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は
じ
め
に

　
私
た
ち
は
藝
術
家
に
一
体
何
を
求
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
藝
術
作
品

を
受
容
し
、
評
価
し
、
何
よ
り
も
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
影
響
を
受
け
る
。
影
響

力
が
強
い
ほ
ど
に
、
関
心
は
作
品
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
作
り
手
へ
と
触
手
を

伸
ば
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
作
り
手
に
対
し
て
、
何
か
特
別
な
も
の
を

求
め
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、よ
り
創
造
的
な
側
面
を
強
調
し
て
言
え
ば
、

人
間
の
合
理
的
な
制
作
能
力
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
、
天
賦
の
才
に
よ
る
閃
き
を

見
出
す
だ
ろ
う
。
他
方
、
創
作
活
動
に
見
ら
れ
る
暗
黒
面
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
狂

気
や
病
、
解
消
で
き
な
い
痛
み
と
い
っ
た
も
の
を
、
作
者
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
い

ず
れ
の
形
を
と
る
に
せ
よ
、
作
者
の
健
全
な
、
あ
る
い
は
、
合
理
的
な
思
考
だ
け
で

は
、
作
品
が
成
立
す
る
原
因
と
し
て
、
何
か
不
十
分
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
は
西
洋
哲
学
の
基
礎
を
作
っ
た
人
物
で
あ

り
、
そ
し
て
、
藝
術
哲
学
の
根
幹
と
し
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。）

1
（

し
か
し
な
が
ら
、

プ
ラ
ト
ン
作
品
に
お
け
る
詩
人
に
対
す
る
評
価
は
、
容
易
な
一
般
化
を
許
さ
な
い
、

複
雑
に
し
て
豊
か
な
考
察
を
含
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
で
は
、
創

作
活
動
に
お
け
る
狂
気
、
な
い
し
、
神
的
霊
感
の
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
、
詩
人
達
の

持
つ
霊
感
が
擁
護
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。）

2
（

他
方
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
に

と
っ
て
知
恵
の
源
泉
で
も
あ
っ
た
詩
人
達
に
対
す
る
厳
し
い
評
価
も
、『
国
家
』、『
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
と
い
っ
た
作
品
に
見
い
だ
さ
れ
る
。）

3
（

多
く
の
人
が
ホ
メ
ロ
ス
に

代
表
さ
れ
る
詩
人
達
に
つ
い
て
、
高
く
評
価
し
、
強
い
信
頼
を
持
つ
の
に
対
し
て
、

彼
ら
は
実
際
の
と
こ
ろ
も
っ
ぱ
ら
模
倣
を
す
る
者
で
あ
っ
て
、
真
実
を
語
る
こ
と
は

な
く
（『
国
家
』（00e

）、
さ
ら
に
、
自
分
の
作
品
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
す
ら
よ
く

わ
か
っ
て
は
い
な
い
（『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』）22b–c

）。

　
プ
ラ
ト
ン
作
品
の
中
で
は
比
較
的
短
い
『
イ
オ
ン
』
と
い
う
対
話
篇
が
あ
る
。
上

に
挙
げ
た
著
名
な
作
品
が
扱
っ
て
い
る
よ
う
な
、
詩
人
の
霊
感
と
無
知
と
い
っ
た
問

題
を
共
有
し
な
が
ら
も
、『
イ
オ
ン
』
に
は
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
特
徴
が
あ
る
。

一
　�

イ
オ
ン
と
い
う
「
吟
誦
詩
人
」
が
、
主
人
公
の
役
割
を
果
た
す
ソ
ク
ラ
テ
ス
の

対
話
相
手
と
な
る
。
つ
ま
り
、
他
の
対
話
篇
と
異
な
り
、
詩
に
関
わ
る
が
、
詩

人
そ
の
も
の
で
は
な
い
職
業
人
が
問
題
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
。

特
集  

リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
・
ア
ー
カ
イ
ヴ
ス

狂
気
の
伝
達
│
プ
ラ
ト
ン
『
イ
オ
ン
』
篇
に
お
け
る
詩
人
と
吟
誦
詩
人
、
そ
し
て
聴
衆
│
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二
　�

吟
誦
詩
人
は
詩
人
が
霊
感
に
よ
っ
て
受
け
た
神
か
ら
の
声
を
聴
衆
に
伝
え
る
役

を
果
た
す
。

三
　�
イ
オ
ン
も
知
識
で
は
な
く
、「
神
的
分
け
前
」（
テ
イ
ア
　
モ
イ
ラ
）
に
よ
っ
て

よ
い
吟
誦
詩
人
な
の
だ
と
言
わ
れ
る
。

　『
イ
オ
ン
』
の
一
般
的
な
知
名
度
は
『
国
家
』
と
い
っ
た
大
作
に
は
劣
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
の
他
作
品
に
と
っ
て
も
重
要
な
藝
術
に
関
す
る
テ
ー

マ
を
扱
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
上
に
挙
げ
た
よ
う
な
特
有
の
要
素
の
た
め
に
、『
イ

オ
ン
』
は
研
究
者
か
ら
は
多
大
な
関
心
を
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と

か
ら
容
易
に
想
定
さ
れ
る
よ
う
に
、『
イ
オ
ン
』
と
い
う
作
品
の
解
釈
、
そ
し
て
、

評
価
の
仕
方
は
様
々
で
あ
り
、
意
見
の
一
致
よ
り
も
、
激
し
い
議
論
の
衝
突
が
み
ら

れ
る
。）

（
（

　
本
稿
が
目
指
す
の
は
、『
イ
オ
ン
』
が
持
つ
特
有
の
面
白
さ
を
再
確
認
し
、
一
つ

の
読
み
筋
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
長
年
に
わ
た
る
研
究
者
同
士
の
解
釈
論
争
を
網
羅

し
た
上
で
決
着
を
つ
け
る
こ
と
が
主
眼
に
置
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の

よ
う
な
論
争
の
激
し
さ
が
無
理
も
な
い
も
の
と
し
て
、
専
門
家
以
外
の
プ
ラ
ト
ン
読

者
に
と
っ
て
現
れ
る
よ
う
に
、『
イ
オ
ン
』
が
提
出
す
る
問
題
の
魅
力
を
示
す
こ
と

が
目
標
と
な
る
。
本
稿
が
提
示
し
よ
う
と
す
る
「
面
白
さ
」
と
は
、『
イ
オ
ン
』
が

吟
誦
詩
人
と
い
う
存
在
を
仲
立
ち
に
し
て
、
詩
人
の
狂
気
が
聴
衆
に
ま
で
伝
わ
っ
て

し
ま
う
危
う
さ
を
生
き
生
き
と
描
き
切
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
藝
術
作
品
か
ら
多
大

な
る
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
藝
術
家
と
は
何
者
か
と
い
う
問
題
を
共
有
す
る
読
者
に

と
っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
が
提
示
す
る
藝
術
受
容
に
お
け
る
「
狂
気
の
伝
達
」
の
あ
り
さ

ま
は
、
自
身
が
受
け
取
っ
て
い
る
も
の
に
対
す
る
反
省
に
な
り
、
藝
術
へ
の
見
直
し

と
も
な
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、『
イ
オ
ン
』
は
、
藝
術
受
容
と
い
う
体
験
に
一
度
は

浸
り
き
っ
た
者
が
、
そ
の
危
う
さ
を
切
実
に
捉
え
な
お
す
た
め
の
契
機
と
な
る
だ
ろ

う
。第

一
節
　
吟
誦
詩
人
イ
オ
ン

　『
イ
オ
ン
』
篇
は
吟
誦
詩
人
イ
オ
ン
と
い
う
人
物
そ
の
も
の
を
読
者
に
紹
介
す
る

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
エ
フ
ェ
ソ
ス
の
人
イ
オ
ン
は
、
医
神
ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
の
祭

事
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
吟
誦
詩
人
の
コ
ン
テ
ス
ト
で
一
等
賞
を
勝
ち
取
り
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
い
る
ア
テ
ネ
を
訪
れ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
で
吟
誦
詩
人
は
ラ
プ
ソ
ー
ド

ス
（��αψ

ω�δός

）
と
言
い
、
ホ
メ
ロ
ス
の
作
品
を
主
と
し
た
、
叙
事
詩
の
暗
唱
を
専

門
と
す
る
。
彼
ら
は
紀
元
前
四
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
世
界
で
は
広
く
知
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
シ
ラ
ク
サ
（
今
の
シ
チ
リ
ア
島
）
の
僭
主
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
が
、
紀
元
前
三

八
八
年
の
オ
リ
ン
ピ
ア
競
技
会
に
、
四
頭
立
て
の
馬
車
の
チ
ー
ム
を
派
遣
し
た
際
、

最
高
の
吟
誦
詩
人
達
を
共
に
送
っ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
い
る
。）

（
（

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
イ
オ
ン
を
含
ん
だ
吟
誦
詩
人
達
の
「
技
術
」（
テ
ク
ネ
ー
）
に
対

す
る
羨
望
を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
の
技
術
に
は
外
見
を
見
事
に
飾
り
立
て
る

の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
羨
望
の
理
由
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る

（（30b（–8

）。）
（
（

た
だ
し
、
対
話
篇
全
体
で
本
質
的
な
問
題
と
な
る
羨
望
の
理
由
は
、

外
見
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
く
、
吟
唱
詩
人
の
行
為
と
能
力
に
見
い
だ
さ
れ
て
い

る
：

テ
キ
ス
ト
一

　「
ま
た
同
時
に
、
吟
誦
詩
人
の
技
術
に
と
っ
て
は
、
他
の
多
く
の
素
晴
ら
し
い
詩

人
た
ち
、
と
り
わ
け
、
詩
人
達
の
中
で
最
上
に
し
て
、
最
も
神
的
で
あ
る
ホ
メ
ロ
ス
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に
時
間
を
費
や
す
こ
と
、
そ
し
て
、
ホ
メ
ロ
ス
の
言
葉
だ
け
で
は
な
く
、
彼
の
考
え

を
学
び
つ
く
す
こ
と
が
、必
然
な
の
で
あ
る
。�

こ
れ
は
う
ら
や
む
べ
き
こ
と
な
の
だ
。

と
い
う
の
も
、
も
し
、
そ
の
詩
人
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な

い
な
ら
ば
、
彼
は
よ
い
吟
誦
詩
人
に
は
な
り
え
な
い
の
だ
か
ら
。
と
い
う
の
も
、
吟

誦
詩
人
は
、
聴
衆
た
ち
に
と
っ
て
、
詩
人
の
考
え
の
通
訳
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
詩
人
が
言
っ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
者
が
そ
れ
を
立
派
に
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
う
い
っ
た
す
べ
て
の
こ
と
は
羨
む
に
値
す
る
の

だ
。」（（30b8–c（

）

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
羨
望
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
吟
誦
詩
人
の
技
術
に
は
言
葉
を
正
確

に
覚
え
、
美
し
く
発
す
る
こ
と
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
決
定
的
な
点
は
、
吟
誦

詩
人
は
自
分
が
朗
誦
し
て
い
る
も
の
を
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
だ
。
彼
ら
は
聴
衆
た
ち
に
と
っ
て
、
詩
人
の
考
え
の
「
通
訳
者
」
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
理
解
を
欠
い
た
も
の
に
は
、
そ
の
任
を
果
た
す
こ
と
が

で
き
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、こ
の
「
通
訳
者
」
と
い
う
言
葉
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

上
記
の
テ
キ
ス
ト
一
で
「
通
訳
者
」
と
訳
し
た
言
葉
は
、
ヘ
ル
メ
ー
ネ
ウ
ス

（ε�ρμηνεύς

）
で
あ
り
、
意
味
を
確
定
す
る
上
で
の
議
論
が
あ
る
。『
イ
オ
ン
』
の
後

の
箇
所
に
お
け
る
吟
誦
詩
人
の
評
価
で
は
、
彼
ら
は
正
気
を
失
っ
て
、
神
が
語
る
こ

と
を
た
だ
伝
達
す
る
者
で
し
か
な
い
（（3（e–（3（a

）。
こ
こ
で
も
、
同
じ
く
ヘ
ル

メ
ー
ネ
ウ
ス
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
意
味
に
は
解

釈
や
理
解
の
要
素
は
含
ま
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
霊
感
に
取
り
つ
か
れ
な
が
ら
、
そ
れ

を
聴
衆
に
伝
え
る
と
い
う
意
味
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
イ
オ
ン
』
と
い

う
対
話
篇
内
部
で
、
吟
誦
詩
人
を
表
す
ヘ
ル
メ
ー
ネ
ウ
ス
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
揺

ら
ぎ
が
あ
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。Capuccino

は
多
く
の
研
究
者
が
ヘ

ル
メ
ー
ネ
ウ
ス
を
テ
キ
ス
ト
の
注
釈
や
解
釈
と
い
う
意
味
を
こ
め
た

“interpreter

”（
通
訳
者
）
の
意
味
で
理
解
し
て
い
る
こ
と
に
反
対
し
、
二
つ
の
箇

所
に
お
け
る
言
葉
の
意
味
の
一
貫
性
、
そ
し
て
、
吟
誦
詩
人
の
仕
事
に
つ
い
て
の
理

解
の
一
貫
性
を
保
つ
た
め
、
テ
キ
ス
ト
一
に
お
け
る
ヘ
ル
メ
ー
ネ
ウ
ス
の
意
味
も
伝

達
者
と
し
て
取
る
。）

（
（

彼
女
に
よ
れ
ば
、
吟
誦
詩
人
に
求
め
ら
れ
る
知
は
、
例
え
ば
、

ホ
メ
ロ
ス
が
語
っ
て
い
る
こ
と
が
正
確
に
し
て
、
真
で
あ
る
か
に
関
わ
り
、
何
を
言

っ
て
い
る
か
を
解
釈
す
る
こ
と
で
は
な
い
。）

8
（

そ
れ
に
対
し
て
、M

urray

や

Rijksbaron

は
『
イ
オ
ン
』
冒
頭
と
後
の
箇
所
で
は
ヘ
ル
メ
ー
ネ
ウ
ス
に
意
味
の

変
化
が
あ
る
と
理
解
し
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
一
で
は
、
吟
誦
詩
人
の
側
で
の
知
識
を
示

唆
す
る
、
通
訳
者
（interpreter

）
の
意
味
を
、
後
の
箇
所
で
は
、
単
に
仲
介
者
で

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
代
弁
者
（m

outhpiece

）
の
意
味
を
読
み
込
む
。）

（
（

　
実
際
に
後
の
箇
所
の
テ
キ
ス
ト
を
見
る
前
に
、
こ
こ
で
ヘ
ル
メ
ー
ネ
ウ
ス
の
と
ら

え
方
に
対
す
る
見
通
し
を
述
べ
て
お
く
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
一
で
は
、「
学
び
つ
く
す
」、

「
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
」
と
い
っ
た
、
吟
誦
詩
人
に
お
け
る
「
解
り
」

が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た
同
時
に
、「
聴
衆
た

ち
に
と
っ
て
」
と
い
う
要
素
も
付
け
加
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
単
独
で
ホ
メ
ロ
ス

を
解
釈
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、聴
衆
と
い
う
聞
き
手
が
当
然
想
定
さ
れ
て
い
る
。

聴
衆
た
ち
の
た
め
に
、
詩
人
の
考
え
を
理
解
し
、
通
訳
す
る
者
が
吟
誦
詩
人
と
な
る
。

ゆ
え
に
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
ヘ
ル
メ
ー
ネ
ウ
ス
に
は
理
解
し
、
伝
え
る
と
い
う
二

つ
の
働
き
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
テ
キ
ス
ト
一
と
後
に
見
る

み
う
ら　
た
い
ち
◎
上
智
大
学
哲
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学
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哲
学
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古
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。

現
在
の
研
究
テ
ー
マ
は
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
お
け
る
自
己
知
。
主
要
論
文
に
、 

"Im
m

ortality and Im
perishability of the Soul in the Final 

argum
ent of Plato's Phaedo" (in Plato's Phaedo. Selected 

Papers from
 Eleventh Sym

posium
 Platonicum

, 2018)

が
あ
る
。
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（3（e-（3（a

の
間
で
の
、
文
脈
と
強
調
点
の
違
い
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
テ
キ
ス
ト
一
で
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
彼
が
羨
望
す
る
よ
う
な
形
で
の
吟
誦
詩
人
を

語
り
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
者
た
ち
が
「
ヘ
ル
メ
ー
ネ
ウ
ス
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
い
わ
ば
、
規
範
的
に
（
あ
る
い
は
理
想
的
に
は
）、
そ
う
で
あ
る
べ
き
吟
誦

詩
人
の
有
様
を
述
べ
て
い
る
。
他
方
、
後
の
箇
所
で
は
、
イ
オ
ン
を
含
め
た
吟
誦
詩

人
達
の
実
際
の
状
態
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
言
及
す
る
対
象
が
変
更
さ
れ
て
い

る
。）

（1
（

テ
キ
ス
ト
一
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
伝
え
る
た
め
に
ま
ず
、

そ
の
考
え
を
徹
底
的
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
吟
誦
詩
人
が
ホ
メ
ロ
ス
に
時
間
を
費
や
し
て
い
る
こ
と
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
羨

望
対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
ま
た
、Capuccino

は
吟
誦

詩
人
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
言
っ
て
い
る
こ
と
の
真
偽
を
判
定
す
る

こ
と
で
あ
り
、何
を
言
っ
て
い
る
か
解
釈
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
が
、

ホ
メ
ロ
ス
の
考
え
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。）

（（
（

ソ
ク
ラ

テ
ス
も
、
例
え
ば
『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
篇
で
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
「
徳
を
教
え
る
」
と

い
う
主
張
に
対
し
て
、
徳
は
教
示
不
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
持
つ
。
し
か

し
、
ま
ず
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
に
対
し
て
彼
の
主
張
を
明
ら
か
に
示
す
よ
う
求
め
る
の
で

あ
る
（『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』31（a–320c

）。
し
た
が
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
一
で
は
吟

誦
詩
人
＝
ヘ
ル
メ
ー
ネ
ウ
ス
の
「
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
」
と
い
う
規
範

的
に
持
つ
べ
き
特
徴
が
前
面
に
で
て
い
る
。
他
方
、
後
半
部
で
は
、
そ
の
よ
う
な
理

解
を
一
切
持
た
な
い
詩
人
と
、
吟
誦
詩
人
の
狂
乱
の
、
実
際
上
の
姿
が
表
わ
さ
れ
、

伝
達
者
と
し
て
の
身
分
だ
け
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
文
脈
の
違
い
か
ら
、
一
つ
の
語

に
込
め
ら
れ
て
い
る
複
数
の
意
味
の
中
で
の
強
調
点
の
差
が
出
て
く
る
。そ
の
た
め
、

本
稿
で
はM
urray

やRijksbaron

の
主
張
に
従
い
、
テ
キ
ス
ト
一
で
は
理
解
の

意
味
を
強
く
提
示
す
る
「
通
訳
者
」、
後
半
で
は
「
伝
達
者
」
を
ヘ
ル
メ
ー
ネ
ウ
ス

の
訳
語
と
し
て
用
い
る
。

　
イ
オ
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
羨
望
表
明
に
対
し
て
、
我
が
意
を
得
た
と
ば
か
り
に
返

答
す
る
。
吟
誦
詩
人
の
技
術
の
中
で
も
「
そ
の
点
」
が
最
も
彼
の
苦
労
し
た
こ
と
で

あ
り
、
ま
た
既
存
の
吟
誦
詩
人
達
の
だ
れ
も
彼
自
身
ほ
ど
に
は
「
ホ
メ
ロ
ス
に
関
す

る
、
多
く
の
そ
し
て
美
し
い
考
え
を
語
る
こ
と
」
は
で
き
な
い
（（30c（–d3

）。

さ
ら
に
、
彼
が
続
け
て
ひ
け
ら
か
す
の
は
、
彼
が
「
ど
れ
ほ
ど
上
手
に
ホ
メ
ロ
ス
を

飾
り
た
て
て
き
た
か
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
（（30d（–（

）。
こ
の
一
連
の
返

答
で
は
、
イ
オ
ン
の
関
心
は
、
彼
自
身
が
多
く
の
、
そ
し
て
、
美
し
い
こ
と
を
ホ
メ

ロ
ス
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
彼
の
こ
だ
わ
り
は
自
分
自
身
の
能
力
と
、
語
ら
れ
る
こ
と
の
美
し
さ
に
あ
り
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
強
調
す
る
「
理
解
」
と
い
う
要
素
は
彼
の
言
葉
か
ら
は
抜
け
落
ち
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　
吟
誦
詩
人
が
持
つ
べ
き
能
力
に
関
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
イ
オ
ン
の
間
で
、
そ
れ

ぞ
れ
「
理
解
」
と
「
美
し
さ
」
を
求
め
る
二
つ
の
異
な
る
把
握
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

こ
の
差
異
に
関
連
し
て
、
中
澤
は
吟
誦
詩
人
の
能
力
に
関
し
て
、「
審
美
的
」
な
側

面
（
例
え
ば
、
聴
衆
に
上
手
く
語
り
、
様
々
な
感
情
を
引
き
起
こ
す
こ
と
）
と
「
知

的
」
な
側
面
（
詩
人
の
考
え
を
理
解
し
、
そ
れ
を
聴
衆
に
伝
え
る
こ
と
）
と
い
う
二

つ
が
あ
る
こ
と
を
捉
え
て
い
る
。）

（1
（

た
だ
し
、
多
く
の
研
究
者
が
こ
の
二
つ
の
側
面
は

相
互
に
排
他
的
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
中
澤
は
二
つ
の
側
面
は

分
断
不
可
能
だ
と
考
え
る
。
う
ま
く
吟
誦
す
る
と
い
う
こ
と
の
基
盤
に
は
、
必
ず
知

的
な
側
面
が
必
要
と
さ
れ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
知
的
な
側
面
な
く
し
て
は
、
う
ま
く

語
る
と
い
う
こ
と
は
そ
も
そ
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
、
中
澤
の
考
察
に
同
意
す
る
。

中
澤
の
論
点
で
重
要
な
の
は
、『
イ
オ
ン
』
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
詩
人
も
吟

誦
詩
人
も
、
何
か
を
「
語
る
」
主
体
と
し
て
の
身
分
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う

と
こ
ろ
に
あ
る
。）

（1
（

本
稿
も
、
こ
の
伝
達
全
体
に
問
題
が
あ
る
論
点
に
同
意
し
、
特
に

第
三
節
に
お
い
て
、
吟
誦
詩
人
は
語
り
手
と
し
て
の
主
体
性
が
奪
わ
れ
、
狂
気
の
連
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鎖
の
伝
達
者
で
し
か
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
本
稿
が
さ
ら
に
追
加
す
る

点
と
し
て
、
聴
衆
と
い
う
存
在
が
連
鎖
に
加
わ
っ
て
い
る
重
要
性
を
併
せ
て
指
摘
す

る
。
そ
し
て
、聴
衆
は
一
体
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
論
点
を
第
五
節
で
提
示
す
る
。

　
さ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
イ
オ
ン
の
も
う
一
つ
の
奇
妙
な
状
態
を
暴
露
す
る
。
彼
は

イ
オ
ン
が
ホ
メ
ロ
ス
に
つ
い
て
の
み
巧
み
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
他
の
高
名
な
詩
人

ヘ
シ
オ
ド
ス
や
ア
ル
キ
ロ
コ
ス
に
つ
い
て
も
巧
み
な
の
か
と
問
う
（（31a1–2

）。

そ
れ
に
対
し
、
イ
オ
ン
は
は
っ
き
り
と
「
ヘ
シ
オ
ド
ス
や
ア
ル
キ
ロ
コ
ス
に
つ
い
て

は
ま
っ
た
く
そ
う
で
は
な
く
、ホ
メ
ロ
ス
に
つ
い
て
だ
け
な
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、

私
に
は
そ
れ
で
十
分
だ
と
思
え
ま
す
か
ら
。」（（31a3–（

）
と
答
え
る
。
こ
こ
で
イ

オ
ン
は
吟
誦
詩
人
と
し
て
も
非
常
に
奇
妙
な
特
質
を
示
し
て
い
る
。
ヘ
シ
オ
ド
ス
も

ア
ル
キ
ロ
コ
ス
も
同
じ
く
言
葉
に
よ
る
作
品
を
作
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
彼
が

上
手
く
彼
の
仕
事
を
で
き
る
の
は
ホ
メ
ロ
ス
に
つ
い
て
だ
け
な
の
だ
。
彼
の
あ
り
か

た
に
は
何
か
欠
落
し
た
も
の
が
あ
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

第
二
節
　
吟
誦
詩
人
の
仕
事

　
イ
オ
ン
の
奇
妙
な
状
態
を
踏
ま
え
て
、
ホ
メ
ロ
ス
や
ほ
か
の
詩
人
達
が
語
っ
て
い

る
内
容
に
問
題
が
移
っ
て
い
く
。
ホ
メ
ロ
ス
も
他
の
詩
人
達
も
同
じ
事
柄
に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
イ
オ
ン
の
間
で
認
め
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
戦
争
に
つ
い
て
、
善
人
と
悪
人
、
素
人
と
専
門
家
の
間
で
の
関
係
、
人
間
と
神
々

が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
、天
空
と
冥
界
の
諸
状
態
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る（（31c–

d

）。
た
だ
し
、
イ
オ
ン
の
評
価
に
従
え
ば
、
ホ
メ
ロ
ス
が
最
も
上
手
く
そ
れ
ら
に

つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
語
り
方
に
質
の
差
が
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
さ
ら
に
問
う
の
は
、
よ
く
語
っ
て
い
る
も
の
と
悪
く
語
っ
て
い
る

も
の
を
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
同
じ
者
な
の
か
、
あ
る
い
は
異
な
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
健
康
な
食
べ
物
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

か
語
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
を
上
手
く
語
っ
て
い
る
者
と
下
手
に
語
っ
て
い
る
者

に
つ
い
て
分
か
る
者
は
、
同
じ
人
物
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
異
な
る
人
物
な
の
だ
ろ

う
か
。
イ
オ
ン
は
同
じ
人
物
で
あ
り
、
そ
の
人
物
は
「
医
者
」
と
い
う
名
を
持
つ
と

答
え
る
（（31e8–（

）。
こ
こ
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
言
っ
て
い
る
「
よ
い
／
わ
る
い
」

の
区
別
に
は
情
報
の
正
確
さ
と
い
う
観
点
が
い
つ
の
間
に
か
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
医
者
は
身
体
に
善
い
も
の
と
悪
い
も
の
に
対
す
る

具
体
的
な
知
識
を
持
ち
、
そ
し
て
、
知
識
の
正
確
さ
を
問
わ
れ
る
技
術
者
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
美
し
く
語
ら
れ
て
い
る
か
を
判
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ

と
が
以
下
の
形
で
一
般
化
さ
れ
る
。

テ
キ
ス
ト
二

　「
で
は
、
要
約
し
て
我
々
が
言
う
と
、
同
じ
事
柄
に
つ
い
て
多
く
の
人
が
語
っ
て

い
る
場
合
、
誰
が
良
く
語
っ
て
い
る
か
、
そ
し
て
、
誰
が
悪
く
語
っ
て
い
る
か
、
同

じ
人
が
見
分
け
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
も
し
、
悪
く
語
っ
て
い
る
人
を
見
分
け
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
う
な
ら
、
よ
く
語
っ
て
い
る
人
も
見
分
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
、
少
な

く
と
も
同
じ
こ
と
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
な
ら
ば
。」（（31e（–（32a3

）

　
同
じ
内
容
が
語
ら
れ
て
い
る
限
り
は
、
良
く
語
っ
て
い
る
人
と
悪
く
語
っ
て
い
る

人
を
、
同
じ
人
が
判
定
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
イ
オ
ン
の
ホ
メ
ロ

ス
に
つ
い
て
し
か
巧
み
で
は
な
い
と
い
う
特
性
は
正
当
化
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

ホ
メ
ロ
ス
が
よ
く
語
っ
て
い
る
こ
と
も
、他
の
詩
人
達
が
悪
く
語
っ
て
い
る
こ
と
も
、

イ
オ
ン
は
き
ち
ん
と
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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イ
オ
ン
は
こ
こ
で
自
分
自
身
の
奇
妙
な
状
態
に
つ
い
て
当
惑
す
る
こ
と
に
な
る

（（32b8–c（

）。
他
の
人
が
ホ
メ
ロ
ス
以
外
の
詩
人
に
つ
い
て
語
る
際
に
は
、
彼
は

注
意
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
居
眠
り
し
て
し
ま
い
、
何
を
言
う
べ
き
か
も
わ
か

ら
な
い
。
他
方
、
ホ
メ
ロ
ス
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
き
に
は
、
起
き
上
が
っ
て
、
注

意
を
向
け
、
言
う
こ
と
に
は
困
ら
な
い
。
こ
の
原
因
が
彼
に
は
分
ら
な
い
の
だ
。
興

味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
奇
妙
な
状
態
の
原
因
に
つ
い
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
方
か
ら
一

つ
の
推
測
を
与
え
る
。
イ
オ
ン
自
身
に
つ
い
て
、
他
者
で
あ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ほ
う

が
見
通
し
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
。

テ
キ
ス
ト
三

　「
そ
の
こ
と
を
推
測
す
る
の
は�

難
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
だ
、
友
よ
。
む
し
ろ
、

君
が
ホ
メ
ロ
ス
に
つ
い
て
技
術
や
、
知
識
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
が
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
明
ら
か
な
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
も
し
、
君
が
技
術
に

よ
っ
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
詩
人
に
つ
い
て
も
語

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
詩
作
の
術
と
は
全
体
に
関
わ
る
も
の
だ

か
ら
。
そ
う
で
は
な
い
か
ね
。」（（32c（–（

）

　
医
者
が
健
康
に
よ
い
食
べ
物
と
、
悪
い
食
べ
物
の
両
方
を
判
定
で
き
た
よ
う
に
、

何
ら
か
の
技
術
を
持
つ
も
の
は
、
全
体
を
扱
う
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

も
し
、
詩
が
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
吟
誦
詩
人
は
そ
の
技
術
に
よ

っ
て
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。）

（1
（

そ
し
て
、
技
術
で
あ
る
以
上
は
、
全
体

的
な
も
の
で
あ
り
、
イ
オ
ン
の
よ
う
に
ホ
メ
ロ
ス
に
つ
い
て
だ
け
語
る
に
巧
み
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
画
家
や
彫
刻
家
、
さ
ら
に
、

イ
オ
ン
を
含
む
吟
誦
詩
人
の
例
を
用
い
て
具
体
的
に
説
明
さ
れ
る
（（32e（–

（ 33c3

）。
ポ
リ
ュ
グ
ノ
ト
ス
と
い
う
画
家
に
つ
い
て
は
彼
の
善
い
作
品
と
悪
い
作

品
を
判
定
で
き
る
の
に
、
他
の
画
家
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
で
き
な
い
と
い
う
人
は
見

ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
彫
刻
家
や
、
吟
誦
詩
人
の
場
合
で
も
、
あ
る
特
定
の
人
の
作

品
を
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
に
、
他
の
人
に
関
し
て
は
で
き
な
い
者
を
見
る
こ

と
も
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
イ
オ
ン
は
、
少
な
く
と
も
、
医
者
や
彫
刻
家
と
い
っ

た
技
術
者
と
は
違
っ
た
状
態
に
あ
る
。

第
三
節
　
霊
感
・
狂
気
の
伝
達

　
イ
オ
ン
は
ホ
メ
ロ
ス
に
つ
い
て
、
何
に
よ
っ
て
よ
く
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

イ
オ
ン
の
言
い
分
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
彼
は
見
事
に
ホ
メ
ロ
ス
を
語
る
こ
と
が
で
き

る
し
、
ま
た
、
他
の
人
た
ち
も
そ
れ
を
認
め
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
そ
れ
が
実
は

技
術
で
は
な
く
イ
オ
ン
を
動
か
す
「
神
的
な
能
力
」（（33d3

）
な
の
だ
と
言
う
。

さ
ら
に
、
吟
誦
詩
人
が
そ
の
詩
を
語
る
詩
人
達
も
、
技
術
に
よ
っ
て
詩
作
を
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
と
示
す
為
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
「
マ
グ
ネ
シ
ア
」
あ
る
い
は
「
ヘ

ラ
ク
レ
ア
」
の
石
と
呼
ば
れ
る
、
今
日
我
々
に
も
な
じ
み
の
あ
る
磁
石
（
マ
グ
ネ
ッ

ト
）
の
例
を
持
ち
出
す
（（33d3–（

）。
こ
の
石
は
、
指
輪
の
よ
う
な
金
属
性
の
物

体
を
引
き
付
け
る
力
を
持
つ
が
、
こ
の
引
き
付
け
て
い
る
物
体
に
も
他
の
物
体
を
引

き
付
け
る
力
を
与
え
る
。
そ
の
力
に
よ
っ
て
、
お
互
い
が
結
び
つ
い
た
長
い
鎖
が
で

き
あ
が
っ
て
し
ま
う
。
同
様
の
こ
と
が
、
美
の
女
神
で
あ
る
ム
ー
サ
と
人
間
た
ち
の

間
で
も
起
こ
る
。

テ
キ
ス
ト
四

　「
同
様
に
、
ム
ー
サ
も
、
一
方
で
は
ご
自
身
で
神
が
か
り
の
者
ど
も
を
作
り
出
し
、

他
方
で
、
彼
ら
神
が
か
り
の
人
々
を
通
じ
て
、
他
の
神
が
か
り
に
さ
れ
た
人
々
の
鎖
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が
つ
な
が
っ
て
で
き
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、あ
ら
ゆ
る
優
れ
た
叙
事
詩
の
作
者
は
、

技
術
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
神
が
か
り
に
あ
り
、
と
り
つ
か
れ
て
い
る
と
き
に
、

そ
う
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
美
し
い
詩
を
語
る
か
ら
だ
…
」（（33e3–（

）

　
実
際
の
磁
石
の
例
で
考
え
る
と
、
そ
の
磁
力
の
源
が
引
き
付
け
ら
れ
て
い
る
側
の

金
属
に
あ
る
と
、
私
た
ち
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。
元
の
磁
石
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
他

の
金
属
は
引
き
付
け
る
力
を
持
ち
え
な
い
か
ら
だ
。
文
藝
の
女
神
で
あ
る
ム
ー
サ
は

叙
事
詩
人
達
に
磁
力
の
ご
と
き
神
が
か
り
の
力
を
与
え
る
源
と
な
り
、
詩
人
は
そ
れ

に
よ
っ
て
美
し
い
詩
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
詩
人
達
は
ム
ー
サ
の
果
樹
園
か
ら
蜜
を
摘
み
取
り
、
聞
き
手
へ
と
運
ん
で

く
る
ミ
ツ
バ
チ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
も
語
ら
れ
る
（（3（a（–b3

）。
こ
の
ミ
ツ
バ

チ
が
軽
や
か
に
飛
翔
し
、
蜜
を
運
ぶ
為
に
は
一
つ
の
条
件
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼

ら
は
正
気
を
失
う
必
要
が
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
五

　「
…
そ
し
て
、
神
が
か
り
に
な
り
、
正
気
を
失
い
、
理
性
が
も
は
や
彼
の
中
か
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
う
前
に
は
、
詩
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
ん
な
も
の
を
持
っ

て
い
る
限
り
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
詩
を
作
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
神
託
を
運
ぶ

こ
と
も
で
き
な
い
。」（（3（b（–（

）

　
す
な
わ
ち
詩
人
達
に
と
っ
て
理
性
（
ヌ
ー
ス
）
と
は
美
し
い
詩
を
作
る
に
あ
た
っ

て
、
単
に
役
立
た
ず
だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
な
く
な
っ
て
し
ま
う
必
要
が
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
技
術
と
い
う
人
間
の
理
性
的
な
知
に
属
す
る
も
の
に
よ
っ
て
は
決
し

て
詩
は
作
ら
れ
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
詩
人
達
は
「
神
的
な
分
け
前
」（
テ
イ
ア
　

モ
イ
ラ
））

（1
（

に
よ
っ
て
、
ム
ー
サ
が
そ
こ
へ
と
引
寄
せ
た
も
の
だ
け
を
上
手
く
作
る
こ

と
が
で
き
る
（（3（b（–c（

）。
こ
の
こ
と
を
示
す
証
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
人

達
が
、
詩
に
あ
る
様
々
な
種
類
の
内
、
一
つ
だ
け
を
善
く
作
る
こ
と
が
で
き
る
一
方

で
、
他
の
も
の
に
関
し
て
は
下
手
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
し
、
彼
ら

が
技
術
に
よ
っ
て
作
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
技
術
と
は
全
体
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
て
い
た
為
（
テ
キ
ス
ト
三
参
照
）、
あ
る
一
つ
だ
け
が
上
手
と
い
う
こ

と
は
あ
り
え
な
い
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、詩
人
達
は
技
術
者
と
し
て
の
身
分
を
持
ち
え
な
い
と
同
時
に
、

ま
た
、
詩
の
語
り
手
と
し
て
の
身
分
す
ら
認
め
ら
れ
な
い
。
磁
石
に
引
き
付
け
ら
れ

た
指
輪
が
、
ま
た
別
の
指
輪
を
引
き
付
け
た
と
し
て
も
、
そ
の
引
力
の
主
体
と
し
て

は
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
神
が
か
り
に
よ
っ
て
聴
衆
を
引
き
付
け
る
詩
を
作
る
詩

人
は
、
そ
の
詩
の
真
の
語
り
手
で
は
な
い
。
神
こ
そ
が
真
の
語
り
手
で
あ
る
と
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

テ
キ
ス
ト
六

　「
そ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、神
は
彼
ら
か
ら
理
性
を
奪
っ
て
、彼
ら
を
従
者
と
し
て
、

神
託
を
伝
え
る
も
の
や
神
的
な
予
言
者
と
し
て
用
い
る
。
そ
の
為
、
私
た
ち
聞
き
手

は
次
の
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
よ
う
な
多
く
の
価
値
が
あ
る
こ
と
ど
も
を
語
っ
て
い

る
の
は
、
理
性
を
も
た
な
い
彼
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
神
ご
自
身
が
語
り
手
で
あ

り
、
彼
ら
を
通
じ
て
私
た
ち
に
話
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
。」（（3（c（–d（

）

　
こ
こ
で
特
に
、
詩
人
達
が
伝
達
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
本
当
の
語
り
手
は
神
で
あ
り
、
加
え
て
、
聞
き
手
が
そ

れ
を
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
発
言
を
文

字
通
り
に
と
る
な
ら
ば
、
詩
人
達
が
語
っ
て
い
る
こ
と
の
内
容
の
由
来
を
彼
ら
に
帰

し
て
は
な
ら
な
い
。
詩
人
達
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
決
ま
っ
た
神
に
取
り
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つ
か
れ
た
、
理
性
を
持
た
な
い
「
伝
達
者
」（
ヘ
ル
メ
ー
ネ
ウ
ス
）
以
外
の
何
も
の

で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。）

（1
（

特
に
そ
の
証
拠
と
し
て
、
叙
情
詩
の
名
作
を
作
っ
た
テ
ュ

ン
ニ
コ
ス
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
叙
情
詩
以
外
の
詩
に
関
し
て
は
全
く
の
凡

庸
な
詩
人
で
あ
り
、
自
身
の
作
品
を
端
的
に
「
ム
ー
サ
の
発
明
」
と
語
っ
て
い
る

（（3（d（–e1
）。

　
さ
て
、
詩
人
と
は
「
神
的
分
け
前
」
に
よ
っ
て
神
が
語
る
こ
と
を
聞
き
手
に
伝
え

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
同
意
さ
れ
た
後
、
今
度
は
イ
オ
ン
を
含
め
た
吟
誦
詩
人
の
身

分
が
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
吟
誦
詩
人
と
は
神
々
の
伝
達
者
で
あ
る
詩
人
達
の

詩
を
吟
誦
す
る
以
上
、「
伝
達
者
達
の
伝
達
者
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（（3（a（

）。

さ
ら
に
、
吟
誦
詩
人
も
、
さ
ら
に
、
そ
の
聴
衆
も
、
決
し
て
正
気
の
状
態
で
は
な
い

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
イ
オ
ン
自
身
は
例
え
ば
、
ホ
メ
ロ
ス
の
作
品
の
中
で
、
憐
れ

み
や
恐
れ
を
そ
そ
る
箇
所
を
朗
誦
す
る
と
き
に
は
（
例
え
ば
、
ア
キ
レ
ウ
ス
が
ヘ
ク

ト
ル
に
襲
い
掛
か
る
場
面
や
、
破
滅
へ
と
向
か
う
ト
ロ
イ
ア
の
王
プ
リ
ア
モ
ス
を
描

く
場
面
で
）、「
目
は
涙
で
満
ち
」、「
髪
の
毛
は
逆
立
ち
、
心
臓
が
跳
ね
あ
が
る
」

（（3（c（–（

）。悲
し
み
や
恐
怖
に
満
ち
た
場
に
直
に
居
合
わ
せ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

祭
り
の
場
で
黄
金
の
冠
を
か
ぶ
り
、
乱
暴
を
振
る
う
こ
と
の
な
い
聴
衆
の
前
に
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憐
れ
み
と
恐
怖
の
感
情
に
襲
わ
れ
て
い
る
吟
誦
詩
人
は
、
も
は

や
正
気
で
は
な
い
（（3（d1–（

）。
さ
ら
に
同
様
の
狂
気
が
聴
衆
の
側
に
も
伝
わ
っ

て
い
る
こ
と
を
、
イ
オ
ン
自
身
も
気
づ
い
て
い
る
。

テ
キ
ス
ト
七

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
「
そ
れ
な
ら
ば
、
君
は
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
聴
衆
の
中
の
多
く

の
人
た
ち
に
も
、
そ
う
い
っ
た
同
じ
こ
と
ど
も
を
、
君
た
ち
は
引
き
起
こ
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
。」

　
イ
オ
ン
「
は
い
、
私
は
実
際
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
私
は
い
つ
も

演
台
の
上
か
ら
、
彼
ら
が
泣
き
叫
び
、
恐
ろ
し
そ
う
な
表
情
を
し
、
語
ら
れ
て
い
る

言
葉
に
よ
っ
て
感
動
し
て
い
る
の
を
、
見
て
い
る
の
で
す
か
ら
。」（（3（d8–e3

）

　
神
が
か
り
の
詩
人
の
狂
気
は
吟
誦
詩
人
や
聴
衆
に
ま
で
及
ぶ
。
詩
人
と
は
、
ム
ー

サ
に
よ
っ
て
力
を
与
え
ら
れ
た
お
互
い
に
引
き
付
け
あ
う
つ
な
が
り
の
中
で
、
ム
ー

サ
に
つ
な
が
る
最
初
の
者
で
あ
り
、
吟
誦
詩
人
は
中
間
者
で
あ
り
、
そ
し
て
、
聴
衆

が
そ
の
末
端
に
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
（（3（e（–（3（a1

）。
詩
人
達
は
特
定
の
ム
ー

サ
に
、
さ
ら
に
、
吟
誦
詩
人
達
は
特
定
の
詩
人
達
か
ら
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
神
が
か

り
の
状
態
に
あ
る
（（3（a（–b（

）。
そ
れ
ゆ
え
、
詩
人
は
特
定
の
種
類
の
詩
（
叙

事
詩
や
叙
情
詩
、
賛
歌
や
舞
踊
歌
）
に
の
み
巧
み
で
あ
っ
て
、
他
に
関
し
て
は
そ
う

で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
イ
オ
ン
を
含
め
た
多
く
の
吟
誦
詩
人
達
は
、
ホ
メ
ロ
ス
に
よ

っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ホ
メ
ロ
ス
に
つ
い
て
の
み
語
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
詩
人
達
に
関
し
て
は
、
注
意
を
向
け
る
こ
と
も
、
起
き
て

い
る
こ
と
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
か
を
語
る
こ
と
す
ら
難
渋
す
る
。
こ
れ
は
吟
誦
詩

人
が
知
識
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
神
的
分
け
前
と
、
取
り
つ
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
語
っ
て
い
る
た
め
な
の
だ
（（3（c1–2

）。
酒
神
バ
ッ
カ
ス
（
あ
る
い
は
デ

ィ
オ
ニ
ソ
ス
）
の
信
徒
、
正
気
を
失
い
な
が
ら
踊
り
狂
う
コ
リ
ュ
バ
ン
テ
ス
が
信
仰

す
る
神
に
関
わ
る
音
楽
し
か
聞
こ
え
な
い
よ
う
に
（（3（c2–（

）、
神
が
か
り
に
あ

る
も
の
は
、
そ
れ
へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
し
か
、
能
力
を
発
揮
す
る
こ

と
で
き
な
い
。
イ
オ
ン
は
技
術
で
は
な
く
、
神
的
分
け
前
に
よ
っ
て
、
ホ
メ
ロ
ス
の

賞
賛
者
（
エ
パ
イ
ネ
テ
ー
ス
）
で
あ
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
言
う
（（3（d1–3

）。

　
一
連
の
マ
グ
ネ
シ
ア
の
石
に
関
連
す
る
テ
キ
ス
ト
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ

が
詩
人
と
吟
誦
詩
人
に
お
け
る
主
体
性
の
欠
落
を
描
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
聴
衆

も
そ
の
狂
気
の
連
鎖
の
末
端
で
同
じ
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
点
に
あ
る
。
イ
オ
ン
自
身
が
目
に
し
た
通
り
、
吟
誦
詩
人
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
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聴
く
者
も
ま
た
、
安
全
な
上
演
会
場
に
い
な
が
ら
に
し
て
、
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
の
様
々

な
場
面
か
ら
恐
怖
や
憐
れ
み
に
お
そ
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
伝
達
さ
れ
た
狂
気
に

取
り
つ
か
れ
る
な
ら
ば
、
強
い
影
響
を
与
え
る
吟
誦
詩
人
を
聴
衆
が
重
く
見
る
こ
と

は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
実
際
、
冒
頭
で
イ
オ
ン
は
自
分
が
コ
ン
テ
ス
ト
で
一
等

賞
を
受
け
た
こ
と
を
誇
り
、
ま
た
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
吟
誦
詩
人
が
煌
び
や
か
な
衣
装

を
当
然
の
も
の
と
し
て
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
い
か
に
そ
の

伝
え
ら
れ
る
影
響
が
強
い
に
し
て
も
、
決
し
て
、
そ
の
原
因
を
吟
誦
詩
人
や
、
さ
ら

に
、
彼
ら
が
そ
の
作
品
を
歌
う
詩
人
に
帰
し
て
は
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
、
神
の
み

が
語
り
の
主
体
で
あ
り
、
他
の
も
の
は
そ
の
伝
達
を
行
う
鎖
の
部
分
で
し
か
な
い
。）

（1
（

第
四
節
　
イ
オ
ン
が
で
き
る
こ
と
は
何
か

　
マ
グ
ネ
シ
ア
の
石
の
議
論
を
通
じ
て
、詩
人
と
吟
誦
詩
人
の
主
体
性
が
剥
奪
さ
れ
、

代
わ
り
に
、
狂
気
の
伝
達
者
と
し
て
の
身
分
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
イ

オ
ン
は
自
分
が
狂
気
に
よ
っ
て
ホ
メ
ロ
ス
を
讃
え
て
い
る
こ
と
に
は
納
得
し
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
対
し
て
、
実
際
に
ホ
メ
ロ
ス
作
品
を
朗
誦
し
て
、
自
分

の
能
力
を
示
そ
う
と
す
る
（（3（d（–（

）。
そ
れ
に
対
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
問
題
と

す
る
の
は
、
ホ
メ
ロ
ス
が
語
っ
て
い
る
こ
と
の
中
で
、
イ
オ
ン
は
何
に
つ
い
て
よ
く

語
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
オ
ン
は
全
て
だ
と
答
え
る
が
、
こ
の

応
答
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
意
図
を
理
解
し
て
い
な
い
。
第
二
節
で
、
健
康
に
良
い
物
と

悪
い
物
に
つ
い
て
よ
く
語
っ
て
い
る
か
ど
う
か
判
定
で
き
る
者
は
医
者
で
あ
っ
た
よ

う
に
、一
つ
の
事
柄
に
対
し
て
は
そ
れ
に
対
応
す
る
一
つ
の
技
術
が
あ
る
。
他
方
で
、

詩
人
ホ
メ
ロ
ス
は
作
品
中
で
様
々
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
イ
オ
ン
に
ホ
メ
ロ
ス
作

品
を
朗
誦
さ
せ
つ
つ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
馬
車
競
争
、
釣
り
に
使
う
錘
、
負
傷

し
た
戦
士
が
飲
む
カ
ク
テ
ル
、
予
言
者
が
語
る
禍
の
言
葉
、
鳥
と
蛇
の
行
動
か
ら
の

吉
兆
占
い
、
と
い
っ
た
よ
う
に
多
岐
に
わ
た
る
（（3（a–（3（d

）。
こ
う
い
っ
た
事

柄
に
つ
い
て
ホ
メ
ロ
ス
が
見
事
に
語
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
こ
と
は
、
そ

れ
ぞ
れ
御
者
、
釣
り
師
、
医
者
、
予
言
者
と
い
っ
た
者
た
ち
に
ふ
さ
わ
し
い
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
技
術
に
対
し
て
、
扱
う
べ
き
対
象
が
特
定
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、

吟
誦
詩
人
た
る
イ
オ
ン
は
一
体
何
を
判
定
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
イ
オ
ン
は
こ
こ
で

な
お
も
、
す
べ
て
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
な
の
だ
と
主
張
す
る
（（3（e（

）。
も
ち

ろ
ん
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
即
座
に
反
論
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
技
術
が
割
り
当
て

ら
れ
た
特
定
の
対
象
の
み
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
吟
誦
詩
人
に
は
全
て
を

判
定
す
る
よ
う
な
能
力
は
認
め
ら
れ
な
い
。
イ
オ
ン
は
、
吟
誦
詩
人
は
、
言
及
さ
れ

た
御
者
や
、
医
者
、
予
言
者
が
扱
う
よ
う
な
こ
と
以
外
の
全
て
、
す
な
わ
ち
、「
男

が
言
う
の
に
相
応
し
い
こ
と
は
何
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
、
女
や
奴
隷
や

自
由
人
が
語
り
、
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
支
配
す
る
者
と
支
配
さ
れ
る
者
が

語
る
に
ふ
さ
わ
し
い
か
」
を
知
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
（（（0b3–（

）。
恐
ら
く
、

イ
オ
ン
が
考
え
て
い
る
の
は
、
ホ
メ
ロ
ス
に
登
場
す
る
様
々
な
登
場
人
物
が
ど
の
よ

う
な
こ
と
を
、
い
か
に
言
う
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。）

（1
（

し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、「
海
で
嵐
に
あ
っ
た
船
の
操
縦
を
す
る
者
」、「
病

人
を
指
導
す
る
者
」、「
暴
れ
牛
を
鎮
め
る
牛
飼
い
」、「
羊
毛
を
紡
ぐ
女
性
」
が
語
る

に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
は
、
吟
誦
詩
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
家
よ
り
よ
く
知
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
な
い
（（（0b–c

）。
と
こ
ろ
が
、ソ
ク
ラ
テ
ス
が
最
後
に
挙
げ
た
「
将

軍
が
語
る
に
相
応
し
い
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
イ
オ
ン
は
知
っ
て
い
る
と
宣
言
し
、

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
自
分
が
優
れ
た
吟
誦
詩
人
で
あ
り
、
ホ
メ
ロ
ス
を
学
ぶ
こ
と
に

よ
っ
て
、
実
際
に
優
れ
た
将
軍
で
も
あ
る
こ
と
を
認
め
る
（（（1b（–（

）。

　
イ
オ
ン
の
自
己
主
張
は
こ
の
段
階
で
荒
唐
無
稽
に
聞
こ
え
る
地
点
に
ま
で
至
っ
て

い
る
。
実
際
、
将
軍
と
い
う
最
も
実
務
経
験
と
結
果
を
必
要
と
す
る
職
に
関
し
て
、
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ホ
メ
ロ
ス
の
作
品
か
ら
学
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
優
れ
た
者
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
主

張
は
あ
ま
り
に
奇
妙
で
あ
り
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
も
、
そ
れ
な
ら
ば
ど
う
し
て
実
際

に
イ
オ
ン
が
将
軍
と
し
て
選
ば
れ
て
い
な
い
の
か
と
疑
問
を
呈
さ
れ
る（（（1b–c

）。

イ
オ
ン
の
信
じ
が
た
い
主
張
を
一
旦
置
い
た
と
し
て
も
、
議
論
の
本
筋
と
し
て
よ
り

深
刻
な
問
題
は
、
吟
誦
詩
人
が
専
ら
知
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
イ
オ
ン
が
い
っ

こ
う
に
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
次
の

二
つ
の
ど
ち
ら
か
を
認
め
る
こ
と
を
イ
オ
ン
は
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（（（2a3–（

）：

一
　�

イ
オ
ン
は
、
何
ら
か
の
技
術
を
も
っ
た
う
え
で
ホ
メ
ロ
ス
を
上
手
く
語
っ
て
い

る
の
に
、
そ
れ
を
示
さ
な
い
な
ら
ば
、
不
正
で
あ
る
。

二
　�

イ
オ
ン
は
、
神
的
な
分
け
前
に
よ
っ
て
、
ホ
メ
ロ
ス
に
と
り
つ
か
れ
、
多
く
の

美
し
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
不
正
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

神
的
で
あ
る
。

　
イ
オ
ン
は
自
分
が
神
的
で
あ
る
こ
と
を
選
び
、
最
後
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
る
イ
オ

ン
の
定
義
に
よ
り
、
こ
の
対
話
篇
は
結
ば
れ
る
。

　「
君
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
賛
美
者
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
、
神
的
な
者
で
あ
っ
て
、

技
術
者
で
は
決
し
て
な
い
の
だ
。」（（（2b3–（

）

　　
イ
オ
ン
は
何
ら
か
の
特
定
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
技
術
者
と
し
て
の
身
分
は
認
め

ら
れ
ず
、
狂
気
に
と
り
つ
か
れ
た
神
的
な
も
の
と
規
定
さ
れ
る
。「
神
的
」
と
い
う

表
現
と
は
裏
腹
に
、読
者
に
現
れ
る
イ
オ
ン
の
姿
は
む
し
ろ
奇
妙
な
も
の
に
な
ろ
う
。

マ
グ
ネ
シ
ア
の
石
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
吟
誦
詩
人
と
は
語
る
こ
と
の
主
体
性
を
奪

わ
れ
、
狂
気
に
取
り
つ
か
れ
た
伝
達
者
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、『
イ
オ
ン
』

最
終
部
分
に
お
い
て
、
イ
オ
ン
は
自
分
が
実
践
を
し
た
こ
と
も
な
く
、
選
ば
れ
た
こ

と
す
ら
な
い
、
将
軍
と
し
て
の
資
質
を
持
っ
て
い
る
と
言
い
出
す
。
対
話
篇
全
体
と

し
て
、
自
己
の
状
態
へ
の
把
握
を
欠
い
た
、
イ
オ
ン
の
愚
か
な
姿
が
浮
か
び
上
が
っ

て
し
ま
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
イ
オ
ン
が
示
し
て
い
る
愚
か
さ
が
彼
固
有
の
も
の
で
あ
る
と
、

私
た
ち
は
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
イ
オ
ン
自
身
が
、
彼
自
身
の
朗

誦
に
よ
っ
て
、
聴
衆
の
感
情
が
狂
乱
を
き
た
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。
聴

衆
も
ま
た
彼
ら
の
狂
気
を
受
け
取
る
者
で
あ
り
、
詩
人
や
、
吟
誦
詩
人
が
知
識
を
持

た
ず
そ
れ
を
も
た
ら
し
て
い
る
な
ら
ば
、
聴
衆
の
側
も
全
く
の
無
知
の
ま
ま
、
た
だ

作
品
が
も
た
ら
す
感
情
的
影
響
を
受
け
取
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ホ
メ
ロ
ス
の
詩

や
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
詩
、
他
の
い
か
な
る
詩
人
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
た
だ

読
み
、
聴
く
だ
け
で
、
何
か
を
知
っ
た
気
に
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
イ
オ
ン
と
同
じ

愚
か
さ
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
、
神
が
詩
人
達
を
通
じ
て
語
っ
た
内
容
が
善

き
も
の
で
あ
っ
て
も
、
自
ら
の
正
気
や
理
性
を
保
つ
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
狂
気
の

受
取
手
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
本
来
は
何
ら
の
主
体
性
も
持
た
な
い
詩

人
や
吟
誦
詩
人
の
力
を
ほ
め
そ
や
す
と
し
た
ら
、
彼
ら
の
自
己
に
対
す
る
無
理
解
を

補
強
す
る
共
犯
者
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
だ
。

第
五
節
　
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
神
託
、
そ
し
て
、
狂
気

　
詩
作
品
を
受
容
す
る
こ
と
は
、
神
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
神
が
か
り
の
人

と
相
対
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
イ
オ
ン
は
自
ら
の
愚
か
さ
を
示
し
、
そ
し
て
、
聴
衆

も
そ
れ
と
同
様
の
愚
か
さ
に
陥
る
危
険
か
ら
免
れ
て
は
い
な
い
。
で
は
、
い
っ
た
い

聴
衆
と
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。『
イ
オ
ン
』
で
は
イ
オ
ン
の
愚
か
さ
を
通



287 　ARENA2019   vol.22

●特集：リベラル・アーツ・アーカイヴス -Sciences- >>> 狂気の伝達

じ
た
、
危
険
へ
の
示
唆
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
対
策
に
関
し
て
は
明

ら
か
で
は
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
私
た
ち
は
、
他
の
プ
ラ
ト
ン
対
話
篇
を
通
じ
て
、
神
託
や
神
が

か
り
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
べ
き
か
を
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
姿
に
よ
っ
て
教

え
ら
れ
て
い
る
。『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』
で
彼
は
、
何
事
に
も
熱
狂
し
が
ち
な
友

人
カ
イ
レ
ポ
ン
を
通
じ
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
よ
り
も
知
恵
の
あ
る
者
は
だ
れ
も
い
な
い

と
い
う
「
デ
ル
ポ
イ
の
神
託
」
を
受
け
取
っ
て
い
る
（21a

）。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
こ

れ
に
対
し
て
、
自
分
が
知
恵
の
あ
る
者
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
一

方
で
、
神
が
嘘
を
つ
く
は
ず
は
な
い
と
も
考
え
た
。
彼
は
思
い
悩
ん
だ
う
え
で
、
自

分
よ
り
も
知
恵
の
あ
る
も
の
を
発
見
し
て
、
神
託
を
反
駁
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
し

か
し
、
知
者
で
あ
る
と
自
他
共
に
認
め
る
、
政
治
家
、
詩
人
、
職
人
の
誰
も
が
、
決

し
て
善
美
の
事
柄
を
知
ら
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
と
思
い
込
ん

で
い
た
こ
と
が
暴
露
さ
れ
る
。
他
方
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
は
知
ら
ず
、
そ
し
て
、
そ
の
と
お
り
知
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
彼
ら

よ
り
も
知
恵
が
あ
る
の
だ
（21d（–8

）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
暴
露
と
、
自
分
自
身

の
状
態
を
自
覚
す
る
こ
と
で
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
神
託
を
補
強
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ

の
問
題
は
藝
術
と
い
う
範
疇
か
ら
は
外
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
だ
が
、
テ
キ

ス
ト
六
（『
イ
オ
ン
』（3（c（–d（

）
に
お
い
て
、
詩
人
は
神
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝

え
る
予
言
者
と
同
一
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
藝
術

も
予
言
も
、
共
に
神
が
語
る
こ
と
を
受
け
取
る
と
い
う
要
素
が
あ
る
。
そ
し
て
、
ソ

ク
ラ
テ
ス
は
デ
ル
ポ
イ
の
神
託
を
疑
問
に
思
い
、
そ
れ
を
吟
味
し
、
真
の
意
味
を
理

解
す
る
と
い
う
形
で
、
神
が
語
る
こ
と
を
受
け
止
め
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、『
パ
イ
ド
ン
』
で
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
夢
に
よ
っ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け

取
っ
て
い
る
。
ア
テ
ネ
の
裁
判
で
死
刑
の
判
決
を
受
け
、
人
生
の
最
後
の
日
々
を
牢

獄
で
過
ご
す
彼
に
、
同
じ
こ
と
を
語
る
夢
が
何
度
も
訪
れ
る
。
そ
れ
は
、「
ソ
ク
ラ

テ
ス
、
ム
ゥ
サ
イ
の
術わ

ざ

を
な
し
、
そ
れ
を
仕
事
と
せ
よ
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た

（（0e（–（

）。）
（1
（

彼
は
、
最
初
の
内
、
哲
学
こ
そ
が
最
高
の
ム
ゥ
サ
イ
の
術
で
あ
る
と

考
え
、
夢
は
彼
の
し
て
い
る
こ
と
へ
の
励
ま
し
と
受
け
取
っ
た
。
し
か
し
、
夢
が
命

じ
て
い
る
の
は
、
よ
り
一
般
的
な
ム
ゥ
サ
イ
の
術
を
言
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い

と
考
え
た
こ
と
か
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
以
前
は
決
し
て
し
な
か
っ
た
、
詩
作
を
始

め
る
。
彼
は
神
へ
の
賛
歌
を
作
り
、
次
に
ア
イ
ソ
ー
ポ
ス
（
イ
ソ
ッ
プ
）
の
物
語
を

詩
に
仕
立
て
あ
げ
た（（1b

）。
こ
の
箇
所
で
も
、彼
は
夢
の
知
ら
せ
の
意
味
を
解
釈
、

吟
味
し
、
彼
が
な
す
べ
き
と
考
え
た
こ
と
を
実
行
し
て
い
る
。

　
神
が
か
り
の
狂
気
を
肯
定
す
る
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
篇
で
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
狂
気

や
神
が
か
り
へ
の
態
度
は
自
己
吟
味
の
契
機
を
含
ん
で
い
る
。）

11
（

こ
の
対
話
篇
で
は
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
は
エ
ロ
ー
ス
神
へ
の
賛
歌
を
歌
い
、
そ
れ
は
狂
気
や
恋
に
対
す
る
賞
賛

に
も
な
っ
て
い
る
。
予
言
者
は
神
々
か
ら
与
え
ら
れ
た
狂
気
に
よ
っ
て
正
し
い
道
を

示
し
（2（（b–c

）、ま
た
詩
人
達
は
、『
イ
オ
ン
』
と
同
様
、ム
ゥ
サ
に
よ
る
狂
気
（
マ

ニ
ア
ー
）
に
よ
っ
て
よ
き
詩
を
作
る
（2（（a

）。
そ
し
て
、
か
つ
て
見
た
真
実
の
美

を
求
め
な
が
ら
、
こ
の
世
で
人
物
に
美
を
見
出
し
、
恋
を
す
る
。
こ
の
世
で
は
到
達

で
き
な
い
上
方
の
美
を
眺
め
、
下
界
の
こ
と
を
な
お
ざ
り
に
す
る
こ
と
が
狂
気
と
呼

ば
れ
る
（2（（d–e

）。
恋
の
狂
気
が
考
察
さ
れ
、
そ
の
理
由
が
説
明
さ
れ
る
時
、
た

だ
盲
目
的
に
情
熱
や
、
狂
乱
に
陥
る
こ
と
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
恋

を
す
る
人
間
の
魂
は
素
性
の
よ
い
馬
と
、
悪
い
馬
、
そ
し
て
御
者
か
ら
な
る
二
頭
立

て
の
馬
車
の
比
喩
で
説
明
さ
れ
る
（2（3c–2（（e

）。
悪
い
馬
は
、
美
し
い
人
を
見

る
と
、
ひ
た
す
ら
に
突
き
進
む
の
だ
が
、
御
者
は
真
の
美
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
、

畏
敬
と
恐
れ
か
ら
手
綱
を
強
く
ひ
く
。
御
者
の
制
御
に
よ
っ
て
、
よ
い
馬
は
さ
か
ら

わ
ず
、
悪
い
馬
は
も
が
き
な
が
ら
、
二
頭
と
も
し
り
も
ち
を
つ
く
。
悪
い
馬
も
最
後

に
は
、
御
者
の
制
御
に
従
い
、
慎
み
と
恐
れ
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
パ
イ

ド
ロ
ス
』
で
は
恋
の
狂
気
が
肯
定
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
恐
れ
が
残
っ
て
は
い
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る
も
の
の
、
そ
の
仕
組
み
が
説
明
さ
れ
る
時
に
は
、
思
惟
を
司
る
御
者
が
働
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
神
が
か
り
や
、
狂
気
、
神
託
の
受
容
を
見
る
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
態
度
は

マ
グ
ネ
シ
ア
の
石
で
表
さ
れ
た
狂
気
の
伝
達
の
構
造
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
詩
人

や
、
吟
誦
詩
人
、
そ
し
て
、
バ
ッ
カ
ス
の
信
徒
コ
リ
ュ
バ
ン
テ
ス
も
、
自
分
た
ち
が

結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
の
声
を
た
だ
受
け
取
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
考
察
し
、

疑
問
に
思
い
、
吟
味
す
る
機
会
と
能
力
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス

が
神
託
や
、
神
が
か
り
、
狂
気
を
真
剣
に
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
神
託
や
夢
の
お
告
げ
を
非
合
理
な
も
の
と
し
て
最
初
か
ら
排

除
す
る
の
で
は
な
く
、
検
討
対
象
と
し
て
、
お
の
れ
の
考
え
、
言
葉
に
よ
っ
て
理
解

し
よ
う
と
す
る
の
だ
。）

1（
（

結
語

　『
イ
オ
ン
』
は
私
た
ち
が
藝
術
作
品
と
そ
の
作
者
に
求
め
て
し
ま
う
、
何
か
特
別

な
も
の
の
由
来
を
説
明
す
る
と
同
時
に
、
冷
徹
な
分
析
を
も
提
示
す
る
。
詩
人
は
霊

感
に
取
り
つ
か
れ
、
吟
誦
詩
人
は
そ
れ
を
伝
え
、
聴
衆
は
多
大
な
る
影
響
を
受
け
る
。

私
た
ち
は
、
詩
人
に
も
、
吟
誦
詩
人
に
も
な
り
う
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
多
く
の
場

合
聴
衆
と
し
て
狂
気
の
伝
達
の
鎖
の
中
に
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
中
の
誰
に
な
っ
た
と

し
て
も
、
私
た
ち
は
神
が
与
え
る
声
を
た
だ
受
け
取
る
も
の
で
し
か
な
く
、
そ
こ
か

ら
知
は
奪
わ
れ
て
い
る
。
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
の
意
味
を
本
当
に
知
っ
て
い
る
も
の

は
、
神
で
あ
り
、
ム
ー
サ
達
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聴
衆
は
正
気
を
欠
い
た
ま

ま
藝
術
作
品
に
慄
き
を
感
じ
、
そ
れ
を
も
た
ら
す
者
た
ち
の
能
力
を
、
誤
っ
て
高
く

評
価
す
る
危
う
さ
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
神
か
ら
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
に
対
し
て
異
な
る
態
度
を
と
る
。
神
秘
な
も
の
を
排
除
す
る
の
で
も
、
そ
の
ま

ま
受
け
入
れ
る
の
で
も
な
く
、
疑
問
に
思
い
、
考
え
抜
き
、
そ
し
て
、
吟
味
に
か
け

る
。
藝
術
が
何
か
神
的
な
も
の
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
の

態
度
は
詩
と
い
う
藝
術
作
品
に
も
適
用
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。『
イ
オ
ン
』
を
含
め

た
プ
ラ
ト
ン
作
品
の
中
に
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
イ
オ
ン
の
対
比
を
見
出
す
時
、
私
た
ち

は
藝
術
に
関
し
て
一
つ
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
狂
気
の
伝
達
の
中

に
い
る
こ
と
を
歓
び
生
き
続
け
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
藝
術
家
に
被
せ
ら
れ
た
虚
飾

を
は
ぎ
取
り
、
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
真
の
意
味
を
考
え
抜
く
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。）

11
（
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 c
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xo
n
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o

g
ra

p
h

e
o

 C
la

re
n

d
o

n
ia

n
o

, 2003

翻
訳
、
注
釈
書

（
日
本
語
）

藤
沢
令
夫
訳
﹁
パ
イ
ド
ロ
ス
﹂﹃
プ
ラ
ト
ン
全
集
﹄
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年

藤
沢
令
夫
訳
﹁
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
﹂﹃
プ
ラ
ト
ン
全
集
﹄
第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年

田
中
美
知
太
郎
訳
﹁
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
﹂﹃
プ
ラ
ト
ン
全
集
﹄
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年

松
永
雄
二
訳
﹁
パ
イ
ド
ン
﹂﹃
プ
ラ
ト
ン
全
集
﹄
第
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年

森
進
一
訳
﹁
イ
オ
ン
﹂﹃
プ
ラ
ト
ン
全
集
﹄
第
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年

藤
沢
令
夫
訳
﹃
国
家
﹄
全
二
巻
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
年

（
欧
語
）

Pla
to

, Pla
to

's Io
n

, e
d

ite
d

 b
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.M
. M
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 M
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P
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n
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s M
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 b
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P
la

to
, P

la
to

 o
n

 P
o

e
try. Io

n
; R

e
p

u
b

lic
 376e

-398b
9; R

e
p

u
b

lic
 595-608b

10, e
d

ite
d

 b
y P. 



289 　ARENA2019   vol.22

●特集：リベラル・アーツ・アーカイヴス -Sciences- >>> 狂気の伝達

M
u

rra
y, C

a
m
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rid

g
e

: C
a

m
b

rid
g

e
 U

n
ive

rsity Pre
ss, 1996

Pla
to

, IO
N

: o
r o

n
 th

e
 ILIA

D
, e

d
ite

d
 w

ith
 in

tro
d

u
c

tio
n

 a
n

d
 c

o
m

m
e

n
ta

ry b
y A

. R
ijksb

a
ro

n
, 

Le
id

e
n

/Bo
sto

n
: Brill, 2007

P
la

to
n

, Io
n

, tra
d

u
c

tio
n

 in
é

d
ite

, in
tro

d
u

c
tio

n
 e

t n
o

te
s p

a
r M

o
n

iq
u

e
 C

a
n

to
, P

a
ris : 

Fla
m

m
a

rio
n

, 2001

関
連
書
籍
、
論
文

（
日
本
語
）

中
澤
務
（2001

）﹁
プ
ラ
ト
ン
は
な
ぜ
詩
人
を
批
判
し
た
か
（
１
）：
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
吟
誦
詩
人
﹂、
北
海
道

大
学
文
学
研
究
科
紀
要
、105
、1–19

荻
野
弘
之
（1989

）﹁
詩
人
の
場
所
︱
﹃
国
家
﹄
第
十
巻
の
﹁
詩
人
追
放
論
﹂（
一
）
︱
﹂﹃
東
京
女
子
大
学

紀
要
論
集
﹄
第
三
十
九
巻
、
第
二
号
、1–20

ド
ニ
・
ユ
イ
ス
マ
ン
（1992

）（
吉
岡
健
二
郎
、
笹
谷
純
雄
訳
）﹃
美
学
﹄、
白
水
社

（
欧
語
）

C
a

p
u

c
c

in
o

, C
. 2011. 

“Pla
to

's Io
n

 a
n

d
 th

e
 Eth

ic
s o

f Pra
ise

” in Pla
to

 a
n

d
 th

e
 Po

e
ts e

d
ite

d
 

b
y P. D

e
stré

e
 a

n
d

 F.G
. H

e
rrm

a
n

n
, M

n
e

m
o

syn
e

 Su
p

p
le

m
e

n
ts, vo

l. 328, Le
id

e
n

/

Bo
sto

n
: Brill: 63–92.

G
o

n
za

le
z, F.J. 2011. 

“The
 H

e
rm

e
n

e
u

tic
s o

f M
a

d
n

e
ss: Po

e
t a

n
d

 Ph
ilo

so
p

h
e

r in
 Pla

to
's Io

n
 

a
n

d
 Ph

a
e

d
ru

s

” in D
e

stré
e

 a
n

d
 H

e
rm

a
n

n
:92–110

Ja
n

a
w

a
y, C

.1992. 

“Cra
ft a

n
d

 Fin
e

n
e

ss in
 P

la
to

's Io
n

.

” O
xfo

rd
 Stu

d
ie

s in
 A

n
c

ie
n

t 

Ph
ilo

so
p

h
y 10: 1–23.

K
a

h
n

, C
.H

. 1993. 

“Pla
to

's Io
n

 a
n

d
 th

e
 P

ro
b

le
m

 o
f Te

c
h

n
e

” in
 N

o
m

o
d

e
ikte

s: G
re

e
k 

stu
d

ie
s in

 h
o

n
o

r o
f M

a
rtin

 O
stw

a
ld

 e
d

ite
d

 b
y R

. M
. R

o
se

n
 a

n
d

 J. Fa
rre

ll, Th
e

 

U
n

ive
rsity o

f M
ic

h
ig

a
n

 Pre
ss:369–378.

Ste
rn

-G
ille

t, S. 2004. 

“On
 (m

is)in
te

rp
re

tin
g

 Pla
to

's Io
n

.

” Ph
ro

n
e

sis 69:169-201

W
o

o
lf, R

. 1997. 

“The
 Se

lf in
 Pla

to
's Io

n
.

” Ap
e

iro
n

 30: 189–210.

注（
1
） 

ド
ニ
・
ユ
イ
ス
マ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
：﹁﹃
哲
学
原
理
﹄
の
著
者
デ
カ
ル
ト
が
そ
の
有
名
な
序

文
で
哲
学
の
木
を
描
い
た
よ
う
に
、
芸
術
哲
学
の
木
を
描
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
根
に
は

美
学
全
体
の
根
源
と
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
哲
学
を
置
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。﹂（
ユ
イ
ス
マ
ン1992, 

12

）。

（
2
） ﹁
け
れ
ど
も
、
も
し
ひ
と
が
、
技
巧
だ
け
で
立
派
な
詩
人
に
な
れ
る
も
の
と
信
じ
て
、
ム
ゥ
サ
の
神
々

の
授
け
る
狂
気
に
あ
ず
か
る
こ
と
な
し
に
、
詩
作
の
門
に
至
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
、
自
分
が
不
完
全

な
詩
人
に
終
わ
る
ば
か
り
で
な
く
、
正
気
の
な
せ
る
彼
の
詩
も
、
狂
気
の
人
々
の
詩
の
前
に
は
、
光
を

う
し
な
っ
て
消
え
去
っ
て
し
ま
う
の
だ
。﹂（﹃
パ
イ
ド
ロ
ス
﹄245a

5-8

、
引
用
は
藤
沢
令
夫
訳
か
ら
。

文
献
表
参
照
）。

（
3
） ﹃
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
﹄22b

-c

、﹃
国
家
﹄
第
十
巻
、595a

-607a

（
4
） ﹃
イ
オ
ン
﹄
の
攻
撃
対
象
の
特
定
が
専
門
家
の
間
で
は
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
他
の
対
話
篇

と
合
わ
せ
て
、
ホ
メ
ロ
ス
に
代
表
さ
れ
る
詩
人
や
詩
そ
の
も
の
が
批
判
対
象
だ
と
す
る
解
釈
が
あ
る

（W
o

o
d

ru
ff 1983, 10

）。
詩
人
が
持
つ
霊
的
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
擁
護
を
見
る
意
見
も
あ
る
が

（Ja
n

a
w

a
y 1992

）、
こ
の
よ
う
な
擁
護
や
、
霊
感
を
重
視
す
る
ロ
マ
ン
主
義
的
な
解
釈
を
﹃
イ
オ
ン
﹄

に
持
ち
込
む
こ
と
へ
の
徹
底
的
な
批
判
も
見
ら
れ
る
（Ste

rn
-G

ille
t 2004

）。
ま
た
、
知
識
あ
る
い

は
技
術
と
、
そ
れ
に
対
す
る
霊
感
と
い
う
対
立
軸
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
詩
に
肯
定
的
な
評
価
を
与

え
つ
つ
、
し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
が
後
に
そ
の
概
念
を
展
開
・
利
用
す
る
﹁
技
術
﹂（
テ
ク
ネ
ー
）
と
の

峻
別
を
強
調
す
る
解
釈
が
あ
る
（Ka

h
n

 1993

）。
対
話
篇
と
し
て
の
文
脈
の
展
開
を
重
く
み
つ
つ
、

吟
誦
詩
人
を
批
判
の
直
接
の
対
象
と
す
る
研
究
者
も
い
る
（C

a
p

u
c

c
in

o
 2011

）。
さ
ら
に
、﹁
語
る
﹂

と
い
う
こ
と
が
い
か
に
成
立
す
る
か
と
い
う
問
題
を
重
視
し
、
吟
誦
詩
人
を
語
る
者
と
し
て
議
論
の
対

象
に
し
た
と
い
う
考
察
が
あ
る
（
中
澤　

2001

）。
こ
の
場
合
に
は
、
知
識
の
教
師
を
自
称
す
る
﹁
ソ

フ
ィ
ス
ト
﹂
や
﹁
詩
人
﹂
達
も
語
る
こ
と
を
仕
事
と
す
る
者
と
し
て
、
同
じ
問
題
意
識
で
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
5
） M

u
rra

y 1996, 20.

（
6
） ﹃
イ
オ
ン
﹄
ギ
リ
シ
ア
語
テ
キ
ス
ト
はJo

h
n

 Bu
rn

e
t

校
訂O

xfo
rd

 C
la

ssic
a

l Te
xts

のPla
to

n
is 

O
p

e
ra

, vo
l. III

に
よ
る
（
文
献
表
を
参
照
）。
訳
文
に
は
森
進
一
訳
﹁
イ
オ
ン
﹂
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

筆
者
の
訳
を
用
い
た
。 

（
7
） C

a
p

u
c

c
in

o
 2011, 68-70.　

彼
女
も
伝
達
を
行
う
前
に
、
理
解
す
る
と
い
う
段
階
が
あ
る
こ
と
を

認
め
て
い
る
。
た
だ
し
強
調
点
は
、
理
解
す
る
こ
と
と
、
伝
達
す
る
こ
と
は
切
り
離
さ
れ
た
段
階
で
あ

る
こ
と
に
あ
る
（ib

id
., 68

）。
つ
ま
り
、
吟
誦
詩
人
は
ま
ず
理
解
し
、
そ
し
て
、
伝
達
す
る
。
そ
れ

故
に
、
こ
の
ヘ
ル
メ
ー
ネ
ウ
ス
と
い
う
語
は
、
二
番
目
の
段
階
の
伝
達
者
の
意
味
を
取
る
の
だ
と
思
わ

れ
る
。

（
8
） C

a
p

u
c

c
in

o
 2011, 69. 

ま
た
、﹃
イ
オ
ン
﹄531d

–532b

で
こ
の
議
論
が
み
ら
れ
る
。

（
9
） M

u
rra

y 1996, 102

、
ま
た
、 Rijksb

a
ro

n
 2007, 124–126

（
10
） R

ijksb
a

ro
n

も
﹃
イ
オ
ン
﹄
後
半
部
で
の
ヘ
ル
メ
ー
ネ
ウ
ス
を
も
ち
い
る
文
脈
の
違
い
に
言
及
し
て
い

る
：﹁
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
対
話
篇
の
二
番
目
の
部
分
全
体
は
、
イ
オ
ン
が
実
際
に
は
何
も
知

ら
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
働
き
が
あ
る
。﹂（R

ijksb
a

ro
n

 2007, 128

）

（
11
） C

a
p

u
c

c
in

o

は
﹃
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
﹄347e

1–7

を
挙
げ
て
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
書
か
れ
た
文
字

で
あ
る
詩
を
理
解
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
ホ
メ
ロ
ス
が
本
当
に
言
い
た
い
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（C

a
p

u
c

c
in

o
 2011, 69, n

.16

）。
し
か
し
、
本
稿
の
理
解
で
は
、
こ
の
テ

キ
ス
ト
一
は
実
際
の
可
能
性
で
は
な
く
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
規
範
的
な
要
求
を
述
べ
て
い
る
。
書
か
れ
た

文
字
は
反
論
が
で
き
な
い
以
上
、
作
者
が
本
当
に
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
突
き
止
め
る
こ
と
が
不
可

能
で
あ
る
に
し
て
も
、
吟
誦
詩
人
の
仕
事
が
価
値
を
持
つ
た
め
に
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
趣
旨
の
理
解
が
必
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要
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、﹃
イ
オ
ン
﹄
後
半
部
で
は
﹃
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
﹄
と
は

異
な
る
仕
方
で
、
イ
オ
ン
が
そ
れ
を
な
し
え
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
12
） 
中
澤 2001, 4–7

（
13
） 
中
澤 2001, 11–14

。
こ
の
点
はW

o
o

lf

が
重
視
す
る
点
で
も
あ
る
（W

o
o

lf 1997, 192–195

）。

（
14
） 

こ
の
テ
キ
ス
ト
三
と
後
に
続
く
、
画
家
、
彫
刻
家
、
吟
誦
詩
人
の
列
挙
の
箇
所
か
ら
、
詩
人
の
技
術
、

ま
た
、
吟
誦
詩
人
の
技
術
の
存
在
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
。Ja

n
a

w
a

y

は
詩
人
と
吟
誦
詩
人
の
技
術

を
プ
ラ
ト
ン
は
認
め
た
と
考
え
、
そ
れ
ら
の
美
し
さ
が
技
術
で
は
な
く
霊
感
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

も
の
と
し
た
（Ja

n
a

w
a

y 1992, 2

、
ま
た 22

）。
こ
の
解
釈
は
詩
人
や
吟
誦
詩
人
を
肯
定
的
に
評
価

す
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。Ste

rn
-G

ille
t

は
対
照
的
に
詩
人
や
吟
誦
詩
人
の
技
術
を
認
め
ず
、
テ
キ

ス
ト
三
を
こ
れ
ら
の
技
術
が
認
め
ら
れ
て
い
る
証
拠
と
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
（Ste

rn
-G

ille
t 

2004, 185

）。
本
稿
はSte

rn
-G

ille
t

に
賛
成
す
る
。
全
体
に
関
わ
る
と
い
う
特
徴
は
、
技
術
一
般
が

持
つ
特
性
で
あ
る
。
も
し
、
詩
作
の
技
術
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
全
体
に
関
わ
り
、
そ
し
て
、

イ
オ
ン
が
そ
れ
を
所
有
す
る
な
ら
ば
、
全
て
の
詩
人
達
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
オ
ン
が
結

果
と
し
て
他
の
詩
人
達
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
な
ら
ば
、
吟
誦
詩
人
の
技
術
が
存
在
し
よ

う
と
、
し
な
か
ろ
う
と
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
イ
オ
ン
は
技
術
を
持
っ
て
は
い
な
い
。Ste

rn
-G

ille
t

の
言
う
よ
う
に
、
仮
設
に
よ
る
議
論
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
吟
誦
の
技
術
の
存
在
を
積
極
的
に
肯
定

す
る
必
要
は
な
い
。

（
15
） ﹁
分
け
前
﹂
と
訳
し
た
モ
イ
ラ
（μοῖρα

）
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
宗
教
、
ま
た
運
命
観
に
も
関
係
す
る
非

常
に
重
要
な
語
と
な
る
。A

 G
re

e
k Le

xic
o

n

に
よ
れ
ば
、
こ
の
語
は
﹁
部
分
﹂（p

a
rt

）
や
﹁
割
り

当
て
﹂(sh

a
re

)

、
そ
し
て
、
人
間
の
生
の
割
り
当
て
、
す
な
わ
ち
、﹁
運
命
﹂（d

e
stin

y

）
を
意
味
す
る
。

さ
ら
に
、
人
間
の
運
命
や
、
死
を
定
め
る
運
命
の
女
神
を
も
意
味
す
る
。（Lid

d
e

ll, H
. G

. a
n

d
 

Sc
o

tt, R
. 1996. A

 G
re

e
k-En

g
lish

 Le
xic

o
n

. R
e

vise
d

 a
n

d
 a

u
g

m
e

n
te

d
 th

ro
u

g
h

o
u

t b
y 

Sir H
e

n
ry Stu

a
rt Jo

n
e

s w
ith

 th
e

 a
ssista

n
c

e
 o

f R
o

d
e

ric
k M

c
K

e
n

zie
. O

xfo
rd

: 

C
la

re
n

d
o

n
 Pre

ss.

）。
こ
こ
で
の﹁
モ
イ
ラ
﹂の
含
意
は
、割
り
当
て
の
意
味
を
強
く
と
っ
て
訳
し
た
。

同
様
の
訳
と
し
て
は
、
例
え
ば
、M

ille
r

は 

“by d
ivin

e
 d

isp
e

n
sa

tio
n

” 

と
訳
し
て
い
る
（M

ille
r 

1981, 10

）。
他
方
で
、
よ
り
積
極
的
な
意
味
を
示
唆
し
う
る
も
の
と
し
て
は
、
森
の
﹁
た
ま
た
ま
神

の
め
ぐ
み
と
し
て
あ
た
え
ら
れ
た
も
の
﹂（
森 1975, 130

）
やC

a
n

to

の 

“un
e

 fa
ve

u
r d

ivin
e

” 

と
い
う
も
の
が
あ
る
（C

a
n

to
 2001, 102, 150

）。
本
稿
で
は
モ
イ
ラ
と
い
う
語
は
後
の536c

1-2

の
箇
所
で
、
詩
人
達
が
特
定
の
ジ
ャ
ン
ル
の
詩
に
の
み
巧
み
で
あ
っ
て
、
他
の
も
の
に
関
し
て
は
そ
う

で
は
な
い
と
い
う
能
力
の
限
定
性
に
も
関
連
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、中
立
的
な
訳
語
を
選
択
し
た
。

（
16
） W

o
o

lf

は
﹃
イ
オ
ン
﹄
篇
に
は
自
己
概
念
に
つ
い
て
の
理
論
が
表
れ
て
い
る
と
言
う
（W

o
o

lf 1997,　

189

）。
彼
に
よ
れ
ば
、﹃
イ
オ
ン
﹄
と
﹃
メ
ノ
ン
﹄
の
両
対
話
篇
を
通
じ
て
、
知
識
の
み
が
人
に
自
己

で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
行
為
の
作
用
者
（a

g
e

n
t

）
と
し
て
の
身
分
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

W
o

o
lf

の
議
論
に
お
い
て
、
と
く
に
伝
達
者
と
し
て
の
詩
人
と
吟
誦
詩
人
の
評
価
は
重
要
に
な
る
。
テ

キ
ス
ト
六
で
は
、
神
の
み
が
伝
達
さ
れ
る
美
し
い
詩
の
真
の
語
り
手
で
あ
り
、
詩
人
や
吟
誦
詩
人
は
語

り
の
主
体
に
は
な
り
え
な
い
、
い
わ
ば
腹
話
術
の
人
形
で
あ
る
。W

o
o

lf

は
作
用
者
に
お
け
る
能
動
／

受
動
の
峻
別
を
重
視
す
る
（ib

id
., 194

）。
医
者
と
い
う
技
術
者
は
、
そ
の
技
術
に
関
わ
る
規
則
を
自

分
の
管
理
下
に
置
き
、
能
動
的
に
規
則
を
用
い
て
い
る
。
他
方
、
詩
人
と
吟
誦
詩
人
は
受
動
的
に
神
か

ら
割
り
当
て
ら
れ
た
霊
感
を
受
け
、
伝
え
て
い
る
。
イ
オ
ン
も
そ
の
時
に
は
﹁
我
を
忘
れ
た
状
態
﹂

（535b
7–c

1

）
に
あ
る
（ib

id
., 196

）。W
o

o
lf

の
議
論
は
プ
ラ
ト
ン
の
自
己
概
念
理
解
に
重
要
な
視

座
を
与
え
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
立
論
を
評
価
す
る
た
め
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
の
中
で
、
自
己
が

常
に
﹁
行
為
の
作
用
者
﹂
と
し
て
規
定
さ
れ
う
る
か
綿
密
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
詩
人
や
吟
誦
詩

人
が
奪
わ
れ
て
い
る
の
は
、詩
を
語
る
と
い
う
特
定
の
行
為
に
お
け
る
作
用
者
と
し
て
の
身
分
で
あ
る
。

自
己
は
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
行
為
の
中
に
の
み
、
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
17
） ﹃
イ
オ
ン
﹄
篇
で
詩
人
が
語
り
の
主
体
の
身
分
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
が
中
心
の
論
点
に
置
か
れ
て
い
る

一
方
で
、﹃
国
家
﹄
第
十
巻
で
は
﹁
模
倣
﹂（
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
）
を
行
う
も
の
と
し
て
批
判
を
な
さ
れ
て

い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
し
、﹃
国
家
﹄第
十
巻
の
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
論
に
対
し
て
、

プ
ラ
ト
ン
の
芸
術
論
一
般
を
読
み
込
む
議
論
を
、
荻
野
が
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
（
荻
野 1989, 5

）。

荻
野
の
論
点
で
重
要
な
の
は
、﹁
模
倣
﹂
と
い
う
概
念
を
用
い
た
﹃
国
家
﹄
の
議
論
で
も
、
問
題
視
さ

れ
て
い
る
の
は
詩
人
が
用
い
る
﹁
言
語
﹂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
（
荻
野 1989, 5, 15-17

）。
荻
野

に
よ
れ
ば
、
古
典
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
人
な
ら
ば
、
例
え
ば
﹁
正
義
﹂
と
い
っ
た
人
間
の
価
値
に
関
わ
る

語
の
意
味
を
、
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
に
代
表
さ
れ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
習
得
す
る
だ
ろ
う
（
荻
野　

1989, 15

）。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
様
々
な
徳
を
直
示
的
に
表
し
、
語
の
意
味
を
流
通
さ
せ
、
使
用
者
が

そ
れ
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
気
に
さ
せ
る
。
結
果
と
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
絶
え
ず
要
求
し
た
、
正

義
や
徳
と
い
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
の
﹁
何
か
？
﹂
と
い
う
根
本
的
な
問
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
遮
断
し
て

し
ま
う(ib

id
., 17)

。﹃
イ
オ
ン
﹄
で
も
問
題
と
な
る
の
は
、
詩
人
と
吟
誦
詩
人
が
言
葉
を
通
じ
て
伝

達
を
行
う
際
に
、
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
の
理
解
と
主
体
性
が
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
聴

衆
を
も
巻
き
込
ん
だ
狂
気
の
伝
達
構
造
全
体
で
あ
っ
た
。
言
語
に
対
す
る
態
度
を
詩
人
批
判
の
焦
点
と

す
る
荻
野
の
理
解
は
、﹃
イ
オ
ン
﹄
と
﹃
国
家
﹄
を
貫
く
問
題
の
把
握
を
可
能
に
す
る
。

（
18
） M

u
rra

y 1997, 130

を
参
照
。

（
19
） 

訳
文
は
岩
波
書
店
﹃
プ
ラ
ト
ン
全
集
﹄
第
一
巻
中
の
松
永
雄
二
訳
よ
り
引
用
し
た
。

（
20
） G

o
n

za
le

z

は
﹃
イ
オ
ン
﹄
と
﹃
パ
イ
ド
ロ
ス
﹄
に
見
ら
れ
る
、
狂
気
・
神
が
か
り
に
関
す
る
異
な
る

評
価
の
理
由
を
、
哲
学
者
と
詩
人
が
持
つ
狂
気
の
違
い
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。G

o
n

za
le

z

は
哲
学
者

も
詩
人
も
と
も
に
狂
気
を
持
ち
う
る
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
哲
学
者
の
狂
気
は
思
考
や
理
性
的
能

力
を
欠
い
て
い
な
い
点
で
詩
人
の
狂
気
と
は
異
な
る
（G

o
n

za
le

z 2011, 103

）。　

（
21
） G

o
n

za
le

z

も
同
様
の
解
釈
を
し
て
い
る
：﹁
哲
学
者
は
、
神
の
受
動
的
な
代
弁
者
に
な
っ
て
し
ま
い
、

そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
彼
自
身
と
、
彼
の
理
性
を
失
う
危
険
に
抵
抗
し
な
が
ら
、
神
的
霊
感
を
受
け
い
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。﹂（G

o
n

za
le

z 2011, 105

）。
こ
の
こ
と
は
本
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、﹃
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
弁
明
﹄
や
﹃
パ
イ
ド
ン
﹄
と
い
っ
た
他
の
対
話
篇
に
も
見
ら
れ
る
態
度
で
あ
る
。

（
22
） 
本
稿
の
作
成
と
同
時
期
に
、
学
習
院
大
学
の
小
島
和
男
氏
、
田
代
嶺
氏
と
﹃
イ
オ
ン
﹄
テ
キ
ス
ト
翻
訳

の
検
討
を
行
い
、
多
大
な
る
ご
教
示
を
受
け
た
。
御
礼
申
し
上
げ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
に
お
け
る
、

訳
の
誤
り
に
つ
い
て
の
責
任
は
全
て
筆
者
に
あ
る
。




