
忘
れ
ら
れ
た
女
神

現
代
に
お
げ
る
詩
人
と
同
想
1

ロ
ー
ズ
メ
リ
ー
一
モ
リ
ソ
ン

　
数
多
く
あ
る
古
代
神
話
の
中
で
も
、
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
（
旨
罵
冒
畠
着
⑦
）
の
話

は
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
の
神
話
は
愛

の
物
語
、
あ
る
い
は
暴
力
の
物
語
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
の
神
話
は
人
間
の
心
の
奥
深
く
、
詩
的
霊
感
の
本
質
を
語
る
最
初
の
物
語
の

一
つ
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
物
語
は
不
可
思
議
た
秘
め
ご
と
と
同
じ
よ
う

に
、
低
い
声
で
瞬
か
れ
、
そ
の
多
く
は
知
ら
れ
ず
、
ま
た
知
ら
れ
る
こ
と
も
た

い
。
こ
の
聖
な
る
絡
み
合
い
の
物
語
の
細
部
に
つ
い
て
は
、
ご
く
わ
ず
か
し
か

知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ァ
神
話
学
者
と
し
て
有
名
な
ロ
バ
ー

ト
・
グ
レ
イ
ブ
ス
（
肉
◎
τ
津
o
H
弩
黎
）
は
、
知
ら
れ
う
る
か
ぎ
り
を
明
ら
か
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

そ
の
主
な
と
こ
ろ
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
と
い
う
掩
ら

わ
れ
の
身
の
タ
イ
タ
ン
の
女
神
は
、
彼
女
を
捕
ら
え
た
ゼ
ウ
ス
（
N
9
㎝
）
と
九
日

問
夜
を
共
に
し
た
。
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
は
子
を
宿
し
、
ム
ー
サ
イ
（
竃
易
①
）
と
い

う
九
人
の
女
神
を
産
ん
だ
。
こ
の
ム
ー
サ
イ
は
、
西
洋
で
は
伝
統
的
に
芸
術
的

創
造
の
守
護
神
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ム
ー
サ
イ
神
は
歌
、
音
楽
、
物

語
に
堪
能
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
苦
心
し
て
い
る
芸
術
家
に
対
し
て
創
造
に

必
要
な
霊
感
を
満
た
す
力
も
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
の

神
話
は
、
詩
の
創
造
を
語
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
ま
た
、
そ

の
創
造
の
可
能
性
を
成
り
立
た
せ
る
霊
感
に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
神
話
の
中
で
設
定
さ
れ
た
基

本
的
た
関
係
を
真
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
の
果
た
し

た
役
割
の
意
義
を
忘
れ
て
は
い
げ
な
い
。
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
は
単
に
ム
ー
サ
イ
神

の
偉
大
た
る
母
で
あ
る
ぼ
か
り
で
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
の
万
神
殿
に
お
げ
る
記
憶

の
女
神
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
は
、
ム
ー
サ
イ
神
の
誕
生
に
示
唆
さ
れ
る
元

型
的
関
係
の
基
本
構
造
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
特
に
重
要
で
あ
る
。
古
代
。

中
世
・
近
世
の
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
芸
術
家
、
特
に
詩
人
は
、
神
話
的
儀
式

を
象
徴
的
に
再
現
し
な
が
ら
、
ム
ー
サ
イ
に
助
力
を
求
め
て
き
た
。
し
か
し
、

忘
れ
て
な
ら
た
い
の
は
ム
ー
サ
イ
自
身
が
誰
に
対
し
て
助
力
を
求
め
て
い
た
か

で
あ
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
本
来
的
に
は
、
芸
術
家
達
に
彼
ら
が
芸
術
家
た
る
可
能
性
を
与
え
、

そ
の
可
能
性
を
問
断
な
く
保
つ
霊
感
を
維
持
せ
し
め
た
の
は
、
至
高
に
し
て
神

聖
な
る
回
想
と
い
う
力
を
も
っ
て
い
た
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
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こ
こ
に
見
ら
れ
る
回
想
と
詩
的
創
造
の
行
為
と
の
関
係
は
、
言
語
レ
ベ
ル
に

も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
キ
ャ
サ
リ
ソ
。
ケ
ラ
i
（
O
脚
亭
＆
竃
肉
9
艘
）
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
の
語
根
竃
岡
z
ω
は
、
占
い
や
予
言
の
意
味
を

も
つ
ギ
リ
キ
ア
語
く
＞
z
↓
寅
向
の
語
根
で
も
あ
り
、
神
か
ら
渡
さ
れ
、
人
問

が
神
々
と
つ
な
が
る
た
め
の
手
段
と
な
る
識
別
能
力
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

竃
岡
z
ω
に
は
竃
》
乞
睾
と
い
う
「
俗
世
問
と
聖
な
る
次
元
と
の
分
離
を
克

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

服
す
る
神
聖
な
る
狂
気
」
を
意
味
す
る
派
生
語
が
あ
る
。
ま
た
竃
向
乞
ω
が
古

典
ド
イ
ツ
語
の
愛
（
歌
う
工
回
ス
）
を
意
味
す
る
竃
冒
オ
＞
の
語
源
で
あ
る

｝
」
と
に
注
目
す
る
－
」
と
も
有
意
義
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
元
型
的
関
連

が
、
西
洋
の
伝
統
に
お
い
て
永
続
的
に
維
持
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
指
摘
す
る
の

に
難
し
く
な
い
。
十
六
世
紀
『
真
夏
の
夜
の
夢
』
（
竃
一
｛
竃
員
冒
艘
，
ω
署
σ
q
薫

9
＄
冒
）
に
お
い
て
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
は
、
こ
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
表
現

し
た
。
「
狂
人
。
愛
人
・
そ
れ
に
詩
人
と
い
っ
た
連
中
は
、
全
て
・
」
れ
創
造
力

の
か
た
ま
り
と
言
っ
て
い
い
。
」
こ
こ
で
詩
人
、
愛
人
、
狂
人
の
存
在
が
示
唆

し
て
い
る
有
り
方
が
、
目
常
／
非
日
常
の
境
界
を
破
壊
す
る
行
為
と
関
連
し
て

い
る
こ
と
に
目
を
向
け
れ
ぱ
、
こ
の
結
び
つ
き
（
関
係
）
は
特
に
意
味
深
い
も

の
と
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
間
に
共
通
し
て
い
る
の
は
聖
な
る
も

の
と
俗
な
る
も
の
、
自
已
と
他
者
、
ま
た
時
間
と
空
問
と
を
分
げ
隔
て
る
壁
を

突
き
崩
す
と
い
う
在
り
方
に
他
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
語
源
か
ら
す
れ
ぼ
、
回
想
、
詩
的
霊
感
、
予
言
、
症
気
、
そ
し
て
愛
の
問
に

意
味
的
関
係
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
偶
然
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
の

概
念
は
、
現
在
支
配
的
な
存
在
の
根
本
的
枠
組
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
が
故

に
、
現
代
に
お
い
て
は
低
抗
を
免
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ぱ
、
ガ
ブ
リ
エ

ル
。
マ
ル
セ
ル
（
9
可
匡
峯
弩
8
H
）
は
回
想
と
い
う
行
為
自
体
が
置
か
れ
て
い

る
あ
い
ま
い
た
位
置
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
純
粋
哲
学
が
ほ

と
ん
ど
関
心
を
払
っ
て
こ
た
か
っ
た
回
想
と
い
う
も
の
が
大
変
定
義
し
難
い
と

い
う
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。
…
…
と
い
う
の
は
、
回
想
は
行
為
と
実
在
の
二

元
論
を
越
え
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
…
…
或
い
は
、
よ
り
正
確
に
言
え
ぱ
、

回
想
は
、
そ
の
二
律
背
反
の
二
つ
の
面
を
自
ら
の
中
で
和
解
さ
せ
る
か
ら
で
あ

（
3
）

る
。
し
さ
ら
に
、
詩
人
に
関
し
て
、
マ
イ
ケ
ル
・
ス
プ
リ
ソ
カ
ー
（
暑
一
〇
訂
匹

ぜ
旨
庁
蟹
）
は
詩
人
に
つ
い
て
、
「
現
代
の
詩
歌
の
中
心
的
主
題
は
、
詩
人
と
、

詩
人
に
反
対
し
、
詩
人
の
創
造
す
る
権
利
さ
え
も
拒
否
す
る
神
I
I
存
在
の
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

造
1
と
の
戦
い
の
内
に
見
出
さ
れ
る
。
」
同
じ
よ
う
た
見
解
は
エ
リ
ク
・
ヘ

ラ
ー
の
次
の
言
葉
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
「
近
代
化
（
竃
o
宗
艮
ω
冒
）
と
は
散
文

の
時
代
（
庄
①
晶
⑦
艮
唱
◎
器
）
に
自
ら
の
存
在
の
場
所
を
見
出
せ
な
い
詩
人
の

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

境
遇
そ
の
も
の
で
あ
る
。
」

　
以
上
詩
人
と
回
想
に
関
し
て
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
近
代
主
義
に
伴
う
問
題

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
大
変
意
味
深
い
－
」
と
で
あ
ろ
う
。
と
い

う
の
も
、
詩
人
と
回
想
と
が
、
現
在
我
々
の
世
界
観
を
支
配
す
る
パ
ラ
ダ
ィ
ム

か
ら
落
ち
こ
ぽ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
ご
と
を
ヘ
ラ
ー
ら
の
主
張
が
示
唆
し

て
く
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ぱ
、
彼
ら
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、

詩
人
と
回
想
が
現
代
に
お
い
て
定
住
地
を
も
沈
な
い
存
在
、
す
な
わ
ち
「
放
浪

老
」
と
い
う
在
り
方
を
代
表
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
詩
人
そ
し

て
回
想
は
、
現
在
に
も
生
き
続
げ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
た
ぜ
詩
人
と
回
想

が
そ
の
よ
う
な
難
し
い
位
置
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
し

て
、
現
代
の
世
界
で
そ
の
両
者
の
「
よ
そ
者
」
と
L
て
の
意
義
は
何
で
あ
る
の

か
と
い
う
二
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
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1
　
西
洋
に
お
げ
る
詩
的
霊
感
の
起
源
に
関
す
る
諸
説

　
「
詩
歌
は
、
人
問
の
内
た
る
神
性
の
現
わ
れ
を
そ
の
衰
退
か
ら
救
う
の
で
あ

る
」
と
シ
ェ
リ
ー
（
｝
印
望
2
蟹
）
は
述
べ
た
。
し
か
し
、
古
代
ギ
リ
シ
ア

以
来
、
詩
人
た
ち
、
即
ち
、
こ
の
神
性
の
『
救
済
』
を
も
た
ら
す
こ
と
の
出
来

る
人
々
は
、
良
く
と
も
漢
然
と
し
た
不
安
の
気
持
で
、
悪
く
す
る
と
一
種
の
恐

れ
の
気
持
で
眺
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
っ
い
て
、
詩
人
は
最
も

無
法
な
人
問
で
あ
っ
た
」
と
ウ
ヅ
ド
ベ
リ
ー
（
ρ
印
オ
◎
o
夢
艘
q
）
は
指
摘

　
　
（
6
）

し
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
、
詩
人
の
存
在
、
ま
た
そ
の
詩
人
に
創
作
活
動
を

行
な
わ
せ
る
霊
感
に
関
す
る
、
西
洋
に
お
け
る
諾
説
を
簡
単
に
概
観
L
て
、
詩

人
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
見
方
が
優
勢
を
占
め
て
き
た
の
は
た
ぜ
か
と
い
う
点

を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　
　
　
一
　
外
的
起
源
に
つ
い
て
の
諸
説

　
古
代
ギ
リ
シ
ア
自
然
哲
学
者
の
間
に
あ
っ
て
も
、
す
で
に
詩
作
行
為
の
本
質

に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
試
み
が
見
ら
れ
る
。
デ
モ
ク
リ
ト
ス
は
、
鉄
く
ず

が
磁
石
の
力
に
よ
っ
て
磁
化
さ
れ
る
よ
う
に
、
詩
人
は
神
聖
な
る
力
に
よ
っ
て

霊
感
を
吹
き
込
ま
れ
る
と
述
べ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ソ
は
、
デ
モ
ク

リ
ト
ス
の
こ
の
神
の
力
に
関
す
る
考
え
を
借
り
、
そ
れ
に
加
え
て
、
詩
人
は
神

々
か
ら
受
け
た
力
を
吟
遊
詩
人
に
伝
え
、
ま
た
さ
ら
に
、
そ
れ
が
聴
衆
に
伝
わ

る
の
だ
と
主
張
し
た
。
ロ
ー
マ
の
政
治
家
で
あ
り
、
哲
学
者
で
も
あ
る
キ
ケ
ロ

は
、
彼
の
「
演
説
家
に
つ
い
て
」
で
一
」
う
し
た
見
方
を
承
け
、
〕
ア
モ
ク
リ
ト

ス
と
プ
ラ
ト
／
が
書
き
残
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
熱
惜
に
燃
え
ず
、

狂
気
の
よ
う
た
も
の
に
よ
っ
て
霊
感
を
与
え
ら
れ
な
い
人
は
優
れ
た
詩
人
に
成

り
得
え
な
い
」
と
述
ぺ
た
。
詩
人
の
立
場
か
ら
霊
感
に
つ
い
て
言
明
し
た
も
の

と
し
て
は
早
く
は
『
オ
デ
ッ
セ
イ
ア
（
○
U
く
ω
ω
向
■
）
』
（
§
．
ω
ミ
ふ
o
。
）
が
あ

る
。
そ
の
中
で
、
フ
ェ
ミ
ウ
ス
（
票
⑦
艮
易
）
と
い
う
吟
遊
詩
人
は
、
「
神
が
私

の
心
に
色
々
な
歌
を
吹
き
込
み
、
そ
れ
を
私
は
神
と
し
て
歌
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
」
と
述
べ
た
。
｝
」
れ
ら
の
引
用
文
は
す
べ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ロ
ー

マ
帝
国
の
公
式
の
宗
教
に
た
る
以
前
に
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
見
方
を

証
言
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
却
ち
、
詩
的
霊
感
は
様
々
た
神
々
ま
た
は
不
明
確

た
霊
的
存
在
に
由
来
す
る
と
い
う
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
キ
リ
ス
ト
教
が
帝
国
の
公
認
の
宗
教
に
な
っ
て
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
ギ
リ
シ

ァ
・
ロ
ー
マ
の
考
え
方
に
ユ
ダ
ヤ
ー
キ
リ
ス
ト
教
的
要
索
が
加
わ
っ
た
。
ユ
ダ

ヤ
教
に
お
い
て
は
、
詩
人
は
顕
言
者
と
密
接
た
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
旧
約
聖

書
の
エ
ゼ
キ
エ
ル
ド
ー
占
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。
「
そ
の
方
は
私

に
仰
せ
ら
れ
た
。
『
人
の
子
よ
。
立
ち
上
が
れ
。
わ
た
く
し
が
あ
た
た
に
語
る

か
ら
。
』
そ
の
方
が
私
に
語
り
か
け
ら
れ
る
と
、
す
ぐ
霊
が
私
の
内
に
入
り
、

私
を
立
ち
上
が
ら
せ
た
。
そ
の
と
き
、
私
は
、
私
に
語
り
か
げ
る
言
葉
を
聞
い

た
。
」
こ
こ
で
、
注
目
す
べ
き
点
は
、
「
そ
の
方
が
私
に
語
り
か
げ
ら
れ
る
と
、

す
ぐ
霊
が
私
の
う
ち
に
入
り
、
私
を
立
ち
上
が
ら
せ
た
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
旧
約
聖
書
が
ギ
リ
シ
ア
語
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
籟
ヅ
パ
の

様
々
塗
言
語
に
翻
訳
さ
れ
た
時
、
ダ
ビ
デ
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
、
ヨ
エ
ル
な
ど
は
、

、
．
勺
8
昏
段
．
、
つ
ま
り
神
意
を
告
げ
る
預
言
者
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
も
と
も
と
、

ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
、
、
オ
臣
一
”
、
と
い
皇
言
葉
は
神
の
声
で
満
た
さ
れ
た
人
、
つ
ま
り
、

体
が
空
の
器
と
L
て
利
用
さ
れ
、
神
の
声
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
人
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
述
の
箇
所
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
エ
ゼ
キ
ェ
ル
等

は
自
ら
の
力
で
未
来
を
予
言
す
る
老
と
し
て
で
は
た
く
、
神
の
声
を
仲
介
す
る

空
の
器
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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八
世
紀
か
ら
十
世
紀
の
は
じ
め
ご
ろ
に
か
げ
て
は
詩
的
霊
感
が
外
か
ら
来
る
、

と
広
く
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
L
か
も
こ
の
考
え
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
み
ら
れ
る

唯
一
神
に
対
す
る
信
仰
の
影
響
を
受
け
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ

し
て
十
七
世
紀
の
門
失
楽
園
』
と
い
う
著
書
に
も
、
こ
の
考
え
方
は
顕
著
に
表

わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
著
者
ミ
ル
ト
ソ
が
詩
的
霊
感
を
授
か
る
た
め
に
、
ギ

リ
シ
ア
神
話
の
ミ
ュ
ー
ズ
神
を
呼
び
出
そ
う
と
し
て
い
る
表
現
が
い
く
つ
か
見

ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
ミ
ュ
ー
ズ
神
を
呼
び
出
す
」
と
い
う
こ
と
は
ミ
ル

ト
ン
に
と
っ
て
、
単
に
使
い
古
さ
れ
た
文
学
的
な
慣
用
表
現
で
は
な
く
、
む
L

ろ
、
旧
約
聖
書
で
モ
ー
ゼ
が
十
戒
を
授
か
る
た
め
に
神
を
呼
び
出
す
こ
と
と
同

じ
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
詩
的
霊
感
が
詩
人
の
外
か
ら
来
る
と
い
う

考
え
が
依
然
と
し
て
支
配
的
で
あ
っ
た
も
の
の
、
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
思

想
が
導
入
さ
れ
て
く
る
と
共
に
、
そ
の
霊
感
の
外
的
な
根
源
が
漢
然
と
し
た
霊

的
存
在
、
あ
る
い
は
諸
々
の
神
々
か
ら
、
唯
一
の
人
格
神
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ

た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
　
　
　
二
　
内
的
起
源
に
つ
い
て
の
諸
説

　
「
霊
感
は
詩
人
の
内
か
ら
来
る
」
と
言
う
第
二
の
理
論
に
は
、
二
つ
の
種
類

が
あ
る
。
歴
史
的
に
見
て
先
に
現
わ
れ
た
の
は
、
σ
q
彗
庄
ω
（
天
才
）
に
つ
い
て

の
理
論
で
あ
る
。

　
本
来
、
α
q
9
｛
易
（
天
才
）
と
い
う
言
葉
は
ラ
テ
ソ
語
で
あ
り
、
古
代
ロ
ー
マ

人
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
語
の
　
臣
歓
g
（
精
霊
）
の
同
意
語
と
見
た
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
｝
」
の
段
階
で
は
、
｝
」
の
精
霊
は
た
だ
万
物
に
宿
る
魂
と
言

う
意
味
で
あ
り
、
善
悪
の
区
別
は
ま
だ
な
い
。
L
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
が
帝
国

の
公
の
宗
教
に
な
っ
て
か
ら
、
臣
ぎ
8
は
ほ
と
ん
ど
悪
魔
的
な
も
の
と
し
て

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
後
期
ラ
テ
ソ
語
（
＞
．
P
H
・
。
o
1
ぎ
o

ご
ろ
ま
で
）
で
は
、
σ
q
彗
ざ
ω
と
い
う
一
言
葉
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
針
ぎ
g

（
精
霊
）
と
い
う
意
味
さ
え
も
次
第
に
う
す
く
な
っ
て
い
き
、
代
わ
り
に
ぽ
α
q
？

箏
庄
婁
、
つ
ま
り
「
生
ま
れ
つ
き
し
と
同
様
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

以
後
σ
q
彗
ざ
ω
（
天
才
）
は
詩
人
等
の
持
っ
て
生
ま
れ
た
才
能
と
し
て
考
え
ら
れ
、

一
部
の
思
想
家
・
作
家
等
は
、
そ
れ
を
詩
的
霊
感
の
源
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
前
半
（
ミ
8
l
H
鳶
e
に
か
け
て
文
学
の
世

界
で
支
配
的
で
あ
っ
た
ロ
マ
ソ
派
は
天
才
を
詩
的
霊
感
の
源
と
見
な
す
こ
と
を

一
つ
の
特
徴
と
し
て
い
た
。
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
ニ
フ
ム
の
著
書
に

は
、
こ
の
概
念
が
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
る
。

　
「
詩
的
霊
感
は
詩
人
の
内
か
ら
来
る
」
と
い
う
理
論
は
、
他
方
、
心
理
掌
を

一
つ
の
科
学
的
分
野
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
し
た
人
々
の
努
力
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
た
。
詩
的
霊
感
の
起
源
に
関
す
る
心
理
学
書
の
中
で
も
フ
淳
イ
ト
と
ユ

ン
グ
の
著
書
は
最
も
傑
出
し
て
い
る
。

　
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
詩
的
霊
感
、
或
い
は
個
人
の
創
造
力
は
人
間
の
無
意

識
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
意
識
的
に
は
認
め
が
た
い
欲
求
・
衝
動

を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
欲
求
等
は
抑
圧
さ
れ
て
、
無
意
識
下
に
お
か
れ
る
。
こ

の
欲
求
は
常
に
捌
け
口
を
探
し
求
め
て
、
変
形
さ
れ
た
象
徴
的
な
形
で
意
識
の

表
面
に
現
わ
れ
る
。
例
え
ぱ
、
夢
の
中
や
、
芸
術
作
品
の
申
に
は
、
象
徴
的
な

形
に
変
形
さ
れ
た
欲
求
や
衝
動
を
み
つ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ユ
ソ
グ
心
理
学
に
よ
れ
ぱ
、
人
間
の
創
造
性
は
抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
発
現
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、
集
合
的
無
意
識
の
開
花
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ユ
ン

グ
は
、
文
芸
に
お
い
て
再
三
用
い
ら
れ
る
象
徴
化
の
パ
タ
ー
ン
の
源
を
た
ど
る

に
は
、
個
人
の
体
験
を
越
え
て
、
す
べ
て
の
人
間
が
有
す
る
集
合
的
無
意
識
と
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い
う
領
域
ま
で
進
ま
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
こ
こ
で
い
う
集
合
的

無
意
識
と
は
、
太
古
か
ら
受
げ
継
が
れ
、
す
べ
て
の
個
人
が
普
遍
的
に
持
つ
と

さ
れ
る
無
意
識
の
部
分
で
あ
る
。
ユ
ソ
グ
の
考
え
に
従
え
ば
、
こ
の
集
団
的
無

意
識
は
人
問
の
創
造
力
の
本
来
の
源
泉
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
詩
的
霊
感
が
発
す

る
こ
と
に
な
る
。

　
西
洋
史
全
体
を
通
し
て
、
詩
的
霊
感
の
起
源
に
関
す
る
理
論
は
数
多
く
あ
る

が
、
前
述
し
た
も
の
は
そ
う
し
た
諸
理
論
の
主
も
た
傾
向
を
示
す
代
表
的
な
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
様
々
な
歴
史
的
時
代
と
数
多
く
の
学
間
分
野
に

ま
た
が
る
こ
れ
ら
の
理
論
は
本
論
文
が
提
起
す
る
間
題
に
対
し
て
様
々
に
異
な

っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
す
べ

て
の
理
論
に
共
通
す
る
一
筋
の
線
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

れ
は
、
詩
的
創
作
に
お
い
て
、
人
間
は
何
ら
か
の
方
法
で
「
本
来
の
究
極
的
な

源
泉
」
と
関
わ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
究
極
的
源
泉
」
へ
回
帰
す
る
・
」
と
が
必

然
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
問
が
詩
た

ど
の
芸
術
作
品
を
創
造
す
る
に
は
、
通
常
の
意
識
の
状
態
か
ら
抜
げ
出
て
、
万

物
を
貫
い
て
い
る
普
遍
性
、
ま
た
は
精
神
性
が
把
握
で
き
る
よ
う
た
意
識
の
状

態
に
ま
で
達
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、

人
問
が
ふ
だ
ん
は
究
極
的
普
遍
的
た
存
在
か
ら
離
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
前
提
し
て
い
る
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
普
遍
的
な
価
値
を
持
つ
も
の
を
創

造
す
る
た
め
に
は
、
人
間
は
限
定
さ
れ
た
個
人
的
存
在
を
超
越
し
て
、
究
極
的

た
源
泉
に
回
帰
す
る
必
要
が
あ
る
。
－
」
こ
で
い
わ
れ
る
究
極
的
た
源
泉
と
人
問

と
の
関
わ
り
は
、
初
期
の
理
論
に
お
い
て
は
神
々
と
人
問
と
の
関
わ
り
で
あ
り
、

ユ
ダ
ヤ
ー
キ
リ
ス
ト
教
で
は
唯
一
神
と
人
間
の
聞
、
又
、
深
層
心
理
学
の
理
論

に
お
い
て
は
、
無
意
識
と
意
識
と
の
問
の
関
わ
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の

関
わ
り
は
、
西
洋
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
押
し
つ
げ
る
形
而
上
学
的
要
求
の
た
め
に

一
時
的
な
結
合
に
し
か
成
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ぼ
、
ワ
グ
ホ
ー
ン

（
オ
晶
ざ
；
①
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
詩
を
創
造
す
る
仔
為
自
体
が
基
礎
づ
げ

ら
れ
て
い
る
形
而
上
学
は
、
西
洋
の
バ
ラ
ダ
イ
ム
に
特
徴
的
な
強
固
な
二
元
論

に
対
し
て
強
い
疑
い
を
投
げ
掛
げ
る
・
」
と
に
た
る
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ

ぼ
、
詩
の
創
作
は
、
以
降
の
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
が
要
求
し
て
き
た
永
遠
の
抽

象
と
い
っ
た
も
の
の
存
在
の
主
張
を
廟
笑
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
詩
人
は
創

造
行
為
を
行
な
う
が
故
に
、
西
洋
文
化
の
基
底
に
あ
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
揺
る
が

す
こ
と
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
西
洋
文
化
の
中
で
は
無
法
者
と
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。
プ
ラ
ト
ン
が
『
国
家
』
に
お
い
て
、
「
詩
歌
と
哲
学
の
間
に
は

古
く
か
ら
不
和
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
驚
く
・
」
と
で
は
た
い
。

■
　
プ
ラ
ト
ソ
の
詩
人
に
対
す
る
批
判

　
こ
こ
で
プ
ラ
ト
ソ
の
詩
人
に
対
す
る
批
判
を
『
イ
オ
ン
』
と
『
国
家
』
の
第

三
章
、
第
十
章
を
中
心
に
見
て
み
た
い
。
こ
こ
で
プ
ラ
ト
ソ
は
、
驚
く
程
激
し

い
調
子
で
詩
人
を
非
難
し
て
い
る
。
－
」
の
非
難
は
主
に
二
つ
の
論
点
に
集
約
さ

れ
る
。
そ
の
前
に
考
慮
に
入
れ
て
お
か
た
げ
れ
ば
な
ら
た
い
の
は
、
プ
ラ
ト
ン

の
時
代
に
お
い
て
、
詩
人
は
一
種
の
俳
優
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
重

り
、
詩
人
は
、
神
々
の
イ
メ
ー
ジ
を
表
現
し
一
幕
物
の
劇
を
物
語
る
人
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ソ
に
と
っ
て
詩
人
の
使
命
と
は
、
神
々
を
劇
的
に
表
現
す

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
プ
ラ
ト
ソ
が
非
難
し
た
の
は
、
詩
人
が
劇
的
に
表
現
を
す

る
そ
の
方
法
で
あ
っ
た
。
神
を
抽
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
の
関
わ
り
で
追
求
し
た

プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
詩
人
が
神
を
演
じ
る
際
に
主
観
的
に
、
感
情
的
に
、
そ
し

て
言
う
な
れ
ぱ
「
肉
体
的
に
」
神
の
存
在
と
関
わ
り
合
お
う
と
す
る
傾
向
は
、
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彼
の
思
想
体
系
全
体
に
対
す
る
侮
辱
と
し
て
映
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
プ
ラ

ト
ソ
の
詩
人
に
対
す
る
批
判
の
第
一
点
が
見
ら
れ
る
。
プ
ラ
ト
ソ
の
批
判
の
第

二
点
は
、
詩
人
の
存
在
自
体
に
向
■
げ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
詩
人

が
自
ら
の
置
か
れ
た
場
所
か
ち
常
に
移
動
し
て
い
る
｝
」
と
と
関
わ
っ
て
い
た
。

っ
ま
り
、
詩
人
が
変
幻
自
在
で
、
常
に
変
化
し
、
同
持
に
様
々
た
役
を
演
ず
る

こ
と
に
向
げ
ら
れ
て
い
た
。
『
国
家
』
の
第
三
章
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ソ
は
、

「
こ
の
都
市
に
住
む
人
澗
は
、
自
分
自
身
の
仕
事
だ
け
に
専
念
す
べ
き
で
あ
り

二
つ
以
上
の
役
割
を
持
つ
・
」
と
は
な
い
、
従
っ
て
、
こ
の
都
市
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

詩
人
の
存
在
楓
妥
当
で
は
た
い
」
と
詩
人
に
対
す
る
批
判
の
口
火
を
切
っ
た
。

さ
ら
に
、
第
十
章
で
は
、
プ
ラ
ト
ソ
は
杜
会
に
お
け
る
詩
人
の
立
場
に
っ
い
て

説
明
す
る
際
、
次
の
よ
う
に
始
め
る
。
「
我
々
は
、
い
つ
も
と
同
じ
出
発
点
か

ら
始
め
る
。
つ
ま
り
、
伺
じ
名
前
で
呼
ぶ
も
の
に
対
し
、
一
つ
の
本
質
又
は
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

相
の
存
在
を
仮
定
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
の
で
あ
る
。
」
プ
ラ
ト
ソ
が
彼
の
形

而
上
学
に
お
い
て
主
張
す
る
の
は
、
形
相
が
一
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、

詩
人
は
そ
の
主
張
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
存
在
な
の
で
、
混
乱
を
ひ
き
お
こ
す

元
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
理
性
の
闘
士
で
あ
っ
た
プ
ラ
ト
ソ

は
、
ま
ず
第
一
に
、
詩
人
が
神
聖
た
る
も
の
と
絶
え
ず
主
観
的
に
関
わ
っ
て
い

る
こ
と
か
。
ら
、
プ
ラ
ト
ソ
の
抽
象
化
の
原
理
に
反
し
た
こ
と
、
そ
し
て
第
二
に
、

詩
人
が
形
式
を
常
に
変
え
て
い
た
が
故
に
プ
ラ
ト
ソ
の
形
式
の
一
定
性
に
対
す

る
確
信
を
脅
か
す
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
二
点
か
ら
、
詩
人
を
批
判
の
対
象
と

し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
か
ら
、
プ
ラ
ト
ソ
の
詩
人
に
対
す
る
攻
撃
は
一
つ
の
形
而
上
学
の
体
系

全
体
へ
の
攻
撃
に
他
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
た
っ
た
。
し

か
L
、
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
・
」
こ
で
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ぱ
た
ら
た
い
の

は
、
詩
人
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
た
、
ま
た
詩
人
の
存
在
自
体
に
現
わ
さ
れ
た
こ

の
形
而
上
学
は
、
ひ
と
か
た
ま
り
の
反
逆
者
が
抱
い
た
逸
脱
し
た
解
釈
で
あ
っ

た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
古
代
で
は
一
般
的
に
優
勢
た
見
方
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
『
哲
学
以
前
』
で
フ
ラ
ソ
ク
フ
ォ
ル
ト
は
、
こ
の
古
代
人
の

見
方
を
「
神
話
。
詩
的
世
界
観
」
と
呼
び
、
こ
の
世
界
観
が
現
代
に
お
い
て
抑

圧
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
時
現
わ
れ
て
き
た
当
時
と
し
て
は
明
ら
か
に
異
常
な

二
つ
の
世
界
観
（
解
釈
）
に
よ
っ
て
影
響
を
被
っ
て
き
た
た
め
で
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
二
つ
の
世
界
観
と
は
ヘ
ブ
ラ
イ
の
思
想
と
初
期

ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
に
他
な
ら
た
か
っ
た
。
こ
の
両
者
は
「
驚
く
べ
き
大
胆
さ
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

宗
教
的
表
現
の
長
い
間
の
慣
習
に
基
づ
く
聖
性
を
無
視
し
た
」
こ
と
、
そ
し
て
、

そ
の
代
わ
り
に
「
知
覚
さ
れ
た
も
の
」
1
ー
つ
ま
り
現
象
に
で
は
な
く
、
む
L

ろ
そ
れ
を
知
覚
す
る
こ
と
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
を
理
解
し
よ
う
と

し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
話
的
世
界
観
の
基
礎
を
掘
り
崩
そ
う
と
し
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
彼
ら
の
と
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
一
貫
し
た
激
し
い

議
諭
を
特
徴
と
す
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
思
考
の
自
律
性
に
対
す
る
絶
対
的

た
信
仰
が
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
一
」
の
一
般
的
な
傾
向
は
、
次
の
フ
ェ
ソ
ス

の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
文
に
表
わ
れ
て
い
る
。
「
た
だ
ひ
と
つ
の
智
で
あ
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
。
そ
れ
は
万
物
を
通
し
て
万
物
を
導
く
識
見
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
」
こ
の

よ
う
に
、
初
期
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
は
、
す
で
に
理
性
を
最
高
の
統
治
者
と
考

え
て
い
た
。
㌢
」
の
暗
黙
的
な
、
あ
る
い
は
率
直
な
理
性
の
主
張
に
よ
っ
て
、
初

期
ギ
リ
シ
ア
哲
学
は
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
・
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
思
想
と
対
照
的
な

位
置
に
置
か
れ
る
。
｝
」
れ
は
ヘ
ブ
ラ
イ
思
想
の
影
響
が
加
わ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
思

想
が
古
代
の
形
而
上
学
か
ら
は
っ
き
り
と
分
か
れ
る
の
は
、
そ
の
支
配
的
な
教

義
、
つ
ま
り
、
神
の
絶
対
的
な
超
越
性
へ
の
信
仰
に
ょ
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ

跳



う
に
、
ヘ
ブ
ラ
ィ
人
に
と
っ
て
神
は
す
べ
て
の
存
在
の
唯
一
た
る
源
で
、
す
べ

て
の
現
象
を
完
全
に
趨
越
し
て
い
る
無
制
隈
た
る
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
。

「
自
然
現
象
を
こ
れ
ほ
ど
狂
信
的
に
否
定
し
た
も
の
は
な
い
」
と
フ
ラ
ソ
ク
フ

　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

オ
ー
ト
は
述
べ
て
い
る
。
す
た
わ
ち
、
「
す
べ
て
の
有
隈
な
る
現
実
は
神
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

る
絶
対
的
な
価
値
の
前
に
無
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
に
、

神
を
徹
底
的
に
抽
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
の
形
而
上
学
は
現
実
を
二

つ
に
打
ち
砕
き
、
神
話
時
代
の
人
間
が
保
持
し
て
い
た
調
和
の
と
れ
た
世
界
観

を
犠
牲
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

孤
　
回
想

　
神
話
時
代
の
人
問
が
共
有
L
た
世
界
観
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
前
に
、
回

想
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
簡
単
に
そ
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
詩
人
の
場
合

と
同
じ
よ
う
に
、
回
想
と
い
う
行
為
も
そ
の
本
来
の
意
味
に
お
い
て
は
、
西
洋

的
な
世
界
観
の
申
で
抑
圧
さ
れ
続
け
て
き
た
思
考
方
法
、
言
っ
て
み
れ
ぼ
別
の

「
象
徴
的
秩
序
（
毫
冒
げ
◎
一
庁
O
巳
雪
）
」
に
属
し
て
い
る
。
し
か
も
、
回
想
も
、

詩
作
活
動
と
同
様
に
、
関
係
づ
け
と
い
う
行
為
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

回
想
は
現
代
の
優
位
的
た
象
徴
的
秩
序
が
押
し
つ
げ
る
普
遍
的
二
元
論
を
無
視

し
、
「
主
体
」
。
「
客
対
」
が
現
わ
れ
る
以
前
の
空
間
に
関
係
し
て
い
る
。
エ
ド

ワ
ー
ド
。
ケ
イ
シ
ー
（
向
｝
奏
賢
｝
O
露
昭
）
は
、
『
回
想
の
現
象
学
的
研
究
』
と

い
う
極
め
て
優
れ
た
書
物
の
中
で
、
回
想
が
有
す
る
こ
の
関
係
づ
げ
の
性
質
を

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
回
想
す
る
と
は
、
必
然
的
に
関
与
す
る
こ
と
で

あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
個
々
別
々
の
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
断
え
ず
様

々
な
絡
み
合
い
の
中
に
い
る
も
の
と
し
て
の
人
間
を
巻
き
込
ん
で
い
る
の
で
あ

（
1
3
）

る
」
ギ
リ
シ
ア
哲
学
は
詩
人
の
身
分
を
落
と
し
め
る
必
要
性
を
感
じ
た
と
同
様

に
、
回
想
と
い
う
行
為
に
も
限
界
を
定
め
、
地
上
に
引
き
降
ろ
さ
な
げ
れ
ば
な

ら
な
い
と
感
じ
て
い
た
、
と
ケ
イ
シ
ー
は
指
摘
す
る
。
「
プ
ラ
ト
ン
は
（
回
想

に
と
っ
て
の
）
移
行
期
の
危
機
的
な
瞬
間
と
い
う
も
の
を
代
表
し
て
い
た
。
・

…
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
の
神
聖
化
と
彼
女
と
と
も
に
あ
っ
た
回
想
の
神
話
的
過
去
の

す
べ
て
は
、
紀
元
前
一
世
紀
に
哲
学
が
、
特
に
プ
ラ
ト
ソ
流
の
形
式
で
出
現
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

た
際
に
、
存
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
」
た
ぜ
な
ら
ぱ
、
ケ
イ
シ
ー
が

説
明
す
る
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
努
力
を
始
ま
り
と
し
て
、

回
想
は
関
与
す
る
と
い
う
認
識
様
態
の
本
来
の
意
味
1
そ
こ
で
は
時
問
や
空

間
を
区
切
る
た
め
に
慣
習
的
に
引
か
れ
て
い
た
線
は
無
意
味
で
あ
っ
た
－
を

失
い
始
め
、
そ
の
代
わ
り
に
、
単
に
一
個
人
の
中
で
起
－
」
っ
た
｝
」
と
を
記
録
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
回

想
は
、
ケ
イ
シ
ー
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
「
有
隈
た
回
想
」
あ
る
い
は
「
世
俗

化
さ
れ
た
回
想
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
つ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
イ
オ
ソ
と
い

う
吟
遊
詩
人
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
批
判
を
行
な
っ
た
。
「
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
を

吟
唱
す
る
時
、
あ
な
た
は
正
気
の
ま
ま
で
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
あ
な
た
自
身

の
存
在
を
超
え
て
し
ま
う
か
。
そ
し
て
あ
汰
た
の
魂
が
忘
我
の
状
態
で
あ
な
た

の
関
わ
っ
て
い
る
行
為
に
引
き
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
ね
。
そ
の
行
為
が
、
イ
タ
カ
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
ト
ロ
イ
ア
で

あ
ろ
う
と
も
、
も
し
く
は
、
あ
な
た
の
話
が
持
ち
出
す
ど
の
場
所
で
あ
ろ
う

と
。
」
こ
こ
に
見
ら
れ
る
批
判
は
次
第
に
抑
圧
さ
れ
、
現
代
に
至
っ
て
は
説
明

不
能
た
も
の
と
し
て
と
り
残
さ
れ
て
い
る
神
話
的
世
界
観
、
そ
の
統
一
的
在
象

徴
的
構
造
に
属
す
る
「
主
体
」
と
認
知
方
法
の
両
老
に
対
し
て
批
判
を
つ
き
つ

げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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w
　
神
話
的
世
界
に
お
け
る
空
問
と
時
問

　
で
は
、
変
幻
自
在
で
最
も
感
情
的
な
詩
人
の
存
在
を
、
自
然
た
現
れ
と
し
て

捉
え
た
、
哲
学
以
前
に
優
勢
だ
っ
た
世
界
観
と
は
具
体
的
に
は
何
で
あ
っ
た
の

か
。
そ
の
よ
う
な
世
界
観
を
最
も
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
そ
の
す

べ
て
の
バ
ラ
メ
ー
タ
ー
す
な
わ
ち
空
間
と
時
問
の
捉
え
方
、
及
び
、
そ
こ
で

働
く
「
論
理
」
」
が
、
結
局
、
神
話
時
代
の
人
問
が
現
象
世
界
と
の
関
係
に

お
い
て
表
わ
L
た
多
種
多
様
な
表
現
に
遇
ぎ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
目
を

向
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
現
象
世
界
と
の
関
係
は
「
生
と
生
と
の
対

　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

決
」
と
呼
ぼ
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
近
代
科
学
の
世
界
に
生
き
る
人
問
が

外
に
向
か
っ
て
主
に
「
そ
れ
（
客
観
化
し
た
事
物
や
他
老
）
」
を
見
付
け
よ
う

と
し
た
の
に
対
し
、
古
代
人
は
外
に
向
か
っ
て
、
フ
ラ
ソ
ク
フ
ォ
ー
ト
の
い
う
、

　
な
ん
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

「
〈
汝
〉
と
直
面
し
た
の
で
あ
っ
た
」
。
そ
の
「
汝
」
は
人
間
に
対
立
し
た
存
在

で
は
な
く
、
ま
た
、
理
解
を
得
よ
う
と
し
て
人
間
に
積
極
的
、
攻
撃
的
な
姿
勢

を
要
求
す
る
の
で
も
な
か
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ぱ
、
そ
の
「
汝
」
は
、
「
主
体
・

客
体
」
の
力
学
の
中
に
生
き
て
い
る
現
代
人
が
現
象
世
界
を
理
解
す
る
た
め
に

積
極
的
に
つ
か
ま
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象
の
よ
う
な
、
客
観
化
さ
れ
抽
象
化

さ
れ
、
普
遍
化
さ
れ
た
存
在
で
は
た
か
っ
た
。
フ
ラ
ソ
ク
フ
ォ
ー
ト
が
説
明
し

て
い
る
よ
う
に
、
「
こ
の
『
汝
』
は
た
る
ほ
ど
把
握
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
か

も
し
れ
ぬ
が
、
そ
れ
で
も
何
か
し
ら
明
白
な
も
の
だ
。
『
汝
』
は
生
き
た
現
に

あ
る
も
の
で
積
極
的
た
間
い
の
結
果
と
し
て
で
は
な
く
、
現
前
す
る
『
汝
』
と

」
て
自
已
を
表
わ
す
の
で
、
そ
の
性
質
や
潜
在
能
力
を
幾
分
た
が
ら
ら
分
明
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
」
そ
の
よ
う
な
『
汝
』
は
、
「
個
体
の
、
先
例

の
な
い
、
無
類
た
、
予
知
し
得
た
い
性
格
を
具
え
、
も
っ
ぱ
ら
、
そ
れ
が
現
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

れ
る
隈
り
に
お
い
て
の
み
知
ら
れ
る
現
前
物
で
あ
る
。
」
さ
ら
に
、
「
汝
し
は
単

に
観
想
さ
れ
た
り
理
解
さ
れ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
力
学
的
な
相
互
関
係
に

お
い
て
情
動
的
に
体
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
哲
学
以
前

の
世
界
を
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
無
生
物
に
霊
魂
、
あ
る
い
は

人
間
的
な
特
徴
を
賦
与
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
ご
の
世
界
に
生
物
対
無
生
物
と
い
う
二
元
論
が
適
用
さ
れ
る
場
所
は
た

い
。
な
ぜ
な
ら
ぼ
、
世
界
は
、
古
代
人
に
と
っ
て
は
生
気
の
な
い
も
の
で
も
空

虚
な
も
の
で
も
な
く
、
生
命
に
満
ち
溢
れ
、
し
か
も
そ
の
生
命
は
個
性
を
有
す

る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
・
」
の
よ
う
な
世
界
に
お
い
て
は
、
現
代
の
科
学
的
人

間
が
知
的
判
断
を
下
す
際
の
カ
テ
ゴ
リ
i
は
、
神
話
的
思
考
を
構
成
す
る
思
考

作
用
と
意
志
作
用
の
複
合
体
に
は
あ
て
は
ま
ら
た
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ

ラ
ソ
ク
フ
ォ
ー
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
思
考
様
式
を
「
論
理
」
と
い
う

言
葉
を
用
い
て
説
明
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
た
ら
ぼ
、
「
古
代
人

は
、
白
分
の
『
感
情
的
思
考
』
を
原
因
と
結
果
の
概
念
に
従
っ
て
表
現
し
、
凌

た
、
現
象
を
時
問
。
空
間
、
あ
る
い
は
数
の
概
念
を
用
い
て
表
わ
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
彼
ら
の
推
論
の
仕
方
は
、
ふ
つ
う
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
に
は
現

在
の
我
々
の
考
え
方
と
違
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
古
代
人
た
ち
も
論
理
的

に
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
彼
ら
は
し
ば
」
ぼ
そ
の
よ
う

に
す
る
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
純
粋
に
知
的
な
態
度
が
持
つ

突
き
離
し
た
態
度
は
、
古
代
人
た
ち
に
と
っ
て
最
も
意
味
の
深
い
現
実
の
体
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

と
、
ほ
と
ん
ど
両
立
し
得
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
」
現
代
の
思
考
は
主
観
と
客
観

と
の
分
離
と
い
う
信
念
に
固
執
し
て
い
る
。
こ
の
区
別
に
基
づ
い
て
、
科
学
的

思
考
は
順
次
に
個
々
の
諾
現
象
を
一
般
法
則
に
支
配
さ
れ
る
典
型
的
な
で
き
ご

と
に
還
元
す
る
、
批
判
的
で
分
析
的
な
手
続
き
を
う
ち
た
て
た
。
そ
れ
に
伴
っ
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て
現
代
の
思
考
は
、
諸
現
象
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
と
、
そ
れ
ら
の
知
覚

を
理
解
可
能
な
も
の
と
す
る
共
観
念
と
の
間
に
、
ま
す
ま
す
広
い
深
淵
を
作
っ

て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
遇
程
、
す
な
わ
ち
抽
象
化
・
普
遍
化
の
過
程

に
お
い
て
は
、
個
性
が
必
然
的
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
事
実
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
奥
深
い
の
だ
が
、
現
代
人
は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
を
認
識
も
せ
ず
理
解

も
し
て
い
な
い
神
話
的
人
問
が
現
代
人
と
意
見
を
異
に
す
る
の
は
、
・
」
の
点
、

つ
ま
り
、
現
象
界
に
お
け
る
個
性
と
主
観
の
破
壌
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
一
」
こ
か
ら
、
神
話
時
代
の
人
問
が
感
知
し
て
い
た
空
間
と
時
問
が
ど
の
よ
う

に
現
代
人
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
た
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
現
代
の
思
考
は

原
因
を
複
数
の
現
象
の
聞
の
抽
象
的
な
機
能
的
関
係
と
し
て
定
立
し
よ
う
と
努

め
る
と
同
時
に
、
空
間
を
諸
関
係
と
諸
機
能
の
集
ま
っ
た
ひ
と
つ
の
統
一
あ
る

組
織
と
し
て
の
み
考
え
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
空
間
は
、
た
だ
の
感
官

の
知
覚
で
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
諾
属
性
を
有
し
た
も
の
1
－
無
隈
に
し
て
、

連
続
的
で
、
し
か
も
、
同
質
な
も
の
と
仮
定
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
神
話
時
代

の
思
考
は
、
空
間
の
体
験
か
ら
「
空
間
」
と
い
う
概
念
を
抽
出
し
得
な
い
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
空
間
の
体
験
は
、
わ
れ
わ
れ
な
ら
ぼ
「
性
質
付
与
の
連
合

（
毛
讐
営
潟
易
ω
◎
O
艮
一
〇
冒
）
」
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
。
古
代
人
の
空
間
の
諸
概
念
は
、
具
体
的
な
方
向
付
け
で
あ
っ
て
、

清
動
的
な
色
合
い
を
も
つ
さ
ま
ざ
ま
た
場
所
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
諾
概
念
は

お
そ
ら
く
、
よ
く
見
知
っ
て
馴
染
ん
だ
も
の
か
見
な
れ
ぬ
も
の
、
敵
意
を
も
つ

も
の
か
親
し
い
も
の
か
、
見
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
神
話
時
代
の
思
索
は
現
代

思
想
に
劣
ら
ず
、
意
味
の
上
で
連
合
さ
れ
た
空
問
的
構
造
を
設
定
す
る
こ
と
に

な
る
。
た
だ
、
こ
の
構
造
は
、
客
観
的
た
測
定
方
法
を
と
ら
ず
、
価
値
を
直
感

的
に
認
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
神
謡
時
代
の
世

界
に
お
け
る
時
間
は
、
量
的
で
も
抽
象
的
で
も
な
く
、
質
的
で
、
か
つ
具
体
的

で
あ
る
。
神
話
的
思
考
は
時
間
を
一
定
の
断
続
期
間
あ
る
い
は
、
質
的
に
無
意

味
な
瞬
間
の
連
続
と
し
て
と
ら
え
て
は
い
な
い
。
「
わ
れ
わ
れ
の
数
学
や
物
理

学
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
時
問
の
観
念
が
、
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
の
枠
組
を
形

づ
く
る
も
の
だ
と
は
、
古
代
人
は
気
づ
い
て
い
な
い
。
古
代
人
は
時
問
の
観
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

を
時
間
の
経
験
か
ら
抽
象
し
な
い
の
で
あ
る
。
」
か
つ
て
「
時
間
」
は
空
間
と

同
じ
く
、
客
観
化
さ
れ
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
は
た
く
、
生
き
生
き
と
し
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
時
に
は
価
値
で
充
実
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

V
　
結

論

　
本
論
文
の
始
め
に
、
古
代
神
話
に
お
い
て
回
想
の
行
為
と
詩
人
と
が
奇
妙
な

糸
で
結
ぱ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
た
。
そ
の
両
者
の
親
密
な
関
係
は
現
代
に

お
い
て
も
続
い
て
お
り
、
我
々
を
藤
踏
さ
せ
た
り
考
え
込
ま
せ
る
原
因
と
な
っ

て
い
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
両
者
、
つ
ま
り
詩
人
は
、
一
種
の
特
異
な
「
主
体
」

と
し
て
の
存
在
様
態
を
示
し
、
ま
た
回
想
は
特
殊
な
「
認
識
論
」
と
し
て
現
代

と
異
な
る
認
識
様
式
を
示
し
て
お
り
、
現
代
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
受
け
入
れ
る

こ
と
は
必
ず
混
乱
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
そ
う
し
た

そ
の
反
応
は
偶
然
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
本
論
文
の
検
討
を
通
し
て
明
ら
か

に
た
っ
た
。
ま
ず
考
察
し
て
き
た
詩
的
霊
感
の
起
源
に
関
す
る
理
論
は
、
立
ち

ふ
さ
が
る
障
壁
を
絶
え
ず
打
破
し
、
そ
こ
に
関
係
を
作
り
出
す
も
の
と
し
て
詩

作
行
為
を
把
握
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
行
為
を
論
埋
的
に
説
明

す
る
際
に
は
、
そ
こ
で
作
り
出
さ
れ
た
関
係
は
一
時
的
な
も
の
で
、
し
か
も
異

常
な
出
来
事
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
げ
れ
ぱ
た
ら
な
い
。
そ
の

よ
う
な
説
明
は
当
然
予
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
諾
々
の
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理
論
の
基
本
的
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
自
体
、
一
方
で
善
あ
る
い
は
聖
な
る
も
の
の
源

を
抽
象
化
し
、
他
方
で
主
体
を
、
個
別
。
抽
象
化
さ
れ
た
も
の
、
か
つ
自
律
的

な
も
の
と
す
る
。
普
遍
的
二
元
論
に
立
つ
現
実
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
前
提
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
普
遍
的
二
元
論
は
詩
的
自
已
に
よ
る
関
係
づ
げ

の
行
為
を
把
握
す
る
可
能
性
を
も
と
も
と
排
除
し
て
い
る
。
上
に
述
べ
て
き
た

理
論
が
す
べ
て
詩
人
の
創
造
活
動
の
説
明
に
失
敗
L
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、

そ
れ
ら
の
理
論
が
こ
の
二
元
論
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ

て
、
詩
人
と
回
想
と
は
、
普
遍
的
二
元
論
の
枠
組
か
ら
は
み
出
し
た
も
の
と
し

て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
ウ
イ
ヅ
ト
フ
ォ
ー
ド
（
峯
葦
｛
o
己
）
の
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
「
現
実
を
組
織
化
す
る
一
」
と
は
、
区
別
さ
れ
て
い
な
い
連
続
体
を

切
り
開
い
て
、
現
実
の
把
握
を
可
能
と
さ
せ
る
一
組
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
見
い
だ

す
沖
」
と
で
あ
る
。
し
か
し
世
界
を
組
織
す
る
際
、
必
ず
何
ら
か
の
も
の
が
残
さ

れ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
区
別
性
が
表
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
常
に
そ

れ
以
外
の
か
、
す
た
わ
ち
、
そ
の
区
別
が
立
ち
表
わ
れ
る
以
前
の
区
別
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

い
な
い
状
態
を
暗
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
L
と
い
う
ま
で
も
な
く
、
西
洋
に
お

い
て
象
徴
的
に
理
解
し
得
る
も
の
と
、
理
解
し
得
な
い
と
し
て
切
り
落
と
す
べ

き
も
の
と
を
組
織
化
の
遇
程
の
中
で
決
定
し
た
の
は
、
合
理
性
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
無
形
式
た
形
而
上
学
に
基
づ
い
て
い
る
詩
人
と
回
想
と
が
理
解
不

可
能
な
も
の
と
し
て
捨
て
ら
れ
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
以
上
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
現
代
に
お
い
て
詩
人
と
回
想
の
あ
い
ま
い
な

位
置
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
結
局
不
思
議
た
こ
と
で
は
な
い
。
両
者
は
現

代
の
象
徴
的
秩
序
か
ら
追
放
さ
れ
つ
つ
あ
る
形
而
上
学
に
属
し
て
い
る
た
め
に
、

不
可
思
議
た
も
の
と
し
て
置
き
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
・
」
の
よ
う
に
「
残
余
」
と
L
て
取
り
残
さ
れ
た
現
在
の
優
位
的
な
秩
序
の

内
側
に
引
き
込
ま
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
飛
び
つ
い
て
し
ま
っ
て

は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
必
要
な
こ
と
は
、
イ
リ
ガ
レ
ー
（
■
g
①
H
島
胃
毫
）
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
理
論
的
機
械
そ
の
も
の
を
故
障
さ
せ
て
、
真
理
を
主
張

す
る
現
在
の
パ
ラ
ダ
ィ
ム
を
停
止
さ
せ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
現
実
を
理
解
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

営
み
を
ロ
ゴ
ス
の
枠
組
か
ら
強
制
的
に
取
り
返
す
こ
と
で
あ
る
。
」
そ
れ
以
外

に
、
詩
人
、
回
想
、
あ
る
い
は
現
在
は
み
出
し
て
い
る
す
べ
て
の
表
現
を
説
明

し
ょ
う
と
す
る
試
み
は
す
べ
て
自
已
循
環
に
陥
る
こ
と
を
避
け
得
た
い
で
あ
ろ

う
o
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