世
界
に
呼
び
出
し
た
こ
と
を
、
私
の
こ
と
を
夢
に
み
た
こ
と
を
、
別
の
女
で

あ
り
、
別
の
存
在
で
あ
り
、
お
前
た
ち
の
精
神
を
も
つ
が
、
お
前
た
ち
の
姿
を
も
た
ぬ
者
、
お
前
た
ち
の
結
婚
式
で
悲
嘆
の
声
を
あ

げ
、
濡
れ
た
足
で
や
っ
て
来
る
未
知
の
女
の
こ
と
を
」（
二―

二
六
〇
）
と
。
水
の
女
と
陸
の
男
の
間
で
繰
り
返
さ
れ
る
邂
逅
の
結

果
は
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
志
向
の
頓
挫
で
あ
っ
た
。
呼
び
出
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
は
常
に
「
呪
わ
れ
た
存
在
」
に

な
り
、
古
い
世
界
の
祭
壇
に
捧
げ
ら
れ
る
「
生
け
贄
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
私
の
血
は
お
い
し
か
っ
た
か
。
少
し
ば
か
り
牝
鹿
の

血
の
味
が
、
白
鯨
の
血
の
味
が
し
た
か
。
そ
う
し
た
動
物
の
無
言
の
味
が
」（
二―

二
六
〇
）
と
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
は
「
裏
切
り
者
」

ハ
ン
ス
に
問
う
。
つ
ま
り
、「
生
け
贄
」
は
「
怪
物
」
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
再
び
ハ
ン
ス
の
出
自

が
屈
折
し
た
形
で
問
題
に
な
ろ
う
。
黙
示
録
第
一
二
章
で
は
、
神
を
裏
切
っ
て
地
上
に
投
げ
落
と
さ
れ
た
サ
タ
ン
と
称
さ
れ
る
者

が
七
つ
の
頭
を
も
つ
巨
大
な
竜
と
し
て
現
れ
、
神
の
民
を
担
う
「
太
陽
の
乙
女
」
と
解
さ
れ
る
女
に
襲
い
か
か
り
、
女
が
産
ん
だ
救

世
主
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
お
う
と
す
る
。
こ
う
し
て
神
の
勢
力
と
そ
の
敵
対
者
と
の
最
終
決
戦
の
火
蓋
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
る
の
で

あ
っ
た
。『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
で
は
、
陸
の
男
が
自
ら
呼
び
出
し
た
水
の
女
を
、「
水
と
ヴ
ェ
ー
ル
、
固
定
さ
れ
得
な
い
も
の
」（
二



一
一
二

―

二
五
九
）
を
危
険
と
感
じ
、
怪
訝
に
思
い
、
そ
し
て
裏
切
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
裏
切
り
と
呑
み
込
み
を
前
提
に
し
な
が
ら
『
ウ

ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
で
は
、
陸
の
男
に
対
す
る
「
別
の
存
在
」
に
よ
る
罵
り
が
、
古
い
言
語
を
用
い
る
旧
世
界
の
男
に
対
す
る
「
未

知
の
女
」
の
呪
詛
が
始
ま
り
、
テ
ク
ス
ト
全
体
を
覆
う
の
で
あ
る
。

心
の
揺
れ

　

但
し
、
後
半
部
に
お
い
て
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
口
調
に
い
さ
さ
か
変
化
が
見
ら
れ
、
呪
詛
と
哀
訴
か
ら
な
る
不
協
和
音
が
響
く
。
ウ

ン
デ
ィ
ー
ネ
の
断
固
と
し
た
罵
り
の
口
調
は
弱
ま
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
相
手
に
寛
容
な
態
度
を
示
す
。
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
は
立
ち
去
る

前
に
「
森
の
あ
き
地
」
で
の
ハ
ン
ス
と
の
逢
瀬
を
思
い
出
す
、
否
、「
す
べ
て
を
思
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
ど
の
裏
切
り
も
、

ど
の
卑
劣
も
。
同
じ
場
所
で
私
は
お
前
た
ち
に
再
会
し
た
。
私
に
は
恥
辱
の
地
に
思
え
た
、
か
つ
て
明
る
か
っ
た
と
こ
ろ
が
。
お
前

た
ち
は
何
を
し
た
の
か
！
」（
二―

二
六
〇
）
と
。
確
か
に
別
れ
は
決
定
的
だ
っ
た
。
し
か
し
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
は
、
完
全
に
悲
嘆
に

暮
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
密
か
な
希
望
を
心
に
抱
き
、
次
の
よ
う
に
思
い
を
吐
露
す
る
、「
だ
け
ど
立
ち
去
れ
な
い
。
お
前
た

ち
に
も
う
一
度
ま
と
も
な
言
葉
を
繰
り
返
さ
せ
よ
、
こ
ん
な
別
れ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
。
何
ひ
と
つ
別
れ
に
至
ら
ぬ
よ
う
に
」（
二

―

二
六
〇
）
と
。
実
際
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
は
人
間
が
有
す
る
技
術
力
、
自
然
科
学
の
知
識
、
哲
学
的
思
考
を
褒
め
称
え
る
。
彼
女
は

こ
の
よ
う
に
絶
望
と
希
望
の
間
に
揺
れ
る
た
め
、
彼
女
の
言
葉
は
両
義
的
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
時
、
ハ
ン
ス
が
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ

に
と
っ
て
両
義
的
な
存
在
に
な
り
始
め
る
。
も
は
や
ハ
ン
ス
を
一
方
的
に
「
怪
物
」
と
罵
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
相
手
が
、
一
方

で
「
ハ
ン
ス
と
い
う
名
を
も
つ
」
裏
切
り
者
で
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
、
神
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
預
言
者
ヨ
ハ
ネ
ス
の
よ
う
に
、

ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
言
葉
に
聴
き
耳
を
立
て
る
ハ
ン
ス
と
な
る
か
ら
だ
。
本
来
な
ら
ば
交
わ
る
こ
と
の
な
い
黙
示
録
の
中
の
善
と
悪
と

い
う
二
項
対
立
的
な
二
つ
の
要
素
を
両
面
価
値
と
し
て
ひ
と
つ
に
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
心
の
揺
れ
が
こ
と
ば
を
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獲
得
し
て
い
く
。

結
び
の
言
葉

愛
憎
の
振
幅
は
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
の
最
後
に
お
い
て
最
大
の
揺
れ
を
示
す
。
最
後
の
場
面
で
は
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
は
既
に
水

底
に
お
り
、
絶
望
の
極
み
に
達
し
な
が
ら
、「
世
界
は
す
で
に
暗
い
。
私
は
貝
の
首
飾
り
を
つ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
も
は
や
明

る
み
も
生
じ
な
い
」（
二―

二
六
二
）
と
呻
き
声
を
ふ
り
し
ぼ
る
。
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
ま
な
ざ
し
は
、
水
底
の
世
界
か
ら
崩
壊
し
つ

つ
あ
る
人
間
世
界
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
時
、
ハ
ン
ス
は
没
落
し
つ
つ
あ
る
、
も
し
く
は
没
落
し
て
し
ま
っ
た
世
界
の
住
人

に
他
な
ら
な
い
。

す
る
と
今
、
上
を
行
く
者
が
お
り
、
水
を
憎
み
、
緑
を
憎
み
、
理
解
す
る
こ
と
は
な
く
、
決
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

私
が
決
し
て
理
解
し
な
か
っ
た
よ
う
に
。 

（
二―

二
六
三
）

憎
し
み
を
抱
き
な
が
ら
も
ハ
ン
ス
は
「
上
」
の
世
界
で
か
つ
て
の
恋
人
を
探
し
求
め
る
が
、
相
手
は
既
に
水
底
に
い
る
の
で
、
ど
こ

に
も
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。「
森
の
あ
き
地
」
は
無
く
な
り
、
邂
逅
の
場
は
も
は
や
無
い
。
希
望
は
い
ま
や
復
唱
に
の
み
存

す
る
。
ヨ
ハ
ネ
ス
の
後
裔
は
、
か
つ
て
耳
に
し
た
「
風
の
フ
ァ
ン
フ
ァ
ー
レ
」
を
思
い
出
し
、
聞
き
取
っ
た
「
彼
方
か
ら
の
よ
び
声
」、

つ
ま
り
「
来
た
れ
！
来
た
れ
！
た
だ
一
度
だ
け
来
た
れ
！
」
を
口
ご
も
り
な
が
ら
繰
り
返
す
。

ほ
と
ん
ど
黙
り
込
ん
だ
、



一
一
四

か
ろ
う
じ
て
な
お

よ
び
声
を

聞
き
つ
つ
。

来
た
れ
。
た
だ
一
度
だ
け
。

来
た
れ
。 

（
二―

二
六
三
）

こ
の
箇
所
は
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
の
中
で
も
と
り
わ
け
抒
情
詩
に
近
く
、
一
義
的
な
解
釈
を
寄
せ
つ
け
な
い
。
確
か
に
、「
上

を
行
く
者
」
が
聴
き
耳
を
立
て
た
際
に
再
び
聞
い
た
下
か
ら
の
誘
惑
の
声
と
し
て
結
語
を
解
す
る
者
は
少
な
く
な
い
。「
ほ
と
ん
ど

黙
り
込
ん
だ
」
ハ
ン
ス
が
「
来
た
れ
。
た
だ
一
度
だ
け
。
来
た
れ
。」
と
い
う
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
呼
び
声
を
か
ろ
う
じ
て
聞
い
た
と

い
う
理
解
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
読
み
に
対
し
て
本
論
は
、「
ほ
と
ん
ど
黙
り
込
ん
だ
」
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
が
「
来
た
れ
。
た
だ
一
度

だ
け
。
来
た
れ
。」
と
い
う
ハ
ン
ス
の
呼
び
声
を
水
底
で
か
ろ
う
じ
て
聞
い
た
と
解
す
る
。「
来
た
れ
」
は
実
際
に
発
話
さ
れ
た
「
来

た
れ
！
」
の
よ
う
な
強
い
響
き
を
持
た
な
い
だ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
話
者
が
異
な
る
。
ハ
ン
ス
は
か
つ
て
自
分
に
向
け
ら
れ
た

感
嘆
符
付
き
の
命
令
を
感
嘆
符
無
し
の
要
請
と
し
て
送
り
返
す
。
つ
ま
り
、
最
後
の
二
行
は
、
水
底
か
ら
聞
こ
え
る
誘
惑
の
声
で
は

な
く
、
水
底
に
、
あ
る
い
は
「
未
知
の
境
界
か
ら
な
る
、
前
方
に
開
か
れ
た
王
国
」
に
向
け
ら
れ
た
希
求
の
こ
と
ば
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
本
論
の
根
拠
は
、
微
視
的
に
言
え
ば
、
ハ
ン
ス
と
い
う
名
前
に
あ
り
、
巨
視
的
に
言
え
ば
、
テ
ク
ス
ト
の
深
層

に
お
い
て
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
を
刻
印
し
て
い
る
黙
示
録
に
あ
る
。
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黙
示
録
の
結
語

　

パ
ト
モ
ス
島
に
て
流
謫
の
身
で
あ
っ
た
ヨ
ハ
ネ
は
、
自
ら
の
憑
依
体
験
を
書
き
記
す
。
そ
れ
が
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
で
あ
っ
た
。
ヨ

ハ
ネ
は
、
幻
視
と
幻
聴
の
最
後
に
お
い
て
、
聖
霊
と
新
し
き
エ
ル
サ
レ
ム
の
形
象
化
で
あ
る
花
嫁
と
が
救
世
主
再
臨
を
望
む
声
を
聞

く
、「
来
て
く
だ
さ
い
！
」K

om
m
!

（
黙
示
録
二
二
章
一
七
）
と
。
そ
し
て
そ
の
声
を
聞
く
者
に
そ
の
言
葉
を
復
唱
し
て
、
同
じ
く

救
世
主
の
再
臨
を
望
む
よ
う
に
要
請
す
る
。

以
上
す
べ
て
を
証
し
す
る
方
が
、
言
わ
れ
る
。「
然
り
、
わ
た
し
は
す
ぐ
に
来
る
。」
ア
ー
メ
ン
、
主
イ
エ
ス
よ
！
来
て
く
だ
さ
い
。

 

（
黙
示
録
二
二
章
二
〇
）

黙
示
録
は
最
後
に
イ
エ
ス
と
ヨ
ハ
ネ
の
対
話
を
示
す
。
イ
エ
ス
が
自
己
の
到
来
、
つ
ま
り
神
の
国
の
実
現
が
近
付
き
つ
つ
あ
る
こ
と

を
告
知
す
る
と
、
ヨ
ハ
ネ
は
イ
エ
ス
に
そ
の
復
活
を
求
め
る
。
そ
れ
は
、
近
い
将
来
の
出
来
事
を
知
ら
せ
る
情
報
の
発
信
者
と
そ
の

出
来
事
の
成
就
を
期
待
す
る
情
報
の
受
信
者
と
の
デ
ィ
ア
ロ
ー
ク
と
言
え
よ
う
。
黙
示
録
は
、
自
ら
の
幻
視
・
幻
聴
を
伝
え
る
ヨ
ハ

ネ
の
こ
と
ば
か
ら
成
り
立
ち
な
が
ら
、
最
後
に
イ
エ
ス
の
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
組
み
込
む
こ
と
で
、
擬
似
的
対
話
を
描
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
デ
ィ
ア
ロ
ー
ク
こ
そ
、
黙
示
録
が
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
に
記
し
た
決
定
的
な
刻
印
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、

両
者
の
結
末
は
、
一
方
が
宗
教
的
真
摯
さ
に
拠
り
、
他
方
が
詩
的
自
由
に
基
づ
く
に
し
て
も
、
あ
る
種
の
構
造
的
類
似
を
示
す
。
前

者
の
ヨ
ハ
ネ
も
後
者
の
ハ
ン
ス
も
、「
来
る
こ
と
」
を
め
ぐ
る
情
報
の
受
信
者
と
し
て
、
情
報
の
発
信
者
が
到
来
す
る
こ
と
、
か
つ

て
去
っ
た
者
が
再
び
現
わ
れ
る
こ
と
を
懇
願
す
る
。「
去
っ
た
者
」
と
は
、
黙
示
録
で
は
磔
刑
に
処
せ
ら
れ
て
人
間
の
世
界
を
離
れ

た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
で
は
裏
切
り
を
知
っ
て
人
間
の
世
界
を
去
っ
た
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
で
あ
っ
た
。
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残
さ
れ
た
者
た
ち
に
と
っ
て
イ
エ
ス
も
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
も
と
も
に
こ
の
世
に
お
い
て
失
わ
れ
た
絶
対
的
存
在
と
な
る
だ
け
に
、
両
テ

ク
ス
ト
が
結
末
に
お
い
て
示
す
絶
対
者
再
臨
に
対
す
る
希
求
の
念
は
、
実
に
強
い
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
の

結
び
で
は
、
一
方
で
男
女
の
愛
憎
を
め
ぐ
る
情
念
の
高
ま
り
が
詩
的
表
現
を
獲
得
し
、
他
方
で
既
存
の
社
会
の
崩
壊
を
感
知
す
る
終

末
意
識
と
来
る
べ
き
完
全
な
未
来
を
望
む
待
望
意
識
と
の
複
合
体
が
、
す
な
わ
ち
黙
示
録
的
志
向
が
、
結
晶
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

表
層
と
深
層

　

こ
の
よ
う
に
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
看
過
す
る
ほ
ど
深
く
巧
み
に
黙
示
録
が
織
り
込
ま
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
深
層
へ
の
織
り
込
み
と
、
表
層
で
の
織
り
込
み
と
の
間
に
は
、
綻
び
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
述
の
と
お
り
、『
ウ
ン

デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
は
パ
ラ
ケ
ル
ス
ス
の
著
作
に
影
響
を
受
け
て
創
作
さ
れ
た
フ
ケ
ー
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
』
に
基
づ
く
。
そ
も
そ
も
フ

ケ
ー
の
創
作
に
は
、
特
異
な
逆
転
の
構
図
が
あ
る

）
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。
か
つ
て
物
質
存
在
は
常
に
人
間
存
在
に
よ
っ
て
周
辺
化
さ
れ
て
き
た
が
、
物
語

で
は
古
く
か
ら
魂
を
有
す
る
人
間
存
在
こ
そ
が
新
し
く
魂
を
獲
得
し
た
物
質
存
在
に
よ
っ
て
周
辺
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
、
古
い
魂
は
汚
れ
、
新
し
い
魂
は
い
よ
い
よ
純
化
し
て
い
く
。「
陸
の
男
」
と
「
水
の
女
」
の
永
遠
の
結
合
が
暗
示
さ
れ
る

結
末
は
、
物
語
冒
頭
が
描
く
「
陸
」
と
「
水
」
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
結
び
つ
き
と
呼
応
し
な
が
ら
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
に
対
す
る
人
々
の

思
慕
が
い
か
に
大
き
い
か
を
示
す
。
喪
失
は
人
間
存
在
の
見
果
て
ぬ
夢
と
な
り
、
古
い
魂
に
よ
る
新
し
い
魂
の
希
求
と
な
る
。「
新

し
い
〈
魂
の
獲
得
物
語
〉
」
か
ら
「
〈
新
し
い
魂
〉
の
獲
得
物
語
」
へ
と
変
容
し
た
物
語
は
、
フ
ケ
ー
な
り
の
「
新
し
い
神
話
」
の

模
索
と
し
て
、
後
半
に
お
い
て
「
〈
新
し
い
魂
〉
の
喪
失
物
語
」
へ
と
更
な
る
変
容
を
遂
げ
て
い
く
。「
後
の
世
に
な
っ
て
も
村
の
人
々

は
こ
の
泉
を
さ
し
、
こ
れ
こ
そ
棄
て
ら
れ
た
哀
れ
な
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
が
、
こ
う
し
て
い
つ
ま
で
も
恋
人
を
や
さ
し
く
腕
に
抱
い
て
い
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る
の
だ
と
、
堅
く
信
じ
て
い
た
そ
う
で
あ
る

）
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」
と
い
う
末
文
が
示
す
よ
う
に
、
不
在
は
ひ
と
つ
の
伝
説
と
化
す
。
フ
ケ
ー
の
異
類
婚

姻
譚
は
、
旧
来
の
メ
ー
ル
ヒ
ェ
ン
と
は
距
離
を
と
り
つ
つ
も
、
最
後
に
民
衆
メ
ー
ル
ヒ
ェ
ン
を
装
い
な
が
ら
、
不
在
を
め
ぐ
る
新
た

な
創
作
メ
ー
ル
ヒ
ェ
ン
へ
と
変
貌
す
る
。
こ
う
し
て
フ
ケ
ー
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
』
は
、
ひ
と
つ
の
「
新
し
い
神
話
」
と
し
て
、「
新

し
い
魂
」
の
喪
失
を
描
き
、
同
時
に
失
わ
れ
た
「
新
し
い
魂
」
の
希
求
を
伝
説
に
託
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
バ
ッ
ハ
マ
ン
『
ウ
ン
デ
ィ
ー

ネ
行
く
』
は
、
離
別
の
み
を
扱
う
と
い
う
点
で
、
い
わ
ば
「
端
折
ら
れ
た
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
伝
説
」
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
失
わ
れ
た
「
新

し
い
魂
」
の
希
求
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
決
し
て
端
折
ら
な
い
。
む
し
ろ
黙
示
録
に
依
拠
し
な
が
ら
そ
う
し
た
希
求
を
顕
在
化
し
て

い
る
。
こ
う
し
て
表
層
の
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
伝
説
と
深
層
の
黙
示
録
と
は
、
綻
び
な
く
結
び
つ
く
。
そ
れ
も
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
と
ハ
ン
ス

と
が
培
っ
た
愛
の
「
終
わ
り
」
に
お
い
て
、
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
「
上
」
の
世
界
の
「
終
わ
り
」
に
お
い
て
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
テ
ク

ス
ト
の
「
終
わ
り
」
に
お
い
て
。

四　

コ
ン
タ
ミ
ナ
ツ
ィ
オ
ー
ン

神
話
的
円
環

　

結
語
の
「
来
た
れ
」
と
タ
イ
ト
ル
の
「
行
く
」
と
の
結
び
つ
き
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
し
ば
し
ば
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
、
独

特
の
神
話
的
円
環
構
造
を
な
す
。
怪
物
の
支
配
下
で
堕
落
し
た
人
間
の
世
界
と
あ
る
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
託
さ
れ
た
物
質
の
世
界
と

の
間
を
「
行
っ
た
り
」「
来
た
り
」
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
此
岸
と
彼
岸
と
の
境
を
越
境
す
る
こ
と
で
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
は
ど
こ
に
も

無
い
は
ず
の
「
森
の
あ
き
地
」
で
ハ
ン
ス
に
出
会
い
、
愛
し
、
裏
切
ら
れ
、
呪
詛
と
哀
訴
の
間
に
揺
れ
な
が
ら
「
行
く
」。
し
か
し
、「
終

わ
り
」
に
お
い
て
再
び
「
来
る
」
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
、
新
た
な
「
始
ま
り
」
へ
と
向
か
う
。
フ
ケ
ー
の
「
新
し
い
神
話
」
に
基
づ
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く
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
は
、
過
ち
の
繰
り
返
し
を
内
実
と
す
る
神
話
的
円
環
構
造
を
持
ち
な
が
ら
、
女
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
現
代
の
「
新
し
い
神
話
」
と
化
す
の
で
あ
る
。

聖
書
的
直
線

　

但
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
に
は
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
伝
説
に
基
づ
く
表
層
に
反
復
性
の
神
話
的
円
環

が
あ
り
、
黙
示
録
に
基
づ
く
深
層
に
一
回
性
の
聖
書
的
直
線
が
あ
る
。
創
世
記
に
始
ま
り
黙
示
録
に
終
わ
る
聖
書
は
、「
始
ま
り
」

と
し
て
の
か
つ
て
の
楽
園
と
「
終
わ
り
」
と
し
て
の
来
る
べ
き
楽
園
か
ら
な
る
枠
構
造
を
も
つ
。
そ
の
間
に
存
す
る
の
が
キ
リ
ス
ト

教
的
な
神
の
世
界
計
画
で
あ
り
、
人
類
の
歴
史
で
あ
る
。
そ
う
し
た
枠
の
中
で
、
聖
書
的
な
時
の
流
れ
は
、「
エ
デ
ン
の
園
」
か
ら
「
来

る
べ
き
エ
ル
サ
レ
ム
」
へ
、
庭
園
か
ら
都
市
へ
、
自
然
か
ら
人
工
へ
、
有
機
的
空
間
か
ら
無
機
的
空
間
へ
と
、
不
可
逆
的
に
進
む
。

ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
は
い
ま
や
歴
史
の
「
終
わ
り
」
に
佇
む
。
そ
し
て
、
呪
詛
と
哀
訴
の
間
に
揺
れ
な
が
ら
、
黙
示
録
的
怪
物
と
預
言
者

ヨ
ハ
ネ
ス
と
か
ら
な
る
ハ
ン
ス
を
呼
び
出
す
。
そ
し
て
こ
の
両
義
的
人
物
が
、
前
述
の
と
お
り
、
最
後
に
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
こ
と
ば

を
繰
り
返
す
。
そ
れ
は
最
終
で
か
つ
一
回
限
り
の
黙
示
録
的
な
転
換
を
求
め
る
声
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
結
語
の
「
来
た
れ
」

に
、
徹
底
的
な
終
末
意
識
と
局
面
打
開
の
情
念
と
が
託
さ
れ
る
。
い
ま
や
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
は
、
詩
的
自
由
に
基
づ
く
屈
折

を
伴
い
な
が
ら
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
黙
示
」（
黙
示
録
一
章
一
）
と
し
て
の
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
を
範
と
し
て
、「
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ

の
黙
示
」
と
化
す
。
そ
の
際
、
ま
さ
に
件
の
「
来
た
れ
」
に
お
い
て
、
神
話
的
円
環
と
聖
書
的
直
線
と
が
交
差
す
る
。
そ
の
意
味
で
、

『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
に
は
、
視
点
の
置
き
方
次
第
で
円
環
に
も
直
線
に
も
な
る
螺
旋
構
造
が
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い

）
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。
帰
す
る

所
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
は
黙
示
録
文
化
に
刻
印
さ
れ
た
「
水
の
精
の
物
語
」
で
あ
る
。
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歌
わ
な
い
「
水
の
女
」

ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
は
本
来
、
美
し
い
歌
声
に
よ
っ
て
「
陸
の
男
」
を
水
底
へ
と
導
く
「
水
の
女
」
で
あ
る
。
但
し
、
ト
ポ
ス
と
し
て

の
「
水
の
精
の
物
語
」
全
体
を
俯
瞰
す
る
な
ら
ば
、
事
は
単
純
で
は
な
い

）
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。
ホ
メ
ロ
ス
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
に
お
け
る
オ
デ
ュ
ッ

セ
ウ
ス
と
セ
イ
レ
ン
の
遭
遇
に
て
示
さ
れ
る
と
お
り
、
こ
の
伝
統
領
域
で
は
誘
惑
手
段
と
し
て
の
美
し
い
歌
声
が
重
視
さ
れ
て
い
た

が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
化
と
キ
リ
ス
ト
教
が
混
淆
し
て
い
く
過
程
で
、
歌
わ
な
い
水
の
精
の
伝
統
が
築
か
れ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
ま
ず
ゲ
ー
テ
の
バ
ラ
ー
ド
「
漁
夫
」（
一
七
七
八
）
に
お
い
て
水
の
精
の
歌
声
が
独
特
の
屈
折
を
伴
い
な
が
ら
復
活
す
る
と
、

ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
に
よ
っ
て
美
し
い
姿
と
美
し
い
歌
声
を
併
せ
も
つ
水
の
精
が
多
様
に
創
作
さ
れ
、
ト
ポ
ス
「
水
の
精
の
物
語
」

に
お
け
る
「
妙
音
の
饗
宴
」
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
だ
が
、
こ
の
宴
は
同
伝
統
領
域
に
お
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
も
、

長
く
は
続
か
な
い
。
歌
声
消
失
に
基
づ
く
言
語
的
断
絶
の
物
語
で
あ
る
ア
ン
デ
ル
セ
ン
『
人
魚
姫
』（
一
八
三
七
）
が
、
聴
覚
的
誘

惑
と
視
覚
的
誘
惑
の
混
淆
過
程
に
終
止
符
を
打
つ
。
そ
れ
は
歌
声
を
欠
く
「
宴
の
あ
と
」
の
始
ま
り
だ
っ
た
。
事
実
、
リ
ル
ケ
の
詩

「
セ
イ
レ
ン
た
ち
の
島
」（
一
九
〇
七
）
や
カ
フ
カ
の
短
篇
『
セ
イ
レ
ン
た
ち
の
沈
黙
』（
一
九
一
七
）
に
お
い
て
ま
さ
に
セ
イ
レ
ン

の
沈
黙
が
問
題
に
な
り
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
ゥ
ス
博
士
』（
一
九
四
七
）
に
お
い
て
声
を
失
っ
た
人
魚
が
芸
術
家
の

絶
対
的
孤
独
を
担
う
。
こ
う
し
て
ト
ポ
ス
「
水
の
精
の
物
語
」
は
、
人
間
存
在
が
有
す
る
魂
の
獲
得
を
め
ざ
す
物
質
存
在
か
ら
男
性

存
在
に
と
っ
て
の
「
他
者
」
で
あ
る
女
性
存
在
へ
と
、
つ
ま
り
「
水
の
女
」
か
ら
「
水
の
女
」
へ
と
、
物
語
の
重
心
を
大
き
く
ず
ら

す
。
い
ま
や
「
水
の
女
」
と
「
陸
の
男
」
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
根
本
的
に
揺
ら
ぎ
、
言
語
の
原
理
的
機
能
不
全
性
が
新

た
な
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
中
、
両
者
の
関
係
は
修
復
し
が
た
い
断
絶
へ
と
陥
っ
て
い
く
。
但
し
、
言
語
の
否
定
性
が
意
識
さ
れ
た

か
ら
こ
そ
、
ま
さ
に
そ
の
断
絶
か
ら
「
水
の
女
」
を
め
ぐ
る
新
し
い
ポ
エ
ジ
ー
が
次
々
に
立
ち
上
が
っ
て
く
る

）
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。
中
で
も
歌
う
こ
と

な
ど
ま
る
で
念
頭
に
な
い
現
代
の
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
こ
そ
、
そ
の
最
大
の
成
果
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
、「
他
者
」
が
も
は
や
「
水



一
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の
女
」
で
は
な
く
、
黙
示
録
的
怪
物
と
化
し
た
「
陸
の
男
」
で
あ
る
だ
け
に
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
は
「
宴
の
あ
と
」
の
中
で

も
際
立
つ
。
新
た
な
「
新
し
い
神
話
」
に
お
い
て
、「
水
の
女
」
と
「
陸
の
男
」
と
の
間
に
あ
る
断
絶
は
、
あ
ま
り
に
も
埋
め
が
た
い
。

但
し
、
擬
似
的
対
話
が
想
定
さ
れ
る
中
で
、
唯
一
つ
の
こ
と
ば
に
僅
か
な
希
望
が
託
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
が
放
つ
「
来

た
れ
！
」
を
ハ
ン
ス
が
微
か
に
復
唱
す
る
「
来
た
れ
」
で
あ
っ
た
。

『
魔
の
山
』
と
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
』

　

そ
の
結
語
は
、
も
は
や
水
底
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
誘
惑
の
歌
声
で
は
な
く
、「
新
し
い
魂
」
の
復
活
を
の
ぞ
む
水
底
に
向
け
ら
れ

た
祈
り
の
こ
と
ば
で
あ
り
、
し
か
も
、
テ
ク
ス
ト
内
在
的
に
言
え
ば
、「
未
知
の
女
」
が
も
つ
新
し
い
言
語
を
模
索
す
る
試
み
で
あ
り
、

テ
ク
ス
ト
外
在
的
に
言
え
ば
、
文
学
を
「
未
知
の
境
界
か
ら
な
る
、
前
方
に
開
か
れ
た
王
国
」
と
み
な
す
作
者
の
実
践
で
あ
る
。
但
し
、

「
来
た
れ
」
と
い
う
発
語
の
背
景
に
徹
底
的
な
終
末
意
識
と
局
面
打
開
の
情
念
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
バ
ッ
ハ
マ
ン

が
関
心
を
示
し
た
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
を
主
人
公
と
す
る
『
魔
の
山
』
は
、
物
語
の
最
後
の
最
後
で
我
々
に
ひ
と
つ
の
問
い
を
投

げ
か
け
る
、「
こ
の
死
の
響
宴
の
中
か
ら
も
、
雨
の
夜
空
を
焦
が
し
て
い
る
あ
の
恐
ろ
し
い
業
火
か
ら
も
、
い
つ
か
愛
が
立
ち
現
れ

る
で
あ
ろ
う
か

）
37
（

」
と
。『
魔
の
山
』
は
、
最
後
に
徹
底
的
に
破
局
へ
と
向
か
う
世
界
を
描
き
な
が
ら
、
最
終
章
の
最
後
の
文
の
最
後

の
一
語
に
、
た
と
え
疑
問
符
つ
き
で
あ
ろ
う
と
も
、
上
昇
線
を
内
在
し
て
い
る
語
「
立
ち
現
れ
る
」steig

en

に
微
か
な
希
望
を
託
す
。

そ
の
時
、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
ヨ
ハ
ネ
ス
は
、
イ
ロ
ニ
ー
を
伴
い
な
が
ら
も
、「
愛
と
未
来
と
の
新
し
い
言
葉
」
を
求
め
る
「
英
雄
」

と
し
て
描
か
れ
る

）
38
（

。
ま
た
、
マ
ン
の
『
魔
の
山
』
に
、
そ
し
て
バ
ッ
ハ
マ
ン
文
学
に
、
多
大
な
影
響
を
与
え
た
ニ
ー
チ
ェ
の
『
ツ
ァ

ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
』
に
も
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
部
に
登
場
し
た
預
言
者
が
第
四
部
に
て
再
び
登
場

し
て
叫
ぶ
、「
来
た
れ
、
来
た
れ
、
来
た
れ
、
時
は
来
た
、
ま
さ
に
そ
の
時
だ

）
39
（

」
と
。
こ
の
「
困
窮
の
叫
び
」
に
呼
応
す
る
か
の
よ



一
二
一

「水の女」の黙示録

う
に
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
、「
夜
の
放
浪
者
の
歌
」
に
て
、「
来
た
れ
！
来
た
れ
！
来
た
れ
！
い
ま
放
浪
へ
と
出
よ
う
！
と
き
は
来

た
、
夜
の
放
浪
へ
と
出
よ
う
！

）
40
（

」
と
叫
び
、
そ
し
て
同
書
の
結
末
に
て
「
大
い
な
る
正
午
」
を
築
く
た
め
に
山
を
下
り
て
行
く
際
に

再
び
叫
ぶ
、「
暗
い
山
か
ら
来
る
朝
日
の
よ
う
に
」
力
強
く
、「
さ
あ
昇
っ
て
く
る
の
だ
、
昇
っ
て
く
る
の
だ
、
大
い
な
る
正
午
よ

）
41
（

」
と
。

黙
示
録
文
化
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
を
出
自
と
す
る
言
説
を
通
じ
て
、「
回
帰
す
る
諸
モ
テ
ィ
ー
フ
に
満
た
さ
れ
た
一
つ
の
濃
密
な

伝
統
領
域
」
を
形
成
す
る
。
中
で
も
黙
示
録
的
パ
ト
ス
が
結
晶
化
し
た
一
語
「
来
た
れ
」、
こ
そ
、『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ

た
』、『
魔
の
山
』、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』、
三
テ
ク
ス
ト
を
秘
か
に
結
び
つ
け
る
決
ま
り
文
句
「
ト
ポ
ス
」
に
他
な
ら
な
い

）
42
（

。

三
〇
歳

　

以
上
の
関
連
で
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
が
バ
ッ
ハ
マ
ン
に
よ
る
最
初
の
物
語
集
『
三
〇
歳
』
に
お
い
て
第
七
番
目
の
物
語
と

し
て
最
後
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
を
、
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
着
眼
す
べ
き
は
、「
来
た
れ
」
が
黙
示
録
文
化
に

お
い
て
数
字
の
「
七
」
と
し
ば
し
ば
連
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。
聖
書
の
最
後
に
収
め
ら
れ
た
黙
示
録
に
頻
出
す
る
こ
の
数
字
は
、
端

的
に
言
え
ば
、
最
終
か
つ
一
回
限
り
の
転
回
点
を
示
す
。
そ
れ
を
受
け
て
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
「
七
つ
の

封
印
」
を
開
け
る
者
と
な
り
、
マ
ン
に
お
い
て
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
は
七
年
間
の
「
錬
金
術
的
高
揚
」
を
受
け
る
者
と
な
り

）
43
（

、
同

時
に
前
者
は
故
郷
を
去
っ
て
山
に
入
る
者
と
な
り
、
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
後
者
は
山
を
下
り
て
故
郷
に
戻
る
者
と
な
り
、
と
は

い
え
両
者
は
と
も
に
「
三
〇
歳
」
の
齢
に
達
す
る
者
と
な
る
。
こ
の
時
、
両
者
は
三
〇
歳
に
て
布
教
活
動
を
始
め
た
先
人
達
、
す

な
わ
ち
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
驥
尾
に
付
く
。
黙
示
録
文
化
に
お
い
て
は
、
人
類
の
歴
史
の

中
で
は
「
七
」
が
、
ひ
と
の
生
涯
の
中
で
は
「
三
〇
」
が
、
決
定
的
な
転
回
点
を
な
す
。
こ
う
し
た
終
末
論
的
な
「
数
の
寓
意
解

釈
」
を
意
識
し
て
、
自
己
の
物
語
集
に
『
三
〇
歳
』
と
い
う
表
題
を
付
し
、
黙
示
録
的
パ
ト
ス
に
溢
れ
る
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』



一
二
二

を
第
七
番
目
の
物
語
と
し
て
最
後
に
置
い
た
の
が
、
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
・
バ
ッ
ハ
マ
ン
で
あ
っ
た
。
序
で
に
言
え
ば
、
七
編
の
物
語
が

一
九
五
六
年
か
ら
一
九
五
七
年
の
間
に
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
伝
記
的
事
実
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
一
九
二
六
年
六
月
二
五
日
生
ま
れ
の

詩
人
が
、
詩
か
ら
散
文
作
品
へ
と
創
作
の
重
点
を
移
行
す
る
時
に
、
自
ら
も
「
三
〇
歳
」
の
ト
ポ
ス
に
参
入
し

）
44
（

、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ

行
く
』
に
自
ら
の
新
た
な
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
託
し
た
の
で
は
な
い
か
。
直
線
的
な
「
黙
示
録
文
化
」
の
作
用
は
テ
ク
ス
ト
の
内
で
も

外
で
も
強
く
働
く
。

異
類
婚
姻
譚

　

以
上
、
本
論
は
理
論
を
先
行
さ
せ
る
「
空
中
戦
」
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
の
実
相
を
重
視
す
る
「
地
上
戦
」
を
行
っ
た
。
そ
の
結

果
、
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
が
有
す
る
独
特
の
パ
ト
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
テ
ク
ス
ト
の
内
で
は
「
水
の
女
」

の
黙
示
録
と
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
外
で
は
「
小
川
」
を
名
に
も
つ
詩
人
の
黙
示
録
的
志
向
と
し
て
結
実
し
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
内
の

パ
ト
ス
も
外
の
パ
ト
ス
も
『
三
〇
歳
』
の
最
後
で
あ
り
第
七
番
目
に
置
か
れ
た
物
語
の
結
語
「
来
た
れ
」
へ
と
直
線
的
に
向
か
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
糸
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
件
の
「
織
物
」
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
す
ら
も
一
義
的
に
は
寄
せ
つ
け
な
い
。『
ウ
ン

デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
に
お
い
て
は
、
セ
イ
レ
ン
の
後
裔
と
ヨ
ハ
ネ
ス
の
後
裔
が
出
会
う
よ
う
に
、「
水
の
精
の
物
語
」
と
「
黙
示
録
文
化
」、

こ
れ
ら
二
つ
の
ト
ポ
ス
が
出
会
う
。
そ
の
意
味
で
「
来
た
れ
」
は
、
テ
ク
ス
ト
の
表
層
に
お
い
て
は
「
水
の
女
」
が
繰
り
返
し
発
す

る
誘
惑
の
声
と
な
り
、
テ
ク
ス
ト
の
深
層
に
お
い
て
は
「
陸
の
男
」
が
最
後
に
発
す
る
一
回
限
り
の
希
求
と
し
て
響
く
。「
水
の
女
」

と
「
陸
の
男
」
を
め
ぐ
る
新
た
な
テ
ク
ス
ト
は
、
文
様
と
し
て
独
特
の
コ
ン
ス
テ
ラ
ツ
ィ
オ
ー
ン
を
示
し
な
が
ら
、
織
り
目
の
背
後

に
二
つ
の
異
質
な
伝
統
領
域
の
コ
ン
タ
ミ
ナ
ツ
ィ
オ
ー
ン
を
も
つ
。
畢
竟
す
る
に
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
は
円
環
的
な
「
水
の

精
の
物
語
」
と
直
線
的
な
「
黙
示
録
文
化
」
と
の
異
類
婚
姻
譚
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
物
語
の
最
後
の
場
面
は
、
二
つ
の
ト
ポ
ス
が



一
二
三

「水の女」の黙示録

矛
盾
な
く
邂
逅
す
る
「
場
」
で
あ
り
、
ど
こ
に
も
無
い
非
言
語
的
な
「
森
の
あ
き
地
」
に
他
な
ら
な
い
。
但
し
、
そ
れ
を
敢
え
て
言

語
化
す
る
と
、
円
環
的
な
糸
と
直
線
的
な
糸
と
の
織
り
目
か
ら
螺
旋
状
に
立
ち
現
れ
る
こ
と
ば
、「
来
た
れ
」
と
な
る
。

注
（
１
） 　

V
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e g
eh

t

„. E
in

 stoff- u
n
d
 m

otiv
g
esch

ich
tlich

er V
erg

leich
 m
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n
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n
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e
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ü
rzbu
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 1993.

（
２
） 　

ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
を
め
ぐ
る
伝
統
領
域
は
、「
水
の
女
」
が
「
陸
の
男
」
の
愛
を
通
じ
て
永
遠
の
魂
を
獲
得
す
る
前
半
と
、
相
手
の
裏
切
り
に
よ
っ
て

魂
を
失
う
後
半
と
か
ら
基
本
的
に
な
る
。

（
３
） 　
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
は
物
語
集
『
三
〇
歳
』
の
中
で
も
最
も
抒
情
詩
的
要
素
を
多
分
に
有
す
る
散
文
作
品
で
あ
る
。

（
４
） 　

話
者
で
あ
る
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
が
虚
構
の
「
お
ま
え
」
に
語
り
か
け
る
「
疑
似
対
話
性
」
が
あ
る
も
の
の
、「
お
ま
え
」
と
称
さ
れ
る
人
物
が
実
際
に

は
登
場
し
な
い
の
で
、
基
本
的
に
は
独
白
形
式
の
物
語
に
な
っ
て
い
る
。In

g
eborg

 S
ch

olz: In
g
eborg

 B
ach

m
an

n
. G

edich
te ‒ H

örspiele 

‒ E
rzäh

lu
n
g
en

. In
terpretation

 u
n
d u

n
terrich

tspraktisch
e V

orsch
läg

e. H
ollfeld 1994, S

. 75.

（
５
） 　

虚
構
の
相
手
は
、
ジ
ロ
ド
ゥ
ー
を
除
く
先
行
者
の
テ
ク
ス
ト
と
は
異
な
り
、
ハ
ン
ス
と
命
名
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
ジ
ロ
ド
ゥ
ー
の
テ
ク
ス
ト
と

も
異
な
り
、
後
に
説
明
す
る
よ
う
に
、
特
定
の
男
で
も
あ
り
、
不
特
定
の
男
で
も
あ
る
。

（
６
） 　
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
が
父
権
社
会
の
中
で
周
辺
化
さ
れ
た
女
の
問
題
を
女
の
視
点
か
ら
記
述
し
て
い
る
点
で
現
代
性
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
は

紛
れ
も
な
い
。K
u
rt B

artsch
: In

g
eborg

 B
ach

m
an

n
. S

tu
ttg

art 1988, S
. 125f.

（
７
） 　

バ
ッ
ハ
マ
ン
か
ら
の
引
用
は In

geborg B
ach

m
an

n
: W

erke. H
rsg. v

on
 C

h
ristin

e K
osch

el [u
.a.]. 4 B

än
de.  M

ü
n
ch

en
 u

. Z
ü
rich
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に
拠
る
。
以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
は
本
文
中
に
（
二―

二
六
三
）
の
形
で
括
弧
内
に
巻
数
と
頁
数
を
示
す
。
な
お
、
訳
出

の
際
に
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
・
バ
ッ
ハ
マ
ン
『
三
〇
歳
』（
生
野
幸
吉
訳
、
白
水
社
、
一
九
七
二
年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
８
）　

H
en
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. 231.



一
二
四

（
９
） 　

ク
リ
ス
タ
・
ギ
ュ
ア
ト
ラ
ー
は
結
語
か
ら
「
新
し
い
国
、（
中
略
）
別
の
男
た
ち
へ
の
希
望
」
を
、
レ
ナ
ー
テ
・
デ
ル
フ
ェ
ン
ダ
ー
ル
は
「
他
者

と
の
関
わ
り
を
求
め
る
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
探
究
が
い
か
な
る
と
き
に
も
新
た
に
始
ま
る
」
こ
と
を
読
み
取
っ
た
。
マ
リ
ア
・
べ
ー
レ
は
我
々
に
「
行

く
」
か
ら
「
来
る
」
こ
と
へ
の
テ
ク
ス
ト
の
移
行
、
つ
ま
り
タ
イ
ト
ル
か
ら
結
語
へ
の
動
き
に
注
意
を
促
し
、
最
後
の
こ
と
ば
に
「
新
し
い
始
ま
り

へ
と
開
か
れ
た
結
末
」
を
見
い
だ
す
。C

h
rista G

ü
rtler: D
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rau
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（
10
） 　
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
に
関
す
る
近
年
の
代
表
的
な
論
攷
も
、
改
め
て
問
う
、「
こ
の
こ
と
ば
〔
最
後
の
こ
と
ば
、
筆
者
注
〕
を
話
す
の
は
誰
か
。

一
人
称
の
語
り
手
か
、
別
の
声
か
、
人
間
た
ち
か
、
ハ
ン
ス
か
、
元
素
か
、
水
そ
の
も
の
か
。
ど
の
叫
び
声
が
聞
こ
え
て
く
る
の
か
、
聞
こ
え
て

く
る
べ
き
な
の
か
、
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
の
叫
び
声
か
、
見
捨
て
ら
れ
た
人
間
た
ち
が
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
を
求
め
る
叫
び
声
か
」
と
。 R

u
th

 N
eu

bau
er-

P
etzoldt: G

ren
zg

än
g
e der L

iebe. U
ndine geht. In

: In
terpretation

en
. W

erke v
on

 In
g
eborg

 B
ach

m
an

n
. H

rsg
. v

on
 M

ath
ias 

M
ay

er. S
tu

ttg
art: R

eclam
 2002, S

. 171f.

（
11
） 　

H
olg

er P
au

sch
: In

g
eborg

 B
ach

m
an

n
. B

erlin
 1975, S

. 67; A
n
n
ette K

lau
bert: „U

n
din

e g
eh

t

„. In
: S

y
m
bolisch

e S
tru

ktu
ren

 

bei In
g
eborg

 B
ach

m
an

n
. M

alin
a im

 K
on

tex
t der K

u
rzg

esch
ich

ten
. B

ern
, F

ran
kfu

rt a. M
. [u

sw
.] 1983, S

. 24; D
elph

en
dal, 

a.a.O
., S

. 204, u
.a.;  R

en
ate S

tau
f: „K

om
m
. N

u
r ein

m
al. K

om
m
.

„ E
piph

an
ieerfah

ru
n
g
en

 b
ei In

g
eb

org
 B

ach
m
an

n
. 

In
: Ä

sth
etisch

e u
n
d relig

iöse E
rfah

ru
n
g
en

 der Jah
rh

u
n
dertw

en
den

. III: u
m
 2000. H

rsg
. v

on
 W

olfg
an

g
 B

rau
n
g
art u

. 

M
an

fred K
och

. P
aderborn

 u
.a. 2000, S

. 29- 41.

（
12
） 　

H
elg

a T
rü

pel-R
ü
d
el: Ih

r M
en

sch
en

! Ih
r U

n
g
eh

eu
er! Z

u
m
 U

n
d
in

en
-B

ild
 im

 20. Jah
rh

u
n
d
ert. In

: U
n
d
in

e - ein
e 

m
otiv

g
esch

ich
tlich

e U
n
tersu

ch
u
n
g
. P

h
il. D

iss. B
rem

en
 1987, S

. 222.

（
13
） 　

D
oroth

e S
ch

u
sch

en
g
: D

ie E
rzäh

lu
n
g
 „U

n
din

e g
eh

t

„. In
: A

rbeit am
 M

y
th

os F
rau

. W
eiblich

keit u
. A

u
ton

om
ie in

 d. 

liter. M
y
th

en
rezeption

 In
g
eborg

 B
ach

m
an

n
s, C

h
rista W

olfs u
. G

ertru
d L

eu
ten

eg
g
ers.  B

ern
, F

ran
kfu

rt a. M
. [u

sw
.] 1987, 



一
二
五

「水の女」の黙示録

S
.110.

（
14
） 　

W
o
lfg

an
g
 G

ersten
lau

er: U
n
d
in

es W
ied

erk
eh

r. F
o
u
q
u
é - G

irau
d
o
u
x
 - In

g
eb

o
rg

 B
ach

m
an

n
. In

: D
ie n

eu
eren

 

S
prach

en
69 ( 1970), S

. 527.　

（
15
） 　

ゲ
ア
ス
テ
ン
ラ
ウ
ア
ー
の
見
解
に
対
し
て
、
十
分
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
は
あ
る
が
、
同
見
解
は
、『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
に

お
け
る
神
話
的
な
円
環
構
造
を
最
初
に
指
摘
し
た
と
い
う
点
で
、
研
究
史
上
、
重
要
な
位
置
を
占
め
続
け
て
い
る
。 D

ag
m
ar K

an
n
-C

oom
an

n
: 

A
ch

 die K
u
n
st. In

: „...ein
e g

eh
eim

e lan
g
sam

e F
eier ...

„ Z
eit u

. ästh
etisch

e E
rfah

ru
n
g
 im

 W
erk In

g
eborg

 B
ach

m
an

n
s. 

B
ern

, F
ran

kfu
rt a. M

. [u
sw

.] 1988, S
. 119.

（
16
） 　

G
ü
rtler, a.a.O

., S
. 372;  N

eu
bau

er-P
etzoldt, a.a.O

., S
. 172.

（
17
） 　

最
後
の
部
分
は
し
ば
し
ば
不
正
確
に
扱
わ
て
き
た
。
ベ
ー
レ
は
最
後
の
文
を
命
令
法
と
み
な
し
て
お
り
、
ナ
ヴ
ァ
プ
や
シ
ョ
ル
ツ
は
最
後
の
文
に
感

嘆
符
を
付
け
て
引
用
し
て
い
る
。
例
外
と
し
て
シ
ュ
シ
ェ
ン
グ
が
「
痛
み
の
声
」
と
最
後
の
こ
と
ば
の
相
違
に
気
付
い
て
い
た
が
、
相
違
を
リ
ズ
ム
を

踏
ま
え
て
の
「
変
更
」
と
、
本
文
で
は
な
く
、
注
に
お
い
て
説
明
す
る
だ
け
で
、
感
嘆
符
の
有
無
の
問
題
を
解
決
し
て
い
な
い
。 B

eh
re,a.a.O

., S
. 68; 

N
aw

ab, a.a.O
., S

. 90; S
ch

olz, a.a.O
., S

. 75; S
ch

u
sch

en
g
, a.a.O

., S
. 306.

（
18
） 　

N
aw

ab, a.a.O
., S

. 80.

（
19
） 　

R
ia E

n
dres: D

ie P
aradox

ie des S
prech

en
s. In

: K
ein

 objektiv
es U

rteil - n
u
r ein

 leben
dig

es. T
ex

te zu
m
 W

erk v
on

 

In
g
eborg

 B
ach

m
an

n
. H

rsg
. v

on
 C

h
ristin

e K
osch

el u
. In

g
e v

on
 W

eiden
bau

m
. M

ü
n
ch

en
 1989, S

. 456.

（
20
） 　

N
aw

ab, a.a.O
., S

. 41.

（
21
） 　

B
rin

km
an

n
, a.a.O

., S
. 228.

（
22
） 　
「
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
ハ
ン
ス
は
ジ
ロ
ド
ゥ
ー
の
タ
イ
プ
の
模
倣
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
ナ
ヴ
ァ
プ
は
断
言
す
る
。　

N
aw

ab, a.a.O
., 

S
. 78.

（
23
） 　

語
り
手
に
よ
っ
て
『
魔
の
山
』
冒
頭
か
ら
「
ひ
と
り
の
単
純
な
青
年
」
と
呼
ば
れ
た
主
人
公
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
は
、
第
一
章
か
ら
第
六
章
に

か
け
て
、
主
要
登
場
人
物
た
ち
の
「
陣
地
と
り
」
の
渦
中
の
人
と
な
り
な
が
ら
、
中
間
の
国
ド
イ
ツ
を
い
わ
ば
体
現
し
て
い
く
。
そ
し
て
最
終
章
の

第
七
章
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
像
を
担
う
ペ
ー
ペ
ル
コ
ル
ン
が
登
場
す
る
と
、
小
説
全
体
が
聖
書
的
世
界
に
近
づ
き
、
同
時
に
、「
ハ
ン
ス
」



一
二
六

H
an

s 

と
い
う
名
前
が
「
ヨ
ハ
ネ
ス
」Joh

an
n
es

の
略
名
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
主
人
公
に
は
次
第
に
イ
エ
ス
の
愛
弟
子
で
あ
り
福
音
史
家
で

あ
る
ヨ
ハ
ネ
の
像
が
投
影
さ
れ
て
い
く
。
更
に
、
ペ
ー
ペ
ル
コ
ル
ン
の
自
殺
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
ま
で
の
経
緯
を
描
く
『
魔
の
山
』
最
終
部
に

お
い
て
い
わ
ば
黙
示
録
的
世
界
が
描
か
れ
る
中
で
、
主
人
公
に
は
も
う
一
人
の
ハ
ン
ス
、
す
な
わ
ち
聖
書
の
最
後
に
配
さ
れ
、
世
界
の
終
末
と
来
る
べ

き
エ
ル
サ
レ
ム
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
描
く
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
の
著
書
像
も
託
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
拙
著
『
黙
示
録
を
夢
み
る
と
き　

ト
ー
マ
ス
・

マ
ン
と
ア
レ
ゴ
リ
ー
』（
鳥
影
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
二
六
頁
以
下
）
参
照
。
な
お
、
カ
ス
ト
ル
プ
と
い
う
苗
字
は
、
シ
モ
ニ
デ
ス
の
逸
話
に
登
場
す

る
カ
ス
ト
ー
ル
に
基
づ
く
。
そ
の
結
果
、『
魔
の
山
』
は
様
々
な
双
子
モ
テ
ィ
ー
フ
を
通
じ
て
「
忘
却
と
記
憶
の
物
語
」
と
い
う
様
相
を
呈
す
。
拙
論
「
忘

却
と
想
起̶

̶
『
魔
の
山
』
に
お
け
る
デ
ィ
オ
ス
ク
ロ
イ̶
̶

」（
小
黒
康
正
編
『
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
『
魔
の
山
』
の
「
内
」
と
「
外
」̶

̶

新
た
な

解
釈
の
試
み̶

̶

』、
日
本
独
文
学
会
研
究
叢
書
〇
四
一
号
、
二
〇
〇
六
年
、
一
七―

二
九
頁
）
参
照
。

（
24
） 　

聖
書
か
ら
の
引
用
の
際
に
は
、
以
下
の
ド
イ
ツ
語
聖
書
を
参
照
し
た
上
で
、『
聖
書　

新
共
同
訳
』（
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
八
八
年
）
を
用
い

た
。D

ie B
ibel. A

ltes u
n
d N

eu
es T

estam
en

t. E
in

h
eitsü

bersetzu
n
g
.  L

izen
zau

sg
abe fü

r den
 V

erlag
 H

erder, F
reibu

rg
 im

 

B
reisg

au
, 1980;  D

ie B
ib
el. N

ach
 d

er Ü
b
ersetzu

n
g
 M

artin
 L

u
th

ers. L
u
th

erb
ib
el -S

tan
d
ard

au
sg

ab
e m

it A
pokry

ph
en

. 

S
tu

ttg
art 1985.

（
25
） 　

拙
著
『
黙
示
録
を
夢
み
る
と
き
』、
一
二
二
頁
以
下
参
照
。

（
26
） 　

T
h
om

as M
an

n
: G

esam
m
elte W

erke in
 dreizeh

n
 B

än
den

. F
ran

kfu
rt a. M

. 1990, B
d. 6, S

. 474f.

（
27
） 　

拙
論
「
黙
示
録
文
化
に
お
け
る
ド
イ
ツ
表
現
主
義̶

̶

ク
ル
ト
・
ピ
ン
ト
ゥ
ス
の
『
人
類
の
薄
明
』
を
め
ぐ
っ
て̶

̶

」（
日
本
独
文
学
会
「
ド
イ

ツ
文
学
」
第
一
〇
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
四
三―

一
五
二
頁
）
参
照
。

（
28
） 　

拙
著
『
黙
示
録
を
夢
み
る
と
き
』
参
照
。

（
29
） 　

B
artsch

, a.a.O
., S

. 59.

（
30
） 　

細
川
亮
一
『
道
化
師
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
の
黙
示
録
と
し
て
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
』（
平
成
一
六
・
一
七
・
一
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤

研
究
（
Ｃ
）
研
究
成
果
報
告
書
、
課
題
番
号
一
六
五
二
〇
〇
二
一
、
平
成
一
九
年
三
月
、
特
に
八
三
頁
以
下
）
参
照
。

（
31
） 　

浅
井
健
二
郎
編
『
ド
イ
ツ
近
代
文
学
に
お
け
る
〈
否
定
性
〉
の
契
機
と
そ
の
働
き
』（
日
本
独
文
学
会
研
究
叢
書
〇
五
二
号
、
二
〇
〇
七
年
）
参
照
。

（
32
） 　

フ
ケ
ー
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
』
に
関
す
る
記
述
は
、
拙
論
「
水
の
女
を
め
ぐ
る
「
翻
訳
」
論　

ホ
メ
ロ
ス
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
と
フ
ケ
ー
『
ウ
ン
デ
ィ
ー



一
二
七

「水の女」の黙示録

ネ
』
」（
九
州
大
学
独
文
学
会
「
九
州
ド
イ
ツ
文
学
」
第
二
一
号
、
二
〇
〇
七
年
、
三
三―

五
七
頁
）
に
基
づ
く
。

（
33
） 　

F
riedrich

 de la M
otte F

ou
qu

é : D
er T

odesbu
n
d : ein

 R
om

an
 ; U

n
din

e : ein
e E

rzäh
lu
n
g
. In

: ders.: S
äm

tlich
e R

om
an

e 

u
n
d N

ov
ellen

bü
ch

er. H
rsg

. v
on

 W
olfg

an
g
 M

öh
rig

. B
d. 2. H

ildesh
eim

, Z
ü
rich

 u
. N

ew
 Y

ork: G
eorg

 O
lm

s 1992, S
. 188.

（
34
） 　

こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
振
り
返
る
と
、
神
話
的
円
環
の
み
が
考
察
対
象
と
な
り
、
聖
書
的
直
線
に
は
ま
っ
た
く
光
が
当
て
ら
れ
な
か
っ
た
。
後
者
に

光
を
当
て
な
い
限
り
、
テ
ク
ス
ト
が
有
す
る
多
層
性
の
核
に
歩
み
寄
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
35
） 　

拙
論
「
ト
ポ
ス
「
水
の
精
の
物
語
」
の
身
体
論
的
考
察̶

̶

ホ
メ
ロ
ス
か
ら
ゲ
ー
テ
ま
で̶

̶

」（
稲
元
萠
先
生
古
稀
記
念
論
集
刊
行
会
『
稲
元
萠

先
生
古
稀
記
念
ド
イ
ツ
文
学
・
語
学
論
集
』、
二
〇
〇
三
年
、
三
五―

五
八
頁
）
参
照
。

（
36
） 　

ク
ラ
イ
ス
ト
『
水
の
男
と
セ
イ
レ
ン
』（
一
八
一
一
）
は
、
新
た
な
状
況
を
先
取
り
し
て
い
た
。
拙
論
「
一
八
一
一
年
の
「
翻
訳
」
論̶

̶

フ
ケ
ー
『
ウ

ン
デ
ィ
ー
ネ
』
と
ク
ラ
イ
ス
ト
『
水
の
男
と
セ
イ
レ
ン
』̶

̶

」（
日
本
独
文
学
会
「
ド
イ
ツ
文
学
」
第
一
三
八
号
、
二
〇
〇
九
年
、
一
八
八

－

二
〇
三
頁
）

参
照
。

（
37
） 　

T
h
om

as M
an

n
, a.a.O

., B
d. 3, S

. 994.

（
38
） 　

拙
著
『
黙
示
録
を
夢
み
る
と
き
』、
一
二
九
頁
以
下
参
照
。

（
39
） 　

F
riedrich

 N
ietzsch

e: A
lso sprach

 Z
arath

u
stra. In

: ders. K
ritisch

e S
tu

dien
au

sg
abe in

 15. B
än

den
. H

rsg
. v

on
 G

iorg
io 

C
olli u

n
d M

azzin
o M

in
tin

ari. M
ü
n
ch

en
: D

T
V
 1993, K

S
A
 4, S

. 301.

（
40
） 　

E
bd, S

. 397.

（
41
） 　

E
bd, S

. 408.

（
42
） 　
『
魔
の
山
』
と
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
の
連
関
を
指
摘
す
る
二
次
文
献
は
、
論
者
の
知
る
限
り
、
拙
論
を
除
き
、
過
去
の
研
究
で
は
皆
無
で
あ
る
。

ま
た
、『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
』
と
『
ウ
ン
デ
ィ
ー
ネ
行
く
』
と
が
独
特
の
パ
ト
ス
や
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
を
介
し
て
の
類
似
を
、
近
年
、
ノ

イ
バ
ウ
ア
ー=

ペ
ツ
ォ
ル
ト
が
指
摘
し
た
が
、
但
し
指
摘
に
留
ま
り
、
具
体
的
な
考
察
を
一
切
行
っ
て
い
な
い
。 R

u
th

 N
eu

bau
er-P

etzoldt, a.a.O
., 

S
. 163.  V

g
l. Y

asu
m
asa O

g
u
ro: „K

om
m
. N

u
r ein

m
al./ K

om
m
.

„ In
tertex

tu
elle B

ezü
g
e zw

isch
en

 In
g
eborg

 B
ach

m
an

n
s 

„U
n
d
in

e g
eh

t

„ u
n
d
 d

er O
ffen

b
aru

n
g
 d

es Joh
an

n
es. In

: K
airos. H

rsg
. v

on
 d

er K
airos-G

esellsch
aft fü

r G
erm

an
istik 

(F
u
ku

oka), B
an

d 32 ( 1994), S
. 34- 73;  Y

asu
m
asa O

g
u
ro: O

pferu
n
g
 u

n
d A

pokaly
pse - In

tertex
tu

alität zw
isch

en
 In

g
eborg

 



一
二
八

B
ach

m
an

n
s „U

n
d
in

e g
eh

t

„ u
n
d
 K

y
ok

a Izu
m

is „Y
ash

ag
a-ik

e

„ In
. U

n
d
in

e g
eh

t n
ach

 Jap
an

. Z
u
 in

terk
u
ltu

rellen
 

P
roblem

en
 der In

g
eborg

 B
ach

m
an

n
-R

ezeption
 in

 Japan
. H

rsg
. v

on
 H

an
n
elore S

ch
olz. B

erlin
 2001, S

. 55- 68.
（
43
）　

拙
著
『
黙
示
録
を
夢
み
る
と
き
』、
一
二
二―

一
二
九
頁
参
照
。

（
44
）　

拙
論
「
イ
ン
ゲ
ボ
ル
ク
・
バ
ッ
ハ
マ
ン
の
『
三
〇
歳
』̶

̶

忘
却
か
ら
の
復
活̶

̶

」（
九
州
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
院
「
文
学
研
究
」
第
九
九
号
、

二
〇
〇
二
年
、
四
九―

五
二
頁
）
参
照
。
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