
京
都
工
芸
繊
維
大
学
学
術
報
告
書　

第
一
巻
（
平
成
二
十
年
三
月
）

ゲ
ー
テ
の
「
野
ば
ら
」

　

 

ド
イ
ツ
詩
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
語
法
に
つ
い
て
、
ま
た
は
文
法
と
文
学 

　

 

南　
　
　
　
　

剛
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一　

代
名
詞
一
語
の
一
行
中
の
み
で
の

　
　

中
性
と
女
性
の
転
換
に
お
い
て
文
法
に
文
学
が
読
む
こ
と

　

ゲ
ー
テ
の
有
名
な
「
野
ば
ら
」
の
詩
は
、
パ
ウ
ル
・
フ
ォ
ン
・
デ
ア
・
エ
ル

ス
ト
が
一
六
〇
二
年
出
版
の
歌
集
に
書
い
て
い
る
民
謡
調
の
詩
を
下
敷
き
と
し

な
が
ら
、
一
七
七
一
年
ご
ろ
に
初
形
が
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
ヘ
ル
ダ
ー
が

ゲ
ー
テ
か
ら
の
聞
き
書
き
に
よ
り
一
七
七
〇
年
代
の
二
度
に
わ
た
っ
て
活
字
に

し
た
の
ち
、
ゲ
ー
テ
自
身
に
よ
る
定
稿
と
し
て
、
一
七
八
九
年
に
公
刊
さ
れ
た（
１
）。

そ
の
、
定
稿
の
形
は
、
一
八
一
五
年
の
版
ま
で
そ
の
ま
ま
続
い
た
の
ち
、
ま
だ

ゲ
ー
テ
存
命
中
の
一
八
二
七
年
に
、
そ
の
年
に
第
四
巻
ま
で
が
出
版
さ
れ
た

コ
ッ
タ
書
店
『
決
定
版
ゲ
ー
テ
全
集
』
に
お
い
て
、
ゲ
ー
テ
の
手
に
よ
っ
て
で

は
な
く
、
出
版
屋
の
手
に
よ
っ
て
、
ゲ
ー
テ
の
知
ら
な
い
あ
い
だ
に
勝
手
な
正

文
判
断
に
よ
る
誤
植
訂
正
で
、
あ
る
い
は
正
文
判
断
に
よ
る
の
で
な
い
た
ん
な

る
新
規
誤
植
と
し
て  

  

と
も
か
く
批
判
校
訂
版
で
あ
る
ハ
ン
ブ
ル
ク
版
全
集

第
一
巻
の
編
者
ト
ゥ
ル
ン
ツ
に
よ
れ
ば
「
誤
っ
て
」（
一
九
九
六
年
第
十
六
版

で
加
わ
っ
て
い
る
文
言
、
た
だ
し
、
そ
の
『
決
定
版
』
の
編
集
者
エ
ッ
カ
ー
マ

ン
お
よ
び
編
集
と
校
訂
に
あ
た
っ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
古
典
文
献

学
教
授
リ
ー
マ
ー
に
対
し
て
ゲ
ー
テ
の
口
頭
指
示
の
あ
っ
た
可
能
性
を
、
ト
ゥ

ル
ン
ツ
が
排
除
す
る
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
断
定
を
あ
ら
た
に
見
つ
け

た
こ
と
が
、
今
回
の
一
連
の
関
心
の
い
と
ぐ
ち
と
な
っ
た
）、
第
三
連
第
四
行

目
の
三
格
の
代
名
詞
一
語
が
別
の
三
格
の
代
名
詞
一
語
に
置
き
か
え
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
と
き
に
置
き
か
え
ら
れ
た
あ
と
の
か
た
ち
が
、
そ
れ
以
降
の
版

に
お
い
て
ず
っ
と
、 

  

こ
と
に
比
較
的
近
年
の
一
九
六
〇
年
代
ま
で
は
、

一
八
八
七
年
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
版
（
ゾ
フ
ィ
ー
版
）
全
集
、
一
九
二
六
年
の
祝
祭

版
全
集
（
フ
ェ
ス
ト
ア
ウ
ス
ガ
ー
ベ
）、
一
九
五
〇
年
の
記
念
版
（
ア
ル
テ
ミ

ス
版
）
全
集（
２
）を
含
め
、
す
べ
て
の
版
に
わ
た
っ
て  

  

流
布
し
て
い
る
。

　

日
本
の
独
文
学
者
で
、
こ
の
詩
を
わ
ざ
わ
ざ
努
力
し
て
憶
え
た
わ
け
で
も
な

く
い
つ
の
ま
に
か
い
ま
で
は
よ
ど
み
な
く
す
ら
す
ら
と
音
韻
も
あ
や
ま
た
ず
早

口
言
葉
の
よ
う
に
す
ら
暗
唱
で
き
て
し
ま
う
者
は
、
た
か
だ
か
筆
者
て
い
ど
の

か
ん
ば
し
か
ら
ぬ
ド
イ
ツ
語
力
の
持
ち
主
を
含
め
、
数
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
ば
あ
い
、
暗
唱
内
容
は
、
す
べ
て
、
こ
の
流
布
版
に
よ
る
も
の
で
あ
る
に

ち
が
い
な
い
。
現
在
で
も
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
き
わ
め
て
権
威
あ
る
出
版
社
で
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あ
る
レ
ク
ラ
ム
文
庫
の
二
種
の
ゲ
ー
テ
詩
集
や
イ
ン
ゼ
ル
文
庫
の
ゲ
ー
テ
詩
集（
３
）

に
お
い
て
も
、
近
年
の
最
新
改
訂
を
何
度
も
経
な
が
ら
、
こ
の
流
布
形
で
の
出

版
が
維
持
さ
れ
続
け
て
い
る
。
古
く
か
ら
の
標
準
的
な
批
判
校
訂
版
で
あ
る
ハ

ン
ブ
ル
ク
版
全
集
も
、
一
九
六
〇
年
の
第
五
版
で
は
、
そ
の
か
た
ち
、
中
性
三

格
の
代
名
詞ihm

を
踏
襲
し
て
い
た
こ
と
が
、
確
認
さ
れ
る
。
ハ
ン
ブ
ル
ク

版
全
集
で
は
、
筆
者
が
確
認
で
き
た
か
ぎ
り
遅
く
と
も
一
九
七
八
年
の
第
十
一

版
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
、
一
七
八
九
年
か
ら
一
八
一
五
年
ま
で
の
ゲ
ー
テ
の

手
に
よ
る
版
で
の
か
た
ち
で
あ
る
、
女
性
三
格
の
代
名
詞ihr （
４
）

に
改
訂
さ
れ
た
。

　

以
後
、
各
種
の
新
し
い
批
判
校
訂
版
全
集
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
踏
襲
し
、

一
九
八
五
年
の
ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
版
、
一
九
八
九
年
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
版
な
ど
、

批
判
版
全
集（
５
）の
本
文
は
、
初
出
時
に
ゲ
ー
テ
の
書
い
た
か
た
ち
で
あ
るihr

を

採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
で
も
初
出
形
で
の
本
文
確
定
に
こ
だ
わ
ら

な
い
批
判
版
全
集
以
外
で
の
出
版
に
お
い
て
はihm
が
選
択
さ
れ
て
お
り
、

日
本
の
ド
イ
ツ
語
専
門
出
版
社
の
出
し
て
い
る
有
力
な
ド
イ
ツ
語
教
科
書
や
ド

イ
ツ
語
解
説
書
に
お
い
て
も
、
あ
ら
た
に
発
行
さ
れ
る
も
の
も
、
そ
の
さ
ら
に

あ
ら
た
に
改
版
さ
れ
る
最
新
改
訂
版
に
お
い
て
さ
え
も（
６
）、
ま
る
で
そ
れ
が
あ
た

り
ま
え
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、ihm

が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
一
八
八
七
年
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
版
全
集
に
お
い
て
は
、
編
者
レ
オ

パ
ー
は
、
非
常
に
簡
単
に
書
か
れ
て
い
る
注
を
参
照
す
る
と
、
一
七
八
九
年
か

ら
一
八
一
五
年
ま
で
の
版
に
お
い
て
は
問
題
の
箇
所
がihr

だ
っ
た
と
い
う
事

実
を
知
ら
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
正
確
に
認
識
し
て
い
た（
７
）の
で
あ
り
、

し
か
し
そ
の
注
記
以
上
に
判
断
理
由
を
な
に
も
書
き
加
え
る
こ
と
す
ら
な
く
、

本
文
に
は
、
問
題
な
く
、ihm

を
採
用
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。（
以
下
の
引

用
は
句
読
法
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
版
最
新
版
に
従
い
、
く
だ
ん
の
箇
所
の
み
、
見
な

れ
たihm

に
よ
り
こ
こ
で
は
ま
ず
提
示
し
て
お
く
。）

 
 
H
eidenröslein

Sah ein K
nab ein Röslein stehn,

Röslein auf der H
eiden,

W
ar so jung und m

orgenschön,
Lief er schnell, es nah zu sehn,
Sahʼs m

it vielen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der H

eiden.

K
nabe sprach: Ich breche dich,
Röslein auf der H

eiden!
Röslein sprach: Ich steche dich,
D
aß du ew

ig denkst an m
ich,

U
nd ich w

illʼs nicht leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der H

eiden.

U
nd der w

ilde K
nabe brach

ʼs Röslein auf der H
eiden;

Röslein w
ehrte sich und stach,

H
alf ihm

 doch kein W
eh und A

ch,
M
ußtʼ es eben leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der H

eiden.
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野
ば
ら

少
年
は
野
ば
ら
が
立
っ
て
い
る
の
を
見
ま
し
た
、

荒
れ
野
の
ば
ら
で
し
た
、

野
ば
ら
は
と
て
も
若
々
し
く
て
朝
の
よ
う
に
美
し
く
、

少
年
は
そ
れ
を
ま
ぢ
か
に
見
る
た
め
に
走
り
ま
し
た
、

少
年
は
そ
れ
を
喜
び
い
っ
ぱ
い
で
見
ま
し
た
。

野
ば
ら
、
野
ば
ら
、
赤
い
ば
ら
、

荒
れ
野
の
ば
ら
。

少
年
は
言
い
ま
し
た
、
ぼ
く
は
お
前
を
折
る
よ
、

荒
れ
野
の
ば
ら
よ
！

野
ば
ら
は
言
い
ま
し
た
、
私
は
あ
な
た
を
刺
す
わ
、

あ
な
た
が
ず
っ
と
私
の
こ
と
を
憶
え
て
い
る
よ
う
に
、

そ
し
て
思
う
ま
ま
に
な
り
は
し
な
い
わ
。

野
ば
ら
、
野
ば
ら
、
赤
い
ば
ら
、

荒
れ
野
の
ば
ら
。

そ
し
て
荒
々
し
い
少
年
は
折
り
ま
し
た
、

荒
れ
野
の
そ
の
野
ば
ら
を
。

野
ば
ら
は
身
を
守
り
、
刺
し
ま
し
た
、

し
か
し
、
い
や
、
だ
め
、
と
叫
ん
で
も
、
野
ば
ら
の
助
け
に
は
な
り
ま
せ
ん

で
し
た
、

野
ば
ら
は
ま
さ
し
く
思
う
ま
ま
に
な
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

野
ば
ら
、
野
ば
ら
、
赤
い
ば
ら
、

荒
れ
野
の
ば
ら
。

　

問
題
の
箇
所
は
、
第
三
連
の
「
野
ば
ら
の
助
け
に
は
」
と
い
う
箇
所
、half

の
三
格
目
的
語
で
あ
る
代
名
詞
が
、
中
性
のihm

で
あ
る
か
女
性
のihr

で
あ

る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
和
訳
に
お
い
て
は
、
ま
っ

た
く
影
響
を
お
よ
ぼ
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
語
形
に
せ
よ
選
択
の

余
地
を
残
さ
ず
上
記
の
よ
う
な
訳
文
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
民
謡
を
純
化
し

た
と
い
わ
れ
る
か
た
ち
に
お
け
る
こ
の
ゲ
ー
テ
の
完
成
形
に
あ
っ
て
も
、
詩
と

し
て
一
意
的
に
、
野
ば
ら
と
は
、
若
者
が
い
た
だ
い
て
し
ま
っ
て
か
ら
捨
て
た

（
結
果
的
に
そ
う
い
う
仕
儀
で
あ
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）、
娘
を
指
す
も

の
で
あ
り
、
ま
た
、
ゲ
ー
テ
に
お
い
て
し
ば
し
ば
色
こ
い
現
実
上
の
モ
デ
ル
と

し
て
、
ゲ
ー
テ
の
個
人
史
に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
の
そ
の
娘
と
は
、
シ
ュ
ト

ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
の
近
郊
ゼ
ー
ゼ
ン
ハ
イ
ム
の
牧
師
の
娘
、
フ
リ
デ
リ
ー
ケ
・
ブ

リ
オ
ン
そ
の
ひ
と
を
指
す
こ
と
は
、
自
明
で
あ
る
。
フ
リ
デ
リ
ー
ケ
・
ブ
リ
オ

ン
を
捨
て
た
傷
は
、
長
ら
く
ゲ
ー
テ
を
離
れ
る
こ
と
は
な
く
、
の
ち
に
『
フ
ァ

ウ
ス
ト
』
第
一
部
に
お
い
て
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
悲
劇
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
か
た

ち
を
と
っ
た
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
の
形
象
に
ま
で
、
結
実
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

詩
が
こ
と
ば
の
直
接
的
な
か
た
ち
に
お
い
て
は
野
ば
ら
と
言
っ
て
い
る
も
の
は
、

荒
々
し
い
少
年
た
る
若
者
ゲ
ー
テ
に
よ
っ
て
味
わ
わ
れ
捨
て
ら
れ
た
、
若
い
娘

の
こ
と
を
指
す
こ
と
が
、
詩
の
い
ち
ば
ん
表
皮
か
ら
す
ぐ
下
の
、
だ
れ
も
が
詩

の
い
ち
ば
ん
表
皮
と
同
時
に
理
解
す
る
、
表
層
の
中
の
下
部
組
織
を
な
す
も
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
詩
の
い
ち
ば
ん
の
表
皮
の
直
接
の
裏
側
で
あ
り
、
表
側
の

表
皮
と
か
な
ら
ず
同
時
に
す
で
に
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
表
層
そ
の
も
の
の

一
部
で
あ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い  

  

こ
れ
に
よ
り
、
た
と
え
ば
野
ば
ら
の
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述
べ
る
こ
と
ば
は
、
男
で
あ
る
少
年
に
向
か
っ
て
野
ば
ら
が
口
を
き
く
さ
い
の

そ
の
話
者
の
立
場
の
定
位
と
し
て
、
直
接
的
に
、
女
性
の
立
場
か
ら
発
せ
ら
れ

る
こ
と
ば
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。（
こ
こ
で
全
体
の
引
用
ま
で
は
し
な
い
が
、

人
口
に
膾
炙
し
た
近
藤
朔
風
訳
「
野
な
か
の
薔
薇
」
の
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
作
曲
歌
唱

用
に
明
治
四
十
二
年
十
一
月
の
『
女
声
唱
歌
』
に
掲
載
さ
れ
た
簡
明
な
訳
詩（
８
）、

た
と
え
ば
二
番
の
一
部
を
思
い
出
す
と
よ
い
。「
手
折
ら
ば
手
折
れ
、
思
出
ぐ

さ
に
、
君
を
刺
さ
ん
。」
こ
れ
は
当
然
に
女
性
と
し
て
了
解
さ
れ
る
に
決
ま
っ

て
い
る
も
の
と
し
て
の
、
し
か
し
あ
く
ま
で
単
純
に
野
ば
ら
の
花
で
あ
る
。
歌

唱
時
に
は
、
日
本
語
は
か
な
一
音
に
一
音
符
が
与
え
ら
れ
て
し
ま
う
た
め
、
歌

唱
用
の
歌
詞
に
お
い
て
は
日
本
語
は
、
同
じ
長
さ
の
曲
に
対
し
て
、
短
い
歌
詞

し
か
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
情
で
、
歌
曲
の
文
語
日
本
語
訳
の
訳
詩

は
意
味
を
大
幅
に
切
り
詰
め
、
そ
れ
以
上
の
内
容
は
訳
詩
の
雰
囲
気
の
み
に
託

す
と
い
う
し
く
み
と
な
る
が
、
そ
れ
に
よ
り
、
こ
の
ば
あ
い
は
、
あ
く
ま
で
野

ば
ら
で
あ
る
も
の
が
ほ
ぼ
自
明
に
女
性
の
立
場
で
あ
る
こ
と
が
、
簡
明
に
そ
っ

く
り
取
り
出
さ
れ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。）
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、

く
だ
ん
の
代
名
詞
が
中
性
で
あ
ろ
う
と
女
性
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
差
異
は
、
わ

ず
か
で
も
内
容
の
理
解
に
ち
が
い
を
も
た
ら
す
こ
と
で
は
な
い
。

　

さ
て
、
こ
れ
を
、
中
性
の
代
名
詞
三
格
のihm

で
受
け
る
と
き
、
そ
こ
に

中
性
が
使
わ
れ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
野
ば
らRöslein

が
中
性
名
詞
だ
か
ら
で

あ
る
。
い
ち
ば
ん
の
基
本
の
基
本
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
は
代
名
詞

は
英
語
と
ち
が
っ
て
人
と
物
・
こ
と
と
で
受
け
分
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が

受
け
る
名
詞
の
性
・
数
で
受
け
分
け
る
の
で
、
自
然
的
性
と
し
て
は
女
性
で
あ

る
も
の
も
文
法
的
性
が
中
性
で
あ
る
と
き
に
は
、
名
詞
の
性
に
従
っ
て
女
性
で

は
な
く
中
性
で
受
け
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
文
法
の
第
一
歩
で
あ

る
。
初
学
者
に
た
い
し
て
わ
か
り
や
す
い
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、

Fräulein

、M
ädchen

と
い
う
よ
う
な
単
語
で
あ
る
。 

  

こ
れ
ら
は
、「
お

嬢
さ
ん
」、「
少
女
」、
と
い
う
意
味
で
あ
る
の
に
、
代
名
詞
は
ほ
ん
ら
い
は
女

性
で
は
な
く
中
性
で
受
け
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
文
法
に
お
い
て
、
内
容
云
々
で
は
な
く
文
法
そ
の
も
の

の
段
階
に
お
い
て
も
、
自
然
的
性
が
あ
ま
り
に
も
単
純
に
女
性
で
あ
る
こ
れ
ら
、

Fräulein

、M
ädchen

と
い
う
単
語
の
ば
あ
い
に
は
、
む
し
ろ
中
性
よ
り
も

女
性
で
受
け
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
、
と
い
う
説
明
が
、
中
級
文
法
の
知
識
に

お
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
女
性
で
受
け
て
い
た
の
を
、
突
然
、
文
法
上

の
性
に
厳
格
に
従
っ
て
中
性
の
代
名
詞
に
よ
っ
て
受
け
る
よ
う
に
、
あ
る
一
連

の
場
面
の
な
か
で
用
語
法
が
変
化
し
た
ば
あ
い
に
は
、
そ
れ
は
、
後
者
は
相
手

を
厳
格
に
子
ど
も
扱
い
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
文
法
と
い

う
レ
ヴ
ェ
ル
の
う
ち
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で

あ
る（
９
）。

　

と
こ
ろ
が
、
注
意
が
必
要
な
点
で
あ
る
が
、
こ
の
野
ば
らRöslein

と
い
う

単
語
は
、
そ
れ
と
同
じ
意
味
あ
い
で
女
性
の
代
名
詞
に
よ
っ
て
受
け
る
と
い
う

可
能
性
は
、
じ
つ
は
、
文
法
的
に
は
、
ぜ
っ
た
い
に
あ
り
え
な
い
。Fräulein

、

M
ädchen

で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
自
然
的
性
と
し
て
は
女
性
で
あ
る
の
で
、

文
法
も
、
用
例
的
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
、
女
性
代
名
詞
と
中
性
代
名

詞
の
両
方
の
可
能
性
が
あ
っ
て
か
つ
文
法
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
そ
の
意
味
が
異

な
っ
て
く
る
、
と
い
う
の
が
、
上
述
の
中
級
文
法
内
容
で
あ
っ
た
が
、

Röslein

は
、
自
然
的
性
と
し
て
は
女
性
で
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、

こ
の
詩
に
お
い
てRöslein

の
立
場
が
表
層
そ
の
も
の
の
一
部
と
し
て
も
す
で

に
女
で
あ
る
の
と
は
、
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
単
語Röslein

は
、
そ
し
て
そ
れ
が
言
語
の
表
皮
の
文
法
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
指
す
も
の
は
、

植
物
と
し
て
の
野
ば
ら
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
そ
れ
は
、
文
法
的
に
は
、
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け
っ
し
て
女
性
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
中
性
で
し
か
あ
り
え
な
い
も
の
な
の

だ
。 

  

日
本
の
ド
イ
ツ
文
学
研
究
者
で
、
詩
の
専
門
家
で
あ
る
ば
あ
い
で
も
、

こ
の
こ
と
を
誤
解
し
、Röslein

と
い
う
単
語
を
女
性
で
受
け
る
こ
と
が
端
的

に
あ
り
う
る
と
考
え
て
い
る
ば
あ
い
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
純
に
文
法
理
解
の

誤
り
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
詩
に
お
い
て
は
、Röslein

は
中
性
名
詞
と
し
て

十
四
回
、
そ
こ
ま
で
に
繰
り
返
さ
れ
、
う
ち
一
回
は
、
行
頭
にʼs

と
短
縮
さ

れ
て
い
る
も
の
の
中
性
を
明
示
す
る
定
冠
詞
ま
で
つ
い
た
用
法
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
最
初
の
一
回
は
、
こ
れ
も
中
性
形
が
他
の
性
と
区
別
さ
れ
る
四
格
不
定

冠
詞
付
で
あ
る
。
ま
た
、
中
性
四
格
の
代
名
詞es

と
し
て
二
回
、
う
ち
一
回

はes

と
い
う
か
た
ち
で
、
も
う
一
回
は
短
縮
さ
れ
たsahʼs

のʼs

と
い
う
か

た
ち
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
か
え
っ
て
よ
け
い
に
中
性
と
し
て
あ
ま
り
に
も
あ
た

り
ま
え
に
こ
の
詩
の
中
で
こ
こ
ま
で
扱
わ
れ
続
け
た
こ
と
を
強
固
に
刻
印
し
つ

つ
、
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

む
し
ろ
、
文
法
的
に
は
、
こ
こ
は
ゲ
ー
テ
が
書
い
た
女
性
代
名
詞
三
格
の

ihr

は
あ
ま
り
に
も
唐
突
で
あ
り
、
通
常
で
あ
る
な
ら
ば
、
中
性
三
格
のihm

し
か
あ
り
え
な
い
ば
あ
い
な
の
で
あ
る
。
一
八
二
七
年
の
『
決
定
版
ゲ
ー
テ
全

集
』
に
お
い
て
出
版
屋
が
こ
れ
をihm

と
し
た
と
い
う
の
も
、 

  
そ
う
で
あ

る
と
も
な
い
と
も
厳
密
に
論
証
で
き
る
可
能
性
は
そ
う
い
う
こ
と
を
書
誌
と
し

て
明
記
し
て
残
す
習
慣
が
な
か
っ
た
以
上
ご
く
ご
く
偶
然
的
な
メ
モ
書
き
が
そ

れ
に
つ
い
て
発
見
さ
れ
る
と
い
う
例
外
を
除
い
て
原
理
的
に
と
ざ
さ
れ
て
い
る

わ
け
だ
が  
  

ゲ
ー
テ
に
よ
る
誤
記
を
訂
正
す
る
、
も
し
く
は
一
八
一
五
年
ま

で
の
版
の
誤
植
を
訂
正
す
る
、
も
し
く
は
そ
の
両
者
あ
る
い
は
そ
の
混
合
、
と

い
う
、
と
い
う
は
っ
き
り
と
し
た
意
図
を
も
っ
て
、
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可

能
性
が
あ
り
う
る
。
一
八
八
七
年
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
版
全
集
に
お
い
て
も
、
編
者

は
、
一
七
八
九
年
か
ら
一
八
一
五
年
ま
で
の
版
のihr

と
い
う
語
形
を
、
単
純

に
ミ
ス
が
残
っ
て
い
た
も
の
と
し
か
考
え
ず
、
書
誌
的
情
報
と
し
てihr

と

な
っ
て
い
る
版
に
つ
い
て
の
記
述
は
し
な
が
ら
、
こ
こ
はihm

と
直
す
の
が

単
純
に
唯
一
正
し
く
て
そ
れ
が
作
者
の
当
然
の
意
図
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
、
そ
う
で
な
く
てihr

の
ほ
う
が
ち
ゃ
ん
と
正
文
だ
と
い
う
事
態
は
考
え

て
も
み
な
か
っ
た
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。（
た
だ
し
、
表
面
上
は
、
こ
の

版
が
そ
も
そ
も
一
八
二
七
年
の
『
決
定
版
ゲ
ー
テ
全
集
』
を
底
本
と
し
て
い
る

と
い
う
よ
う
に
巻
末
注
釈
群
の
最
初
に
総
記
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、

と
く
に
正
文
評
価
の
選
択
基
準
を
明
記
せ
ずihm

を
採
用
し
て
あ
る
理
由
を

な
し
て
い
る
と
い
う
体
裁
と
な
っ
て
は
い
る）
（（
（

。）

　

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
ゲ
ー
テ
は
、
こ
の
箇
所
を
四
十
年
近
く
も
、
文
法
的
に
通

常
は
あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
るihr

と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ihr

と
い
う
か
た
ち
を
あ
ら
か
じ
め
正
文
で
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
い
れ
て

読
み
そ
の
さ
いihm

と
い
う
流
布
形
態
も
あ
っ
た
こ
と
を
念
頭
か
ら
ぬ
ぐ
い

さ
ろ
う
と
努
力
す
る
ば
あ
い
に
は
、
た
と
え
ば
ア
ス
ト
リ
ー
ト
・
チ
ェ
ン
ゼ
の

よ
う
に
、
ゲ
ー
テ
は
露
骨
に
性
的
で
あ
る
こ
と
を
い
き
な
り
隠
し
も
せ
ず
に
あ

ら
わ
に
す
る
逸
脱
例
が
あ
っ
て
そ
し
て
こ
こ
も
そ
う
で
あ
る
、
と
の
受
け
と
り

方）
（（
（

も
、
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
し
か
し
、

こ
こ
で
も
注
意
を
要
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
ば
あ
い
に
理
解
さ
れ
た
意
味
で

の
、
ゲ
ー
テ
が
な
し
て
い
る
こ
と
と
な
る
露
骨
に
性
的
な
表
現
と
は
、
卑
猥
、

猥
褻
、
淫
靡
、
下
品
、
悪
ふ
ざ
け
、
と
言
え
る
ま
で
の
露
骨
さ
と
い
う
こ
と
を

言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
と
こ
そ
、
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
チ
ェ
ン
ゼ

の
ば
あ
い
に
は
、
文
法
的
に
中
性
で
し
か
な
い
も
の
を
、
し
か
も
そ
の
か
ぎ
り

で
も
だ
れ
も
が
こ
と
が
ら
は
女
性
を
指
す
も
の
と
し
て
し
か
と
ら
え
な
い
の
に
、

あ
え
て
わ
ざ
わ
ざ
文
法
を
は
ず
し
て
ま
で
、「
そ
し
て
こ
の
ば
ら
は
性
愛
の
嗜

好
が
向
く
対
象
物
で
な
に
よ
り
も
あ
る
も
の
た
る
《
女
》
な
の
だ
け
ど
ね
」
と
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強
調
し
て
い
る
、
と
い
う
表
現
と
な
っ
て
い
る
、
と
の
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
と
な
る
の
だ
。
な
に
よ
り
も
、
も
し
こ
こ
で
、
物
語
と
し
て
す
で
に
じ
ゅ

う
ぶ
ん
に
女
で
あ
る
野
ば
ら
が
、
少
年
に
折
ら
れ
る
ま
ま
に
な
る
と
い
う
こ
の

詩
の
中
で
の
表
現
レ
ヴ
ェ
ル
は
、
も
し
も
こ
こ
で
指
し
て
い
る
も
の
の
性
が
自

然
的
性
と
し
て
端
的
に
女
性
で
あ
る
代
名
詞sie

の
三
格
で
あ
る
も
の
に
い
き

な
り
名
詞
代
名
詞
込
み
で
根
こ
そ
ぎ
転
換
し
お
お
せ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
な
ら

ば
、
次
の
行
のM

ußtʼ es eben leiden.

（
主
語
省
略
で
あ
りes

は
四
格
で

あ
っ
てeben

は
第
二
連
で
の
詩
句
の
内
容
と
呼
応
し
て
い
る
）
は
、Es 

m
ußtʼ es eben leiden.

で
は
な
く
、Sie m

ußtʼ es eben leiden.

で
あ
る

こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
ば
あ
い
、
そ
れ
は
野
ば
ら
と
し
て
折
ら
れ
る
ま

ま
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
明
言
意
味
内
容
で
は
な
く
て
、

（
そ
の
物
語
が
指
し
示
す
内
容
が
、
内
容
と
し
て
は
む
ろ
ん
女
が
ゲ
ー
テ
に
い

た
だ
か
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
だ
け
で
す
で
に
十
分
な
の

に
）
女
と
し
て
肉
を
も
て
あ
そ
ば
れ
愛
玩
賞
味
さ
れ
む
さ
ぼ
ら
れ
尽
く
す
ま
ま

に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
明
言
意
味
内
容
で
あ
る
も
の
へ
と
、

表
層
的
意
味
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
転
換
し
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
が
、
ま
さ
に

こ
の
詩
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
優
秀
な
若
者
が
女
を
い
た
だ

い
て
し
ま
い
し
か
も
お
手
つ
き
に
し
た
だ
け
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
捨
て
る
結

末
と
な
っ
た
と
い
う
事
実
に
お
け
る
、
し
か
し
そ
の
肉
か
つ
精
神
の
余
す
と
こ

ろ
の
な
い
全
霊
を
か
け
て
の
全
体
の
喜
び
と
苦
し
み
の
こ
と
を
ゲ
ー
テ
は
歌
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、m

ußte leiden

の
主
語
がsie

で
あ
る
な
ら
ば
、

精
神
が
け
っ
し
て
肉
を
も
欠
か
な
か
っ
た
話
で
あ
る
と
こ
ろ
を
や
め
て
、
明
意

的
に
肉
だ
け
の
話
と
な
っ
て
し
ま
う
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
た
と
え
ば
『
ヴ
ェ

ニ
ス
の
商
人
』
に
お
い
て
も
頻
出
す
る
よ
う
に
、
近
代
へ
と
整
序
さ
れ
る
前
の

近
世
文
学
に
お
い
て
は
性
的
猥
雑
さ
は
お
な
じ
み
の
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て

ゲ
ー
テ
も
近
代
人
で
あ
る
以
上
に
な
に
よ
り
も
そ
の
近
世
の
空
気
の
中
に
生
き

た
人
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
ゲ
ー
テ
が
も
し
初
形
時
の
若
さ
の
せ
い
で
つ
い
筆

が
す
べ
っ
た
だ
け
だ
と
す
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
意
味
的
に
こ
の
と
お
り
の
核
心

を
な
し
て
し
ま
う
た
め
、
そ
れ
は
こ
こ
だ
け
が
粗
雑
で
浮
き
す
ぎ
で
あ
る
こ
と

と
な
る
。
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
不
要
で
下
品
で
、
文
学
表
現
的
な
効
果
も
な

い
の
に
無
駄
に
度
を
は
ず
し
す
ぎ
た
悪
ふ
ざ
け
と
い
う
も
の
で
あ
る
ば
か
り
か
、

ゲ
ー
テ
の
本
質
を
正
反
対
に
矮
小
化
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
詩

の
こ
と
ば
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
意
味
で
の
、
精
神
面
を
排
除
し

て
し
ま
っ
た
ま
っ
た
く
の
無
駄
で
あ
る
わ
け
は
な
い
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
、

思
想
的
に
も
、
い
や
文
学
的
批
評
的
に
す
ら
、（
ド
イ
ツ
の
特
殊
事
情
の
せ
い

で
、
近
代
の
矛
盾
や
全
人
的
人
間
の
矛
盾
を
、
カ
ン
ト
と
並
ん
で
、
時
代
の
す

べ
て
を
あ
げ
て
体
現
し
て
し
ま
う
天
才
で
あ
っ
た
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
く

と
も
）
ほ
ん
と
う
に
頭
が
弱
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
言
え
る
ほ
ど
い
た
る
要

素
に
お
い
て
馬
鹿
馬
鹿
し
さ
に
も
み
ち
み
ち
て
い
る
が
、
し
か
し
か
れ
は
天
性

の
詩
人
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
本
能
的
に
、
言
語
表
現
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な

無
駄
を
す
る
わ
け
が
な
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
無
駄
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が

ド
イ
ツ
語
を
母
語
と
し
な
く
て
も
十
分
に
こ
の
詩
の
す
て
き
さ
を
す
で
に
呼
吸

し
て
い
る
、
こ
の
詩
の
生
命
が
生
じ
て
い
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
ゲ
ー
テ
が
書
い
た
の
は
、
当
然
で
あ
る
は
ず
の
中
性
の
代
名
詞ihm

で
は
な
く
て
、
文
法
的
に
直
接
は
不
可
能
な
、
女
性
の
代
名
詞ihr

の
ほ
う

だ
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。

　

こ
のihr

で
、
や
は
り
結
局
は
、
ま
さ
に
文
法
的
に
こ
れ
で
た
だ
し
い
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
そ
う
い
う
文
法
が
あ
る
こ
と
と
な
る

の
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
た
だ
し
い
文
法
で
あ
り
う
る
の
か
。

　

こ
のihr

を
三
格
目
的
語
と
す
る
こ
の
文
の
、
文
法
的
主
語
で
あ
るW

eh 
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und A
ch

「
い
や
、
だ
め
」
に
、
女
性
が
文
法
的
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
う
し
ろ
に
、
こ
の
文
の
主
語
がkein W

eh 
und A

ch

と
し
て
出
て
く
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
三
格
目
的
語
は
、

ま
え
も
っ
て
文
頭
で
女
性
のihr

へ
と
、
こ
の
詩
の
中
で
中
性
か
ら
急
転
し
て

い
て
も
、
そ
れ
が
文
法
的
に
た
だ
し
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
一
文
中
に
、

女
性
が
文
法
レ
ヴ
ェ
ル
で
か
く
れ
て
い
る
こ
と
の
可
能
な
場
所
は
、
他
に
な
い
。

つ
ま
り
、
こ
の
推
論
は
、
語
感
そ
の
も
の
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
藪
か

ら
ぼ
う
の
論
理
可
能
的
な
も
の
で
は
な
く
、
け
っ
き
ょ
く
は
同
時
に
論
理
必
然

的
な
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、W

eh und A
ch

に
、
文
法
的
に
女
性
が
含
ま
れ
て
い
る
と
は
、

ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
の
点
に
、
こ
の
推
論
が
単
純
に
論
理
必
然
的
な
無
機
的

な
も
の
な
の
で
は
な
く
て
、
文
学
的
な
も
の
で
あ
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
の
だ
が
、

つ
ま
り
、W

eh und A
ch

は
、
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
、
あ
ま
り
だ
れ
も
ふ
だ

ん
は
そ
こ
に
性
差
を
意
識
し
な
い
ち
ょ
う
ど
そ
の
て
い
ど
に
、
女
だ
け
が
あ
げ

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。W
eh

やA
ch

の
単
独
の
意
味
と
は
む

ろ
ん
異
な
る
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
作
曲
『
魔
笛
』
に
お
け
る
せ
り
ふ
を
思
い
出
す

ま
で
も
な
く
、W

eh

「
ひ
い
、
う
む
む
苦
し
い
」
と
は
、
男
も
言
う
こ
と
で

あ
る
。
ハ
イ
ネ
の
詩
に
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
が
作
曲
し
た
あ
の
す
ば
ら
し
い
『
白
鳥

の
歌
』
後
半
の
中
で
も
ち
ょ
う
ど
山
場
を
な
す
数
曲
の
う
ち
の
一
曲
で
あ
る
第

九
曲
「Ihr Bild

彼
女
の
肖
像
」
の
詩
を
思
い
出
す
と
よ
い
が
、A

ch

「
あ

あ
！
」
と
は
、
男
も
言
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
、
よ

く
思
い
出
し
て
み
れ
ば
、
か
な
ら
ず
い
ま
ま
で
も
無
意
識
に
、
こ
のH

alf 
ihm
 doch kein W

eh und A
ch

と
い
う
箇
所
に
お
い
て
、
い
ち
お
う
中
性

で
あ
る
野
ば
ら
が
あ
げ
る
声
に
し
て
は
、W

eh und A
ch

と
い
う
こ
と
ば
が
、

女
性
の
み
に
ふ
さ
わ
し
い
語
感
が
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
か
す
か
な
違
和
感
を

い
だ
い
て
い
た
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、W

eh 
und A

ch

が
じ
じ
つ
女
性
に
の
み
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
し
こ

と
ば
の
性
差
的
な
使
い
分
け
が
日
本
語
の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
ド

イ
ツ
語
に
お
い
て
こ
の
こ
と
ば
が
女
性
特
有
で
あ
る
ぐ
あ
い
は
ち
ょ
う
ど
中
性

代
名
詞
か
ら
女
性
代
名
詞
へ
の
転
換
に
見
合
う
そ
の
必
然
性
と
同
じ
だ
け
の
大

き
さ
だ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
、
あ
と
づ
い
て
よ
う
や
く
気
づ
く
の
で
あ

り
、
そ
し
て
時
差
を
も
っ
て
、
こ
こ
で
読
み
に
お
け
る
す
べ
て
が
腑
に
落
ち
た
、

と
い
う
次
第
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

W
eh und A

ch

と
い
う
用
語
は
、
し
か
し
、
通
常
の
独
和
辞
典
に
は
、
最

も
詳
し
く
信
頼
も
お
け
る
二
種
ほ
ど
に
お
い
て
も
、
し
っ
か
り
成
語
と
し
て
、

「
悲
鳴
」
と
だ
け
載
っ
て
い
る
。
ま
た
ド
イ
ツ
の
少
々
大
き
な
独
独
辞
典
（
つ

ま
り
あ
ち
ら
の
国
語
辞
典
）
で
も
、
わ
ざ
わ
ざ
用
例
の
性
差
に
踏
み
こ
ん
で
の

解
説
ま
で
は
、
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
さ
い
に
は
、

W
eh und A

ch

（
も
し
く
は
そ
の
逆
の
順
）
だ
け
で
な
く
、ach und w

eh 
schreien

「
悲
鳴
を
あ
げ
る
（jam

m
ern und klagen  

  

ド
イ
ツ
の
辞
典
で

の
語
解
）」
と
い
っ
た
用
例
に
も
、
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
筆
者
が
、

「
悲
鳴
」
と
い
う
も
の
は
女
だ
け
が
女
々
し
く
あ
げ
る
も
の
だ
、
な
ど
と
い
う
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
固
定
的
な
主
張
を
い
ま
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
は
ず

が
な
い
。

　

悲
鳴
と
い
う
日
本
語
の
訳
語
で
は
む
し
ろ
性
差
は
失
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
流

布
形
で
の
中
性
のRöslein

を
三
格
で
受
け
る
代
名
詞
のihm

に
もW

eh 
und A

ch

が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
ら
し
い
と
い
っ
た

ん
は
い
ま
ま
で
納
得
し
て
読
ん
で
き
た
も
の
が
、
ド
イ
ツ
語
と
し
て
は
、
微
妙

に
女
性
の
肉
声
「
い
や
、
だ
め
」
を
文
法
レ
ヴ
ェ
ル
で
出
現
さ
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
、
そ
の
、
語
感
が
、
鮮
烈
に
生
き
生
き
と
息
づ
い
て
い
て
、
言
語
的
世
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界
に
お
い
て
こ
こ
で
形
相
的
に
理
解
さ
れ
る
内
容
が
、
同
時
に
現
実
の
肉
体
の

質
料
性
も
し
く
は
身
体
感
覚
の
な
ま
な
ま
し
い
全
体
を
も
は
ら
ん
で
い
る
、
そ

の
ゆ
え
ん
を
、
筆
者
は
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
元
十
巻
本
で
あ
っ
た
個
別
巻D

uden

（
ド
イ
ツ
の
辞
典

「
ド
ゥ
ー
デ
ン
」
が
二
種
あ
る
う
ち
Ａ
か
ら
Ｚ
ま
で
を
順
繰
り
に
分
冊
で
並
べ

た
元
六
巻
本
・
近
年
八
巻
本
・
こ
の
と
こ
ろ
十
巻
本
の
「
大
ド
ゥ
ー
デ
ン
」
で

は
な
く
て
巻
ご
と
に
文
体
辞
典
と
か
類
義
語
辞
典
と
か
の
別
々
の
題
材
で
の
編

集
に
よ
る
も
の
）
に
一
九
九
〇
年
代
以
来
二
巻
追
加
さ
れ
て
十
二
巻
本
と
な
り

現
在
に
至
っ
て
い
る
第
十
一
巻
「
慣
用
句
格
言
辞
典
」・
第
十
二
巻
「
引
用
句

箴
言
辞
典
」
に
よ
れ
ば
、 

  

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
微
妙
で
万
一
あ
げ
つ
ら

わ
れ
で
も
す
れ
ば
ダ
メ
ー
ジ
の
リ
ス
ク
ば
か
り
高
い
問
題
に
た
い
し
て
無
防
備

に
も
方
法
論
な
し
に
断
定
的
に
「
こ
れ
は
女
性
が
す
る
表
現
で
あ
る
」
な
ど
と

記
述
し
て
い
る
わ
け
が
な
い
の
だ
が
、
参
考
に
な
る
用
例
が
、
そ
の
語
の
語
釈

の
み
で
な
く
例
文
全
体
に
よ
っ
て  

  

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
無
意
識
に  

  

示
唆

さ
れ
つ
つ
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、A

ch

の
項
目
に
見
い
だ
さ
れ
るm

it vielem
 A
ch 

und W
eh

も
、W

eh

の
項
目
に
見
い
だ
さ
れ
るm

it vielem
 A
ch und 

W
eh

も
、
非
常
に
す
ぐ
れ
た
あ
れ
こ
れ
の
大
き
な
独
和
辞
典
の
ば
あ
い
に
動

詞
句
部
分
の
み
に
つ
い
て
の
説
明
と
な
っ
て
い
る
の
と
は
ち
が
っ
て
例
文
全
体

に
よ
る
提
示
と
な
っ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
例
文
の
主
語
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

こ
と
な
る
い
ず
れ
の
文
の
ば
あ
い
も
、
女
性
の
代
名
詞
が
選
ば
れ
て
い
る
の

だ）
（（
（

。 
  

こ
の
論
点
が
、
こ
の
論
証
に
と
っ
て
だ
め
押
し
な
の
で
は
な
く
て
、

論
証
の
中
心
を
な
し
て
い
る
は
ず
だ
と
、
思
う
よ
う
な
種
類
の
文
学
研
究
者
も

い
る
こ
と
が
、
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
瑣
末
な
傍
証

は
、
論
証
に
と
っ
て
は
た
ん
に
つ
い
で
に
乗
る
べ
き
尻
馬
を
な
し
て
い
る
だ
け

で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
の
よ
う
で
あ
る
の
が
論
証
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
や
、
文
学
研

究
に
お
い
て
は
、
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、W

eh und A
ch

に
よ
っ
て
女
性
三
格
が
正
当
に
使
わ
れ
たihr

は
、
女
性
で
あ
る
の
が
た
だ
し
い
の
は
こ
の
主
語
に
支
配
さ
れ
た
こ
の
一
文
の

か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
り
、
次
のM

ußtʼ es eben leiden.

と
い
う
文
に
お

い
て
は
、
当
然
の
ご
と
く
、
女
性
に
転
換
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
は
な
ら
ず
に

ま
た
中
性
に
も
ど
る
か
ら
、
そ
の
文
に
お
い
て
省
略
さ
れ
て
い
る
主
語
は
、
女

性
のsie

で
は
な
く
、
中
性
のes

で
あ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
に
お
い
て
の

上
述
の
よ
う
な
低
俗
な
即
物
性
は
、
こ
の
箇
所
が
ゲ
ー
テ
が
元
々
書
い
て
い
た

と
お
りihr

で
あ
っ
て
も
、
と
う
ぜ
ん
に
、
回
避
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ

の
一
文
の
中
で
の
み
文
法
的
に
正
当
に
女
性
で
あ
っ
て
次
の
文
に
お
い
て
は
省

略
主
語
が
自
動
的
に
中
性
に
も
ど
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
女
性
三
格ihr

は
、
初

出
形
で
中
性
で
な
く
女
性
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
よ
りW

eh und A
ch

の
語
感

を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
示
し
つ
つ
、
そ
れ
を
合
わ
せ
も
ち
な
が
ら
（
つ
ま
り
こ

こ
が
中
性
のihm

で
も
「
悲
鳴
」
で
な
く
「
い
や
、
だ
め
」
で
あ
る
）、
決
定

稿
に
お
い
て
は
当
然
に
、
前
後
の
脈
絡
に
は
そ
れ
の
み
が
ふ
さ
わ
し
いihm

と
い
う
仮
面
を
、
そ
の
上
に
埋
め
込
ま
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二　

ド
イ
ツ
詩
一
般
が
生
き
る

　
　

思
い
が
け
な
い
性
的
肉
感
語
理
解
の
季
語
的
約
束

　

こ
の
ゲ
ー
テ
の
「
野
ば
ら
」
の
詩
の
中
の
、jung

「
若
い
」、m

orgen
schön

「
朝
の
よ
う
に
美
し
い
」、
ま
た
、
ヘ
ル
ダ
ー
が
ゲ
ー
テ
か
ら
の
聞
き
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書
き
で
勝
手
に
出
版
し
た
模
様
で
あ
る
初
出
形
に
お
け
るfrisch

「
み
ず
み
ず

し
い
」、
等
の
こ
と
ば
、
つ
ま
り
、
野
ば
ら
を
め
ぐ
る
素
朴
で
端
的
な
形
容

詞
、 

  

き
わ
め
て
一
般
的
で
意
味
範
囲
の
広
い
と
思
わ
れ
る
あ
り
ふ
れ
た
語

彙  
  

に
か
ん
し
て
も
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
と
ば
を
め
ぐ
る
こ
と
が
ら
の
布
置
は
、

ま
っ
た
く
こ
のW

eh und A
ch

「
い
や
、
だ
め
」
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
や
あ
え
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
形
容
詞
は
、
す
ぐ
れ
て
、
女
の
肉
を
、
直
截
に
な
ま
な
ま

し
く
、
ほ
ぼ
直
接
的
に
、
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
た
と
え
ば
上
述
の
ア
ス
ト
リ
ー
ト
・
チ
ェ
ン
ゼ
が
、
ゲ
ー
テ
の
表

現
に
あ
ま
り
に
も
露
骨
で
あ
か
ら
さ
ま
な
性
的
な
あ
て
こ
す
り
じ
み
た
、
下
品

さ
を
直
接
に
ね
ら
っ
た
だ
け
と
同
断
で
あ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
な
即
物
的
な
も

の
を
見
た
の
と
同
じ
よ
う
な
理
解
に
お
い
て
、
こ
う
言
っ
て
い
る
も
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
逆
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
に
お
い
て
は
、
ゲ
ー
テ
は
、
民
謡
調
の
素
朴
な
表
現
に
お
い
て
、
か

え
っ
て
、
こ
と
が
ら
の
全
体
を
、
永
遠
的
な
も
の
に
と
結
晶
化
し
、
日
常
の
夾

雑
物
に
あ
ふ
れ
た
も
の
か
ら
は
な
れ
て
、
純
化
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
、
敢
え
て
「
民
謡
的
な
表
現
」
を
と
り
つ
つ
の
純
化
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
化
で
あ
り
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
民
謡
的
な

素
朴
な
表
現
で
あ
る
こ
と
が
、
民
謡
的
な
効
果
そ
の
も
の
を
う
む
の
で
は
な
く

て
、
む
し
ろ
、
単
純
な
こ
と
ば
に
、
民
謡
の
歌
い
廻
し
の
姿
を
借
り
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
素
朴
で
あ
る
が
ゆ
え
に
強
度
な
、
一
語
一
語
に
お
い
て
自
然
的
に
そ

の
中
心
を
な
す
意
味
へ
と
ア
ク
セ
ン
ト
を
込
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
と
が
ら
の

純
化
が
あ
り
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

逆
に
い
え
ば
、
民
謡
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
つ
ま
り
そ
の
い
っ
ぷ
う
素

朴
さ
に
の
み
み
ち
た
表
現
が
、
こ
の
詩
で
は
む
し
ろ
、
こ
と
ば
に
つ
い
て
の
素

朴
さ
を
は
な
れ
た
、
意
味
づ
け
の
特
殊
で
厳
密
な
尖
鋭
化
を
帰
結
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
の
だ
。 

  

し
か
も
、
そ
れ
は
、
き
わ
め
て
生
き
生
き
と
し
た
、

女
の
肉
そ
の
も
の
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
女
の
肉

を
も
示
唆
し
う
る
よ
う
な
単
純
な
形
容
詞
が
こ
の
詩
で
使
わ
れ
て
い
た
ら
、
す

べ
て
そ
れ
は
、
こ
と
ば
そ
の
も
の
と
し
て
、
し
っ
か
り
、
女
の
肉
と
い
う
意
味

で
、
特
定
化
し
て
、
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
じ
つ
は
、
き
わ
め
て
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
し
か
な
い
こ
と
な
の

で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
と
が
ら
を
本
質
的
に
こ
の
よ
う
な
可
能
性
の
も
と
に

は
じ
め
か
ら
こ
の
詩
に
お
い
て
嗅
覚
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
は
な
か
ら
文

学
を
読
ん
で
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
な
、
そ
の
あ
た
り
ま
え
の
読
解
可

能
性
へ
の
嗅
覚
が
、
い
ま
、
論
理
化
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
可
能
性
も
あ
る
と

い
う
の
で
は
な
く
て
そ
う
い
う
可
能
性
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
嗅
覚
以
上
に

論
証
さ
れ
た
、
と
い
う
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
般
的
な
文
学
の
嗅
覚
で

あ
る
と
い
う
理
解
に
無
縁
で
あ
る
者
は
、
そ
も
そ
も
文
学
と
無
縁
の
、
文
学
的

成
人
へ
の
未
到
達
さ
か
げ
ん
を
示
し
て
い
る
文
学
青
年
存
在
で
あ
る
に
す
ぎ
な

い
が
、
ま
た
、
こ
こ
に
お
い
て
こ
の
こ
と
が
論
理
可
能
的
な
も
の
で
な
く
論
理

必
然
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
が
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
態
に
た
い

し
て
生
き
生
き
と
し
た
喜
び
を
い
だ
か
ぬ
者
は
、
詩
的
不
感
症
で
あ
る
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、jung

、m
orgenschön

、frisch

、
と
い
っ
た
こ
と
ば
が
、
こ
の
詩

に
お
い
て
は
必
ず
や
女
の
肉
を
具
体
的
に
指
す
の
だ
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
の
こ

の
主
張
に
は
、
女
か
ら
見
れ
ば
生
き
生
き
し
た
も
の
は
そ
れ
と
は
ち
が
う
も
の

な
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
念
が
、
ご
く
仮
説
的
に
は
、
い
ち
お
う
提
出
さ
れ

う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
こ
と
が
ら
の
中
心
と
は
関

係
が
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
れ
こ
そ
、
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ジ
ェ
ン
ダ
ー
指
弾
的
な
評
論
言
説
が
断
罪
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
、
ロ
ゴ
ス

（
論
理
た
る
言
語
）
の
す
べ
て
が
出
発
時
点
か
ら
す
で
に
男
性
性
を
刻
印
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
た
ん
に
あ
た
り
ま
え
で
あ
っ
た
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
ロ
ゴ
ス
が
す
な
わ
ち
男
性
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
と
い

う
わ
ず
か
ひ
と
ふ
し
の
可
能
性
す
ら
が
、
こ
こ
二
十
年
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
努

力
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で

あ
っ
た
。
た
か
だ
か
文
学
と
い
う
社
会
装
置
ご
と
き
が
男
性
社
会
の
刻
印
を
受

け
て
い
る
な
ど
と
の
、
そ
れ
自
体
が
こ
と
が
ら
の
社
会
制
度
的
一
小
側
面
を
素

朴
に
物
象
化
し
た
観
念
で
は
な
く
て
、
お
よ
そ
、
論
理
が
論
理
で
あ
る
と
き
そ

れ
は
す
で
に
男
性
性
の
支
配
が
威
力
を
振
る
い
始
め
る
と
ば
口
で
あ
っ
た
こ
と

こ
そ
を
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
こ
こ
ま
で
に
お
い
て
剔
抉
し
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
形
象
が
詩
的
に
高
度
に
純
化
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
こ
と
ば
か
ら
質
料
性
が
ぬ
ぐ
い
去
ら
れ
こ
と
ば
が
形
相
的
な
も
の

と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
イ
デ
ア
リ
ズ
ィ
ー
レ
ン
（
形
相
化
）
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
こ
と
ば
は
こ
こ

で
は
、
質
料
性
を
生
き
生
き
と
は
ら
み
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
質
料
性
の

呼
び
出
し
に
お
い
て
、
純
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  

そ
れ
が
、
構
造
的

に
、
非
物
質
的
に
、
即
物
的
と
は
反
対
の
あ
り
方
に
お
い
て
、
理
解
可
能
と

な
っ
て
い
る
と
き
、
こ
と
は
、
そ
の
「
理
解
可
能
と
な
る
」
と
い
う
一
点
に
お

い
て
、
ま
さ
に
形
相
的
な
も
の
で
あ
り
は
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
形
相
的
な
も

の
が
ま
さ
し
く
質
料
的
な
も
の
を
喚
起
し
招
来
し
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
同
時
に

含
み
こ
み
つ
つ
永
遠
化
し
て
い
る
、
と
い
う
、
そ
の
、
質
料
的
な
も
の
が
生
き

生
き
と
含
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
こ
そ
が
、
こ
の
こ
と
が
ら
が
、
純
化

で
あ
る
ゆ
え
ん
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
、
べ
つ
に
必
ず
そ
う
読
む
必
要
ま
で
は
な
さ
そ
う
な
用
語
は
、
こ

こ
で
は
必
ず
、
女
の
肉
と
い
う
強
烈
な
、
か
つ
、
一
意
的
な
意
味
の
も
と
で
の

み
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
こ
そ
が
、
し
か
し
、
文
学
が
文
学
的
で

あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
り
、
こ
う
で
は
な
く
て
べ
つ
の
む
だ
な
純
粋
化
を
純
粋
化
と

こ
こ
ろ
え
る
よ
う
な
あ
り
方
は
、
い
く
ら
文
学
を
気
取
り
僭
称
し
よ
う
と
も
、

文
学
と
は
無
縁
の
、
む
し
ろ
通
俗
の
き
わ
み
で
あ
る
に
、
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ

の
こ
と
は
し
か
し
、
た
と
え
ば
俳
句
の
季
語
が
、
そ
の
単
語
を
別
の
季
節
に
お

い
て
呼
吸
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
文
物
で
あ
る
と
す
る
想
像
も
で
き
な
い
の
か

と
の
反
抗
を
ど
ん
な
に
し
よ
う
と
も
そ
の
ば
あ
い
の
反
抗
は
幼
稚
な
も
の
に
と

ど
ま
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
で
は
単
純
に
こ
と
ば
全
体
が
締
ま
ら
な
く
な
る
だ
け

で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
季
語
に
お
い
て
は
「
そ
の
季
節
の
」
と
い
う
形
容
詞
が
あ

ら
か
じ
め
省
略
さ
れ
て
凝
縮
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
た
ん
に
意
味
形
成
の
さ
ら
な

る
勝
負
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
重
畳
が
人
間
間
の
風
物
関
係
の

強
度
な
象
徴
性
を
と
も
な
い
つ
つ
の
み
、
い
ち
い
ち
の
句
の
イ
デ
ア
的
な
（
形

相
的
な
）
意
味
内
容
が
成
立
す
る
、
と
い
う
事
情
と
、
似
る
。
そ
こ
で
は
、
別

の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
季
語
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
季
語
の
作
句
例
す
べ
て
を

本
歌
と
し
て
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
エ
ッ
セ
ン
ス
と
し
て
あ
た
か
も
本
歌
取
り
の

よ
う
に
と
り
こ
み
つ
つ
、
み
ず
か
ら
が
句
と
し
て
成
り
た
つ
こ
と
と
な
る
の
で

あ
る
。
同
様
に
、
こ
れ
ら
の
用
語
が
肉
感
的
な
女
の
肉
を
ま
さ
に
さ
し
て
し
ま

う
と
い
う
、
と
ら
え
か
た
に
よ
っ
て
は
不
自
由
な
約
束
事
と
映
じ
て
し
ま
う
で

あ
ろ
う
よ
う
な
事
情
が
、
し
か
し
、
詩
の
世
界
に
、
広
く
一
般
に
わ
た
っ
て
、

存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
束
縛
で
は
な
く
、
可
能
性
を
う
む
も
と
と
な
る

よ
う
な  

  
お
よ
そ
文
法
的
な
も
の
が
個
別
表
現
の
可
能
性
を
に
な
う
よ
う
に
、

こ
れ
ま
で
の
言
語
世
界
す
べ
て
が
あ
ら
た
な
文
学
作
品
の
言
語
を
支
え
て
い
る

と
い
う
事
態
を
こ
そ
文
法
が
つ
く
り
出
す
の
で
あ
る
の
と
も
同
様
の
（
つ
ま
り
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ラ
ン
グ
の
規
範
が
有
意
で
あ
る
の
は
パ
ロ
ー
ル
の
自
由
を
う
み
だ
す
も
の
と
し

て
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
）、
現
実
と
同
じ
世
界
を
言
語
が
生
き
生
き
と
み

ず
か
ら
の
う
ち
に
言
語
世
界
と
し
て
持
つ
と
い
う
事
情
一
般
で
あ
る
に
、
ほ
か

な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
は
出
て
こ
な
い
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、Engel

「
天
使
」

と
い
う
こ
と
ば
は
、
ド
イ
ツ
語
と
し
て
は
男
性
名
詞
で
あ
る
か
ら
、
基
本
的
に

男
で
あ
る
が
（
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
『
魔
笛
』
の
老
婆
の
姿
で
現
わ
れ
た
パ
パ
ゲ
ー

ナ
が
パ
パ
ゲ
ー
ノ
に
言
うm

ein Engel

）、
ま
た
、
ご
く
ま
れ
に
は
、
英
語
圏

で
の
イ
メ
ー
ジ
同
様
に
女
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ゲ
ー
テ

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
二
部
の
最
終
場
面
で
、
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
が
天
使
の

一
団
に
男
色
的
興
味
に
よ
っ
て
た
ら
し
こ
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
最
終
的
に
決
定
的

に
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
魂
を
だ
ま
し
取
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
こ
と
ほ
ど
さ

よ
う
に
、
天
使
と
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
常
識
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
日
常
文
脈

に
お
い
て
は
、
天
使
と
い
う
も
の
自
体
が
、
ほ
ん
ら
い
の
キ
リ
ス
ト
教
本
流
に

あ
か
ら
さ
ま
に
反
し
た
す
で
に
悪
魔
的
（
堕
天
使
に
か
ぎ
ら
ず
天
使
一
般
が
）

な
異
教
的
な
出
自
を
あ
ま
り
に
も
深
く
刻
印
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
（
天
国
の
入

り
口
を
守
る
智
天
使
ケ
ル
ビ
ム
も
英
語
圏
で
は
『
ヴ
ェ
ニ
ス
の
商
人
』
で
の
用

例
を
は
じ
め
と
し
て
子
ど
も
だ
が
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
第
九
歌
詞
の
シ
ラ
ー
の

頌
歌
も
示
す
と
お
り
、
創
世
記
の
記
述
の
ま
ま
に
怪
獣
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
）、
男
性
も
し
く
は
女
性
の
、
性
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
通
常
は
つ
ね
に
喚
起

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
用
語
の
読
み
ま
ち
が
い
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
ほ
ぼ
同

レ
ベ
ル
の
こ
と
が
ら
と
し
て
、
合
わ
せ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。 

  

と
は
ま

た
つ
ま
り
、
こ
の
詩
に
か
ぎ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
語
で
は
一
般
に
、
す
ぐ
れ
た
詩
に

お
い
て
は
、
こ
れ
らjung

、m
orgenschön

、frisch

と
い
っ
た
系
統
の
、
単

純
な
意
味
の
こ
と
ば
が
、
や
は
り
女
の
肉
と
い
う
直
接
的
な
刻
印
の
も
と
で
す

ぐ
れ
て
読
ま
れ
る
べ
き
可
能
性
を
、
つ
ね
に
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と

い
う
事
情
を
も
、
示
し
て
い
る
。
お
よ
そ
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
詩
に
お
い
て
、
季

語
の
よ
う
に
あ
た
り
ま
え
の
約
束
と
な
っ
て
い
て
詩
を
ゆ
た
か
な
も
の
に
す
る
、

一
連
の
、
つ
ね
に
ま
ず
そ
う
読
ん
で
み
る
べ
き
、
そ
う
だ
と
思
っ
て
も
み
な
い

よ
う
な
単
純
素
朴
な
日
常
語
か
ら
な
る
、
女
の
肉
を
み
ず
み
ず
し
く
な
に
よ
り

も
体
現
す
る
肉
感
語
が
い
く
つ
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら

は
、
俳
句
に
お
け
る
季
語
の
よ
う
に
、
そ
の
約
束
に
お
い
て
読
む
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
、
そ
の
詩
本
来
の
人
間
の
機
微
を
か
た
ち
と
な
し
た
精
神
的
内
容
を
読

み
と
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
の
だ
。

三　

破
格
以
上
の
詩
人
の
発
明
た
る
語
法
と

　
　

そ
の
文
学
一
般
通
例
性
な
ら
び
に
作
家
と
批
評

　

同
様
に
明
ら
か
な
こ
と
が
、
し
か
し
こ
こ
に
は
さ
ら
に
あ
る
。
日
本
の
ゲ
ル

マ
ニ
ス
ト
た
ち
の
ド
イ
ツ
語
理
解
力
の
水
準
か
ら
す
る
と
、
こ
の
「
野
ば
ら
」

の
詩
の
ド
イ
ツ
語
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
通
常
は
そ
れ
ほ
ど
多
大
な
困
難
を
と

も
な
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
、
実
感
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
こ

の
詩
が
、
わ
れ
わ
れ
は
と
も
す
れ
ば
、
こ
の
詩
に
お
け
る
倒
置
や
省
略
は
、
詩

に
お
け
る
ド
イ
ツ
語
が
音
韻
等
の
理
由
で
教
科
書
的
な
文
法
を
墨
守
す
る
わ
け

が
お
よ
そ
な
く
て
倒
置
や
省
略
が
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
現
象
す
る
、
そ
う
い

う
表
現
の
代
表
例
を
な
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
詩
な
の
だ
と
考
え
て
し
ま
う
。

こ
の
こ
と
も
し
か
し
、
お
そ
ら
く
ち
が
っ
て
い
る
。

　

な
に
よ
り
も
、
こ
の
詩
の
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
手
に
よ
る
一
七
七
三
年
と
一
七
七 

九
年
の
二
度
に
わ
た
る
、
ゲ
ー
テ
か
ら
の
聞
き
書
き
を
ど
う
も
ゲ
ー
テ
に
は
勝
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手
に
引
用
し
た
ら
し
い
自
著
『
ド
イ
ツ
の
技
芸
と
文
芸
』
と
『
民
謡
集
』
第
二

部
の
中
で
の
発
表
に
お
い
て
（
ベ
ル
リ
ン
版
の
編
者
レ
ギ
ー
ネ
・
オ
ッ
ト
ー
に

よ
れ
ば
、
ゲ
ー
テ
は
そ
の
さ
い
ヘ
ル
ダ
ー
か
ら
パ
ウ
ル
・
フ
ォ
ン
・
デ
ア
・
エ

ル
ス
ト
の
「
野
ば
ら
」
の
も
と
歌
を
初
め
て
き
き
知
っ
た
ら
し
い
と
い
い
、
ま

た
、
ヘ
ル
ダ
ー
は
そ
れ
を
元
に
し
た
こ
の
詩
を
ゲ
ー
テ
か
ら
口
頭
で
の
み
き
い

て
そ
れ
を
活
字
に
し
た
ら
し
い
と
も
い
う）
（（
（

が
、
ヘ
ル
ダ
ー
の
手
を
経
た
そ
の
稿

は
、
き
き
ち
が
い
が
ど
う
こ
う
の
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
は
な
い
ほ
ど
、
そ
の

稿
に
お
け
る
語
法
の
方
針
は
一
貫
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
）、
こ
の
詩
は
、

わ
れ
わ
れ
に
お
な
じ
み
の
も
の
と
は
、
多
分
に
異
な
っ
た
、
も
っ
と
は
る
か
に

通
常
の
文
法
に
か
な
っ
た
相
貌
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
Röschen auf der H

eide (A
us der m

ündlichen Sage)

Es sah ein K
nab

 ̓ein Röslein stehn,
Ein Röslein auf der H

eiden,
Er sah, es w

ar so frisch und schön,
U
nd blieb stehn, es anzusehn,
U
nd stand  in süßen Freuden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der H

eiden!

D
er K

nabe sprach: ich breche dich,
Röslein auf der H

eiden!
D
as Röslein sprach: ich steche dich,
D
aß du ew

ig denkst an m
ich,

D
aß ich nicht w

ill leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der H

eiden!

Jedoch der w
ilde K

nabe brach
D
as Röslein auf der H

eiden!
D
as Röslein w

ehrte sich und stach.
A
ber er vergaß danach
Beim

 Genuß das Leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der H

eiden!

 
 

野
ば
ら
（
口
承
伝
説
よ
り
）

少
年
は
野
ば
ら
が
立
っ
て
い
る
の
を
見
ま
し
た
、

荒
れ
野
の
ば
ら
で
し
た
。

そ
れ
が
と
て
も
み
ず
み
ず
し
く
て
美
し
い
の
を
、
少
年
は
見
ま
し
た
、

そ
し
て
そ
れ
を
見
つ
め
る
た
め
に
立
ち
止
ま
り
ま
し
た
、

そ
し
て
少
年
は
甘
い
喜
び
に
満
ち
て
立
っ
て
い
ま
し
た
。

野
ば
ら
、
野
ば
ら
、
赤
い
ば
ら
、

荒
れ
野
の
ば
ら
！

少
年
は
言
い
ま
し
た
、
ぼ
く
は
お
前
を
折
る
よ
、

荒
れ
野
の
ば
ら
よ
！

野
ば
ら
は
言
い
ま
し
た
、
私
は
あ
な
た
を
刺
す
わ
、
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あ
な
た
が
ず
っ
と
私
の
こ
と
を
憶
え
て
い
る
よ
う
に
、

思
う
ま
ま
に
私
が
な
り
は
し
な
い
よ
う
に
。

野
ば
ら
、
野
ば
ら
、
赤
い
ば
ら
、

荒
れ
野
の
ば
ら
！

そ
し
て
荒
々
し
い
少
年
は
折
り
ま
し
た
、

荒
れ
野
の
そ
の
野
ば
ら
を
！

野
ば
ら
は
身
を
守
り
、
刺
し
ま
し
た
、

し
か
し
、
少
年
は
そ
の
あ
と
で
、

賞
味
の
さ
い
野
ば
ら
の
受
苦
を
忘
れ
ま
し
た
。

野
ば
ら
、
野
ば
ら
、
赤
い
ば
ら
、

荒
れ
野
の
ば
ら
！

　

ヘ
ル
ダ
ー
の
一
七
七
三
年
の
本
で
は
、「
オ
シ
ア
ン
と
古
代
諸
民
族
の
歌
に

つ
い
て
の
交
換
書
簡
」
の
体
裁
で
、
民
謡
解
説
文
の
中
に
こ
の
詩
（
そ
の
版
で

は
い
ま
全
体
を
示
し
た
一
七
七
九
年
の
さ
い
の
題
と
ち
が
っ
てFabellied

chen

「
寓
話
詩
」
と
の
題
で
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
か
た
ち
で
書
か

れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
民
謡
解
説
文
が
述
べ
る
、
英
語
や
ド
イ
ツ
語
の
民
謡

の
あ
げ
る
効
果
の
実
例
、
一
格
の
男
性
や
女
性
の
定
冠
詞der

やdie

が
英
語

のthe

の
よ
う
な
「de

」
に
な
り
中
性
のdas

は
「ʼs

」
と
な
り
不
定
冠
詞

ein

は
「a

」
と
な
り
ま
た
不
定
冠
詞
省
略
の
ア
ポ
ス
ト
ロ
ー
フ
の
効
果
が
多

用
さ
れ
て
「ʼK

nabe sprach

」
と
か
「ʼRöslein sprach

」
と
か
い
う
表
現

法
に
な
る
と
い
う
勧
告）
（（
（

に
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
の
詩
自
体
が
、
ま
っ

た
く
し
た
が
っ
て
は
い
な
い
。
つ
ま
り
、
お
そ
ら
く
は
ヘ
ル
ダ
ー
と
と
も
に
民

謡
を
標
榜
し
つ
つ
で
あ
る
く
せ
に
、
ゲ
ー
テ
も
、
冒
頭
に
お
い
てEs sah ein 

K
nabʼ

と
仮
主
語es

を
用
い
な
い
で
は
、「sah ein K

nabʼ

」
と
の
倒
置
を
使

う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、「w

ar so frisch und schön,

」

と
い
う
表
現
に
は
、
仮
主
語es

の
み
な
ら
ず
そ
の
情
景
を
つ
く
る
地
の
文Er 

sah,

を
明
記
せ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、「de

」
と
い
う
定
冠
詞
や

「a

」
と
い
う
不
定
冠
詞
も
見
ら
れ
な
い
し
不
定
冠
詞
を
ア
ポ
ス
ト
ロ
ー
フ
で
置

き
か
え
る
と
い
う
そ
の
「ʼK

nabe

」
や
「ʼRöslein

」
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
民
謡
調
に
従
っ
て
と
い
う
こ
と
を
形
の

上
で
は
標
榜
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
な
が
ら
、
じ
っ
さ
い
に
は
ま

る
っ
き
り
そ
の
言
う
と
こ
ろ
の
民
謡
調
に
従
っ
て
詩
を
作
っ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
や
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
表
現
を
け
ず
っ
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
定
稿
の
ド
イ
ツ
語
が
、
ド
イ
ツ
詩
の
標
準
的
な
破
格
表
現
と
い
う
こ
と
は

な
い
。
と
も
あ
れ
こ
こ
に
は
そ
も
そ
も
、
言
明
さ
れ
て
い
る
標
榜
と
、
じ
っ
さ

い
と
の
あ
い
だ
に
、
屈
折
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
事
態
は
、
そ
の
屈
折
に
従
っ

て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ヘ
ル
ダ
ー
に
よ
る
題
に
お
い
て
、auf der H

eide

と
い
う
か
た
ち
が
現
わ

れ
て
い
る
と
お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
辞
書
で
の
記
述
に
お
い
て
は
、

H
eide

は
女
性
名
詞
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
単
数
三
格
はder H

eide

と
い

う
か
た
ち
し
か
な
く
、auf der H

eiden

と
い
う
、
こ
の
詩
の
定
稿
の
な
か
で

繰
り
返
さ
れ
る
か
た
ち
は
、
理
解
で
き
な
い
。
お
よ
そ
一
六
世
紀
ご
ろ
ま
で
用

い
ら
れ
て
い
た
中
高
ド
イ
ツ
語
を
解
す
る
ひ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
中
高
ド
イ
ツ

語
に
お
い
て
は
女
性
弱
変
化
名
詞
と
い
う
種
類
の
名
詞
が
あ
り
、
そ
の
格
変
化

は
単
数
二
格
以
下
でn

が
つ
く
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、
通
常
の
解

説
で
あ
れ
ば
、heide

は
中
高
ド
イ
ツ
語
（
名
詞
も
小
文
字
書
き
）
に
お
い
て

残
念
な
が
ら
強
変
化
の
女
性
名
詞
で
あ
り
そ
れ
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
で
は
単
数

三
格
はder H

eide
と
し
か
な
ら
な
い
。
じ
つ
は
、
レ
ク
サ
ー
に
よ
る
中
高
ド
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イ
ツ
語
辞
典
通
称
「
大
レ
ク
サ
ー
」
の
こ
のheide

と
い
う
語
の
記
述
は
、

十
九
行
の
解
説
か
ら
成
り
、
そ
の
冒
頭
にstarkes Fem

ininum

「
強
変
化
女

性
名
詞
」
と
読
め
るstf.

と
い
う
字
が
排
他
的
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

七
行
目
にauch schw

ach

「
弱
変
化
も
あ
り
」
の
意
と
読
め
るauch sw

.

と

い
う
記
載
が
小
さ
く
見
つ
か
る）
（（
（

の
で
、
一
六
〇
二
年
の
パ
ウ
ル
・
フ
ォ
ン
・
デ

ア
・
エ
ル
ス
ト
の
歌
集
に
そ
の
ま
ま
由
来
す
る
こ
のRöslein auf der 

H
eiden

と
い
う
か
た
ち
は
、
辞
書
的
文
法
に
お
い
て
も
や
は
り
す
っ
か
り
解

決
済
み
の
か
た
ち
な
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
だ
け
の
事
情

の
全
貌
を
通
常
は
知
り
も
し
な
い
で
、
こ
こ
の
女
性
単
数
三
格
がder H
eide

で
な
く
てder H

eiden

と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鈍
感
す
ぎ
る
だ
け
で
あ
る
と

い
う
可
能
性
が
あ
る）
（（
（

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
お
よ
そ
こ
の
鈍
感
さ
を
、
み
ず

か
ら
に
意
識
す
べ
き
で
あ
る
。
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
鈍
感
さ
か
ら
発
想
の
全

体
を
転
換
し
た
と
き
、
新
鮮
な
事
実
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ハ
ン
ブ
ル
ク
版
の
編
者
ト
ゥ
ル
ン
ツ
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
版
の
現
行
の
版
の
解

説
で
、
民
謡
に
お
い
て
よ
く
あ
る
の
と
は
根
本
的
に
こ
と
な
っ
て
、
こ
こ
で
は

表
現
が
洗
練
さ
れ
、
無
駄
が
す
べ
て
切
り
捨
て
ら
れ
、
少
年
と
花
の
ほ
か
に
は
、

花
の
比
喩
対
象
と
な
っ
た
少
女
が
直
喩
的
表
現
を
と
も
な
い
つ
つ
自
身
も
い
っ

し
ょ
に
登
場
し
て
し
ま
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
起
こ
ら
な
い
、
と
い
う
指
摘

を
行
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
、Es sah ein K

nabʼ

がSah ein 
K
nabʼ

と
な
り
、Ein Röslein

が
（a Röslein

やʼRöslein

な
ら
ぬ
）

Röslein

と
な
り
、Er sah, es w

ar so

がW
ar so

と
な
り
、U

nd blieb 
stehn

やU
nd stand

がLief er

やSahʼs

と
の
主
語
完
全
省
略
で
の
動
詞

文
頭
開
始
語
順
と
な
り
、D

er K
nabe

が
（de K

nabe

やʼK
nabe

な
ら
ぬ
）

K
nabe

と
な
り
、D

as Röslein

がRöslein

と
な
り
、brach/D

as Röslein

がbrach/ʼs Röslein

と
な
り
（
こ
こ
はbrach

の
文
中
目
的
語
だ
か
らdas 

Röslein

の
定
冠
詞
完
全
省
略
の
か
た
ち
は
破
格
す
ぎ
て
不
可
で
あ
り
そ
れ
が

選
択
肢
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
繰
り
返
せ
ば
、
上
述
のihr

は
、
も

し
そ
の
文
の
主
語W

eh und A
ch

に
よ
っ
て
文
中
で
自
然
的
性
に
お
い
て
の

女
性
と
い
う
こ
と
を
喚
起
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
は
、
あ
た
か
も
定
冠
詞
省
略
と
し

て
のD

er w
ilde K

nabe brach Röslein.

と
い
う
文
が
不
可
能
で
あ
る
の
と

同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
で
絶
対
に
不
可
能
な
代
名
詞
の
性
選
択
で
あ
る
と
、
わ
れ
わ
れ

は
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
）、
と
い
う
さ
い
に
、
じ
つ
は
、
詩
に
一
般
的
な
も

の
で
あ
る
通
常
の
破
格
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
、
ま
っ
た
く
な
い
の
で

あ
っ
て
、
じ
つ
は
そ
れ
ら
の
語
法
に
お
い
て
、
ゲ
ー
テ
は
、
一
種
の
「
表
現
法

の
発
明
」
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
こ
そ
あ
る
、
と
い
う
事
情
が
あ
る
の
だ
。

ト
ゥ
ル
ン
ツ
の
な
し
て
い
る
指
摘
は
、
そ
の
よ
う
に
読
み
か
え
ら
れ
て
理
解
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
が
、
ゲ
ー
テ
が
民
謡
を
標
榜
し
て
い
る
か
の

よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
く
せ
に
じ
つ
は
作
詩
法
に
お
い
て
は
民
謡
を
標
榜

し
て
な
ど
い
は
し
な
い
と
い
う
、
上
述
の
屈
折
に
つ
い
て
の
、
解
答
な
の
で
あ

る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

詩
人
・
作
家
が
、
用
語
や
語
法
を
後
付
け
整
理
す
る
文
法
学
者
な
の
で
は
あ

る
わ
け
が
な
く
、
ま
さ
し
く
生
き
た
文
学
者
と
し
て
の
ゲ
ー
テ
は
、
こ
の
事
情

が
屈
折
で
あ
る
（
つ
ま
り
自
己
理
解
に
お
い
て
は
詩
作
に
お
い
て
や
っ
た
の
と

は
別
の
こ
と
を
標
榜
し
て
い
る
）
こ
と
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
こ
の
ゲ
ー
テ
を

め
ぐ
る
事
実
の
う
ち
一
部
の
こ
と
し
か
自
己
理
解
を
せ
ず
に
、
そ
の
状
態
で
か

れ
の
作
品
を
書
い
た
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
文
学
の
執
筆

と
い
う
こ
と
が
も
つ
当
然
の
生
理
で
あ
る
。
批
評
は
、
し
か
し
、
作
品
を
読
み

解
き
、
作
者
が
意
識
に
お
い
て
意
図
ま
で
を
す
る
わ
け
が
な
い
、
こ
と
が
ら
の

構
造
の
分
析
を
行
な
う
の
だ
。
批
評  

  

こ
れ
が
文
学
の
、
作
家
の
創
作
の
ば

あ
い
に
ま
っ
た
く
劣
ら
ぬ
、
も
う
ひ
と
つ
の
生
理
で
あ
る
。
ひ
と
り
ゲ
ー
テ
に
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ま
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ぐ
れ
た
作
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す
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と
し
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意
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れ
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で
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ア
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学
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。
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Goethes „Heidenröslein“

   Zur Wortanwendung in deutschen Gedichten
oder Grammatik und Literatur   

Resümee

Tsuyoshi MINAMI

1
  In der dritten Strophe des berühmten Gedichts „Heidenröslein“ Goethes ist bei den kritischen Gesamt
ausgaben nach den 70’er Jahren im vorigen Jahrhundert, ein Pronomen im Dativ textkritisch dort zu einem 
weiblichen „ihr“ revidiert worden, wo man heute noch in den normalen geläufigeren Ausgaben ein neutrales  
„ihm“ liest. In den von 1789 bis 1815 herausgegeben Buchausgaben stand das ursprüngliche „ihr“. Dies 
wurde aber in der Ausgabe von 1827 „versehentlich von der Druckerei“ (Trunz, Hamburger Ausgabe, 16.  
Auflage 1996) zu „ihm“ verändert und nur das wurde bloß in Umlauf gebracht.
  Hier kann aber grammatikalisch unmöglich ein „ihr“ stehen.
  Für die im Umgang mit Gedichten gewohnte Leserschaft war zwar immer klar, daß mit dem Wort  
„Röslein“ eine junge Frau gemeint ist. Und ginge es nicht um die von Goethe verlassene junge Friederike 
Brion, wäre dieses Gedicht eher unbedeutend. Aber das Wort „Röslein“ bleibt immer ein einfaches Neutrum.
  Nun wäre es grammatikalisch durchaus statthaft, auf wörtlich nichts anderes als weibliche Personen sich 
beziehende Wörter, wie z.B. Fräulein bzw. Mädchen, sinngemäß als weibliche Substantive aufzufassen. Hier 
aber, auch wenn man weiß, daß in diesem Gedicht das völlig neutral empfundene Wort „Röslein“ weibliche 
Bedeutung hat, kann das entsprechende Fürwort nicht weiblich sein, denn „Röslein“ ist im ersten Sinn keine 
Frau, sondern einfach etwas Neutrales wie Gras, wogegen das Fräulein bzw. Mädchen in erster Linie eine 
einfache Frau ist. Dazu benutzte Goethe in diesem Gedicht bis hierher immer das neutrale „es“ für das  
„Röslein“.
  Was ist also die wahre Ursache, warum Goethe hier plötzlich ein „ihr“ schreiben konnte, wenn er 
natürlich keine einfache Fehler gemacht hätte?    Das ist die Aufgabe dieses Aufsatzes.
  Das „Röslein“ konnte sich hier nur deshalb plötzlich grammatisch weiblich verändern, weil in derselben 
Zeile das „Weh und Ach“ diesem „ihr“ im Handeln das entsprechende Subjekt ist. Im „Weh und Ach“ ver
steckt sich also das grammatikalisch Weibliche. D. h., wer „Weh und Ach“ schreit, ist in erster Linie als 
natürliches Wesen eine Frau, und kann deshalb ohne weiteres auch grammatikalisch plötzlich feminin aufge
faßt werden.
  Traf ein Leser in diesem Gedicht auf den Ausdruck „Weh und Ach“ verbunden mit dem nichtweiblichen 
Wort „ihm“ in den geläufigeren Ausgaben, dann wirkte das in Wirklichkeit auf ihn zunächst einmal befrem
dend. Aber das nachträgliche Verständnis dieser Konstruktion, wie nur die völlig als weiblich geltende Sprech
weise „Weh und Ach“ auch ein weibliches „ihr“ zuließ, führt so den Leser hin zu vollem literarischen Ver
ständnis und zur Vollendung seiner Interpretation.
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  Heutzutage gibt es auf Deutsch „geschlechtlich geprägte“ Wortwendungen kaum mehr. So ist es, selbst 
für Deutschsprachige, delikat geworden zu beurteilen, ob einen bestimmten Ausspruch, wie „Weh und Ach“, 
zu benützen nun wirklich „typisch weiblich“ sei, oder nicht. Jedoch schreibt auch der Duden Bd.11 die 
Benützung von „Weh und Ach“ ausnahmslos nur mit Beispielsätzen mit femininem Subjekt vor.
  Dieser Wechsel des grammatischen Geschlechts findet hier nur provisorisch statt. Sonst wird die nächste 
Zeile, „Mußt’ es eben leiden“ nicht „Es mußt’ es eben leiden“ sondern „Sie mußt’ es eben leiden“, was allzu 
obszön und frauenverächtlich gilt und so den Geist des Gedichts, d. h. die innerlich gebliebene Qual des Ver
räters verliert. Aber dafür auch muß das „ihr“ nur mit „Weh und Ach“ verbunden sein.

2
  Andererseits darf bei Wörtern wie „jung“, „morgenschön“, „frisch“ (in der früheren Fasseng des Ge
dichts) usw., wie eben im Fall „Weh und Ach“, die fast exklusive Anspielung auf den weiblichen Körper als 
literarische Interpretation nicht übersehen werden. Und zwar trifft das nicht nur dieses Gedicht sondern alle 
deutchsprachigen Gedichte überhaubt, was man jetzt klar merken soll.

3
  Goethe behaubtet, daß er dieses Gedicht nach der Art der deutschen oder englischen Volkslieder schrieb. 
Aber das stimmt in Wirklichkeit nicht. Daß er z. B. „Sah ein Knab’ ein Röslein stehn“ statt „Es sah ein Knab’ 
ein Röslein stehn“ wie bei der früheren Fassung schrieb, entspricht in Wirklichkeit keinem deutschen oder 
englischen Volkslied. Wenn wir also hier einfach ein fast reines Beispiel der selbstverständlichen Satzfü
gungen der deutschen Versen einsehen, wie wir normalerweise geneigt sind, ist das ganz falsch. Diese 
konzentrierte Einfalt in der Satzbildung ist sozusagen eine Erfindung Goethes, und also nicht zu formulieren 
als die Grammatik der deutschen Gedichte, sondern nur noch als die Schlichtheit und Kühnheit der nüchter
nen Dichtung überhaupt.


