
（37）　テオクリトスの『バッカイ』におけるディオニューソスの秘儀

テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
「
バ
ッ
カ
イ
」

イ
ー
ノ
ー
と
ア
ウ
ト
ノ
エ
ー
、
そ
し
て
自
い
類
の
ア
ガ
ウ

エ
ー

三
人
が
、
山
へ
三
組
の
女
た
ち
を
率
い
て
い
っ
た
。

よ
く
茂
っ
た
樫
の
木
か
ら
た
く
さ
ん
葉
の
つ
い
た
枝
を
折

り生
き
生
き
し
た
き
づ
た
と
、
地
上
に
生
え
る
不
凋
花
も

浄
い
野
原
に
十
二
の
祭
壇
を
つ
く
る
た
め
　
　
　
　
五

セ
メ
レ
ー
に
三
つ
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
に
九
つ

そ
し
て
籠
か
ら
手
作
り
の
さ
さ
げ
も
の
を
取
り
出
し
て

う
や
う
や
し
く
、
で
き
た
ば
か
り
の
祭
壇
に
お
く
。

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
教
え
の
通
り
、
神
の
心
に
か
な
う

よ
う
。

に
お
け
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
秘
儀

　
　
　
　
　
古
　
澤
　
ゆ
　
う
　
子

と
こ
ろ
が
ペ
ン
テ
ウ
ス
が
、
崖
の
上
か
ら
す
べ
て
を
見
て

い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

近
く
に
あ
っ
た
マ
ス
テ
ィ
ク
ス
の
藪
に
か
く
れ
。

最
初
に
ア
ウ
ト
ノ
エ
ー
が
気
が
つ
い
て
、
恐
ろ
し
い
叫
ぴ

を
あ
げ
た

狂
乱
の
バ
ヅ
コ
ス
の
聖
具
を
け
ち
ら
そ
う
と
す
ぐ
走
る

不
浄
な
目
に
ふ
れ
て
は
な
ら
ぬ
も
の

狂
気
が
彼
女
を
と
ら
え
、
す
ぐ
に
も
狂
気
が
他
の
女
た
ち

を
と
ら
え
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五

ペ
ン
テ
ウ
ス
は
恐
怖
に
駆
ら
れ
逃
げ
出
し
た
が
、
女
た
ち

は追
い
か
け
る
、
衣
を
帯
に
は
さ
ん
で
、
ひ
ざ
ま
で
か
ら
げ
。
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そ
こ
で
ベ
ン
テ
ウ
ス
は
声
を
あ
げ
た
。
「
女
た
ち
よ
、
ど

う
し
よ
う
と
い
う
の
だ
」

ア
ウ
ト
ノ
エ
ー
は
言
う
。
「
聞
く
よ
り
早
く
、
思
い
知
ら

せ
て
や
ろ
う
」

そ
し
て
、
児
を
産
ん
だ
ぱ
か
り
の
雌
獅
子
の
よ
う
な
う
な

り
声
を
あ
げ
な
が
ら
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

母
が
息
子
の
首
を
も
ぎ
と
っ
た
。

イ
ー
ノ
ー
は
足
を
ペ
ン
テ
ウ
ス
の
腹
に
か
け
、
肩
服
骨
と

、
つ
し
よ
こ

し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

腕
を
引
き
抜
い
た
。
ア
ウ
ト
ノ
エ
ー
も
同
じ
こ
と
を
す
る
。

他
の
女
た
ち
が
、
の
こ
り
の
肉
を
分
け
合
っ
た
。

そ
れ
か
ら
、
テ
ー
バ
イ
の
町
へ
、
み
な
血
塗
れ
で
た
ど
り

つ
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五

山
か
ら
連
れ
帰
っ
た
の
は
ペ
ン
テ
ウ
ス
で
は
な
い
、
ペ
ン

テ
ー
マ
（
悲
し
み
）
だ
。

で
も
私
は
気
に
か
け
な
い
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
に
憎
ま

れ
る
も
の
は

こ
れ
よ
り
も
っ
と
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
た
と
て
、
か
ま
わ
な

い
。

九
つ
か
十
に
な
る
少
年
だ
と
し
て
も
。

私
自
身
は
浄
ら
か
で
、
浄
ら
な
人
の
好
意
を
受
け
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

敬
神
の
子
等
に
は
望
ま
し
い
運
命
、
不
敬
な
や
か
ら
に
は

不
運
。

ア
イ
ギ
ス
ふ
る
う
ぜ
ウ
ス
の
鷲
が
誉
れ
を
持
つ
よ
う
に
。

ご
き
げ
ん
よ
う
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
、
雪
を
い
た
だ
く

ド
ラ
カ
ノ
ス
山
で

ゼ
ウ
ス
大
神
が
、
巨
犬
な
も
も
を
開
い
て
あ
な
た
を
産
み

出
し
た
。

う
る
わ
し
い
セ
メ
レ
ー
よ
、
ご
き
げ
ん
よ
う
、
そ
し
て
あ

な
た
の
姉
妹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五

カ
ド
モ
ス
の
娘
御
も
、
多
く
の
名
婦
の
あ
い
だ
で
語
ら
れ

る
。デ

ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
に
か
り
た
て
ら
れ
て
、
な
し
と
げ
た

行
い
は

何
の
答
も
な
い
。
神
々
の
業
を
と
が
め
る
も
の
は
い
な
い
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ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
詩
人
の
な
か
に
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ

ァ
の
図
書
館
で
古
代
文
献
の
記
さ
れ
た
バ
ビ
ル
ス
の
巻
物
を
収

集
し
注
釈
を
ほ
ど
こ
し
て
い
た
文
献
学
老
の
よ
う
な
も
の
も
い

た
。
こ
の
時
代
の
文
学
作
品
の
解
釈
に
は
、
そ
の
た
め
も
あ
っ

て
、
他
の
時
代
と
は
異
な
る
困
難
が
つ
き
ま
と
う
。
伝
説
や
文

献
に
関
す
る
豊
富
な
知
識
を
、
作
老
も
読
老
も
共
有
し
た
は
ず

と
前
提
さ
れ
、
知
識
人
の
啓
蒙
性
、
た
と
え
ぱ
伝
統
的
な
宗
教

へ
の
批
判
と
い
っ
た
も
の
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
テ
オ

ク
リ
ト
ス
の
第
二
六
歌
『
バ
ヅ
カ
イ
』
も
、
解
釈
老
の
間
に
さ

ま
ざ
ま
な
論
議
を
よ
ん
で
き
た
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
と
テ
ー

バ
イ
王
家
に
ま
つ
わ
る
有
名
な
神
話
伝
説
を
題
材
に
し
て
い
る

が
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
宗
教
観
と
関
連
し
て
、
こ
の
神
話
の
あ

つ
か
い
が
解
釈
の
焦
点
と
な
る
。
牧
歌
詩
の
創
姶
老
と
も
い
わ

れ
る
テ
オ
ク
リ
ト
ス
に
は
、
羊
飼
や
田
園
風
景
や
市
井
の
生
活

を
描
く
詩
作
品
が
多
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
種
の
詩
に
も
、
牧

神
バ
ー
ン
、
牛
飼
や
羊
飼
の
伝
説
的
詩
人
、
コ
マ
タ
ス
や
ダ
フ

ニ
ス
の
神
話
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
し
（
一
、
六
、
七
歌
）
、

ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
に
登
場
す
る
一
つ
眼
巨
人
キ
ュ
ク
ロ
ー
プ

ス
が
恋
に
悩
む
羊
飼
の
一
人
と
し
て
、
描
か
れ
る
作
晶
も
あ
る

（
六
、
一
一
歌
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
牧
歌
詩
が
ま
っ
た
く
神
話
的
要

素
を
持
た
な
い
と
い
う
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
し
か
し
、

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
は
こ
の
よ
う
な
牧
歌
的
神
話
の
神
で
は
な

い
。
そ
し
て
、
コ
マ
タ
ス
や
ダ
フ
ニ
ス
の
よ
う
に
、
た
ぷ
ん
テ

オ
ク
リ
ト
ス
の
故
郷
シ
チ
リ
ア
の
み
で
知
ら
れ
て
い
た
、
せ
ま

い
地
域
の
伝
説
の
主
人
公
で
も
な
い
。
二
二
歌
や
二
四
歌
に
登

場
す
る
へ
ー
ラ
ク
レ
ー
ス
や
、
二
三
歌
の
双
子
神
デ
ィ
オ
ス
ク

ー
ロ
イ
や
、
一
八
歌
の
ヘ
レ
ネ
ー
同
様
、
全
ギ
リ
シ
ア
的
神
話

伝
説
の
、
正
統
的
な
神
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
神
が
母
の
実

家
の
テ
ー
バ
イ
王
家
に
悲
劇
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
伝
説
も
、

テ
ー
バ
イ
と
い
う
一
地
域
に
か
か
わ
る
と
は
い
え
、
コ
マ
タ
ス

や
ダ
フ
ニ
ス
の
神
話
と
は
比
べ
よ
う
も
な
い
く
ら
い
よ
く
知
ら

れ
た
題
材
で
あ
る
。
こ
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
神
性
と
人
と

の
関
わ
り
を
テ
才
ク
リ
ト
ス
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。

　
詩
の
前
半
で
テ
オ
ク
リ
ト
ス
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
信

者
の
女
た
ち
、
バ
ヅ
カ
イ
の
儀
式
の
様
子
、
そ
し
て
、
実
の
母

親
と
叔
母
た
ち
に
五
体
を
引
き
裂
か
れ
る
ペ
ン
テ
ウ
ス
の
無
惨

な
死
を
描
く
。
そ
の
あ
と
二
七
行
か
ら
詩
人
自
身
の
所
見
が
述
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べ
ら
れ
、
三
三
行
か
ら
は
神
へ
の
呼
ぴ
か
け
と
と
も
に
讃
歌
の

形
式
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
七
、
二
八
行
に
お
け
る
詩
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

私
見
の
表
明
は
、
あ
ま
り
に
冷
酷
だ
と
の
印
象
を
あ
た
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
詩
に
描
か
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
格
別
の
罪
を

お
か
し
た
と
も
み
え
な
い
ペ
ン
テ
ウ
ス
が
、
自
分
を
産
ん
だ
母

親
と
身
内
か
ら
、
受
け
る
残
酷
な
仕
打
ち
と
、
神
の
理
不
尽
を

責
め
よ
う
と
せ
ず
、
こ
の
出
来
事
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
全

面
的
賛
意
を
表
す
る
詩
人
の
態
度
に
対
す
る
疑
問
が
生
ず
る
。

ま
さ
に
こ
の
疑
問
の
解
決
を
め
ぐ
っ
て
、
二
六
歌
の
解
釈
の
議

論
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
全
面
的
な
神
肯
定
は
、
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
　
。
ケ
イ
ト

さ
れ
た
イ
ン
テ
リ
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、

ゆ
え
に
二
七
行
以
下
に
は
、
表
面
に
現
れ
て
い
な
い
な
に
か
裏

の
意
味
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
考
え
る
解
釈
老
は
多
い
。
ま
ず
、

こ
の
詩
は
讃
歌
と
い
う
文
学
形
式
に
の
っ
と
っ
て
歌
わ
れ
て
い

る
の
で
、
伝
統
的
表
現
と
作
老
自
身
の
見
解
と
の
関
係
は
不
連

続
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
部
分
は
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
ア
イ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

二
ー
で
あ
っ
て
、
反
語
的
表
現
だ
と
の
説
も
あ
る
。
し
か
し
、

二
六
行
の
「
私
は
気
に
か
け
な
い
」
は
、
明
ら
か
に
個
人
的
見

解
を
述
べ
て
い
る
と
し
か
解
せ
な
い
。
ど
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
も

詩
人
自
身
の
意
図
す
る
も
の
を
表
現
す
る
た
め
に
つ
く
り
あ
げ

ら
れ
て
き
た
は
ず
で
、
も
し
内
容
に
お
い
て
も
詩
句
の
言
い
回

し
に
お
い
て
も
ジ
ャ
ン
ル
の
形
式
に
し
ぱ
ら
れ
て
意
図
す
る
も

の
が
表
現
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
ジ
ャ
ン
ル
の
問
題

で
は
な
く
道
具
を
使
い
こ
な
せ
な
い
詩
人
の
能
力
の
問
題
で
あ

る
。
そ
し
て
、
特
に
讃
歌
と
い
う
形
式
は
、
詩
人
の
私
見
を
直

接
表
現
す
る
こ
と
が
少
な
い
他
の
ギ
リ
シ
ア
古
代
文
学
の
ジ
ャ

ン
ル
、
た
と
え
ぱ
叙
事
詩
や
悲
劇
と
は
異
な
り
、
神
話
伝
説
に

関
連
づ
け
て
、
自
分
の
考
え
を
歌
い
上
げ
る
こ
と
も
で
き
る
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

テ
オ
ク
リ
ト
ス
も
実
際
そ
う
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
詩
人
の
見
解
が
反
語
的
表
現
を
と
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
れ
ぱ
ど
う
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
際
、
こ
れ
を
ア
イ
ロ
ニ
ー
だ
と
す
る
解
釈
は
慎
重
に
な

さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
一
八
世
紀
以
降
の
西
洋
文
学
や
文
献
学

的
批
判
で
用
い
ら
れ
る
「
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
と
は
、
詩
的
世
界
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

お
け
る
詩
人
の
無
限
の
自
由
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
哲

学
の
一
面
的
理
解
に
よ
り
、
ロ
マ
ン
派
以
後
の
詩
人
た
ち
は
、

詩
的
創
造
に
か
か
わ
る
認
識
も
感
情
も
、
自
身
の
意
識
の
世
界
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に
の
み
存
在
し
、
そ
の
主
観
的
感
覚
と
客
観
的
現
実
は
一
致
不

可
能
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
純
粋
に
主
観
的

な
詩
的
精
神
の
創
造
と
虚
構
の
世
界
に
集
中
し
た
詩
が
創
作
さ

れ
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
表
現
方
法
が
定
着
し
た
。
こ
の
よ
う

な
姿
勢
は
、
た
と
え
ぱ
、
詩
作
す
る
主
体
が
文
学
的
虚
構
を
破

壊
す
る
こ
と
に
よ
り
、
表
現
さ
れ
た
対
象
物
に
対
す
る
直
接
的

な
感
動
を
疑
問
視
さ
せ
破
壊
す
る
と
い
う
、
ロ
マ
ン
派
の
ア
イ

ロ
ニ
ー
の
特
徴
に
あ
ら
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
近
代

的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
詩
作
品
に
直
接
あ
て

は
め
る
こ
と
は
、
避
け
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
ホ
ル
ス
ト
マ
ン
の
主

張
す
る
よ
う
な
文
学
的
技
巧
、
す
な
わ
ち
、
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
伝
説
や
叙
事
詩
の
引
用
を
使
っ
て
、
一
見
現
実
的
に
描
か
れ

て
い
る
対
象
物
を
、
フ
ィ
ク
シ
冒
ン
の
領
域
に
追
い
や
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
疎
外
の
効
果
を
ね
ら
う
、
こ
の
よ
う
な
ア

イ
ロ
ニ
ー
が
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
詩
に
見
い
だ
さ
れ
る
か
は
、
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

学
史
的
観
点
か
ら
い
っ
て
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。

　
同
じ
く
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
反
対
す
る
主
張
に
は
、
こ
の
詩
が
ア

レ
ク
サ
ン
ド
リ
ァ
の
支
配
者
で
あ
っ
た
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
・
フ

ィ
ラ
デ
ル
フ
ォ
ス
に
、
何
ら
か
の
意
味
で
敬
意
を
示
す
も
の
だ

か
ら
王
の
権
威
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
よ
う
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
が

用
い
ら
れ
た
は
ず
は
な
い
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
の
解
釈
も
、

近
代
的
な
意
味
で
の
文
学
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、
そ
も
そ
も
テ
オ

ク
リ
ト
ス
の
詩
に
見
い
だ
さ
れ
な
い
と
い
う
前
提
の
う
え
に
た

っ
て
検
討
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
が

ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
・
ソ
フ
ィ
ス
ト
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
し
、
こ

の
詩
は
最
初
か
ら
神
正
論
（
ま
8
昌
ξ
）
で
つ
ら
ぬ
か
れ
て
お

り
、
そ
の
調
子
も
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
と
解
釈
で
き
る
ほ
ど
、
誇
張

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
、
グ
リ
フ
ィ
ス
の
意
見
は

　
　
　
　
（
6
）

説
得
力
を
持
っ
。
ま
た
、
こ
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
讃
歌
は
テ

オ
ク
リ
ト
ス
の
バ
ト
ロ
ン
だ
っ
た
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
ニ
世
に
対

す
る
讃
歌
の
変
形
で
あ
る
、
と
の
グ
リ
フ
ィ
ス
の
所
見
は
、
さ

ら
な
る
検
討
に
あ
た
い
す
る
。
グ
リ
フ
ィ
ス
は
、
こ
の
詩
に
お

い
て
讃
え
ら
れ
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
が
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス

と
ま
っ
た
く
同
一
視
さ
れ
て
は
い
な
い
ま
で
も
、
近
し
い
関
わ

り
を
も
つ
神
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
は
、

デ
ィ
ォ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
を
、
エ
ジ
プ
ト
の
神
と
同
化
さ
せ
ず
に
純

粋
に
ギ
リ
シ
ア
的
な
正
義
の
神
と
描
き
、
そ
の
視
点
で
賞
賛
す

る
こ
と
を
通
じ
て
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
文
化
政
策
が
オ
リ
ェ
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（
7
）

ン
ト
風
に
な
ぴ
く
傾
向
を
い
さ
め
る
意
図
を
も
つ
と
主
張
す
る
。

詩
句
の
綿
密
な
検
討
と
時
代
背
景
お
よ
ぴ
当
時
の
神
話
伝
説
に

関
す
る
深
い
考
察
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
、
傾
聴
す
べ
き
説
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

　
詩
人
と
バ
ト
ロ
ン
の
関
係
が
、
追
従
者
と
保
護
者
の
役
割
の

み
に
つ
き
な
い
こ
と
は
、
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
生
活
の
資
を
支

配
老
か
ら
受
け
る
宮
廷
詩
人
も
、
自
分
の
作
詩
の
目
的
は
お
も

ね
り
と
追
従
で
は
な
く
、
国
家
政
治
や
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
を

作
品
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
と
認
識
し
、
と
き
に
は

王
や
貴
族
の
姿
勢
に
批
判
を
つ
き
つ
け
た
二
と
が
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
求
職
の
詩
と
も
解
釈
さ
れ
る
第
一
六

歌
「
ヒ
エ
ロ
ン
讃
歌
」
に
お
い
て
は
、
詩
人
は
戦
い
を
こ
と
と

す
る
ヒ
エ
ロ
ン
に
対
し
て
、
国
を
平
和
に
導
く
か
ら
こ
そ
ヒ
エ

ロ
ン
の
戦
勝
が
た
た
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
戦
術
や
武
術
自
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

が
尊
ぱ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
さ
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
二
六
歌
が
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
に
む
す
び
つ

け
た
プ
ト
レ
マ
ィ
ォ
ス
賛
美
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
こ
に
な
ん

ら
か
の
勧
告
や
教
示
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
は
否
定

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
六
歌
は
プ
ト
レ
マ
ィ
ォ
ス
の
宗

教
ま
た
は
文
化
政
策
の
オ
リ
エ
ン
ト
化
へ
の
批
判
と
い
う
解
釈

だ
け
で
は
汲
み
つ
く
さ
れ
な
い
も
の
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
こ
と

ぱ
を
変
え
て
言
え
ぱ
、
グ
リ
フ
ィ
ス
が
「
ギ
リ
シ
ア
的
正
義
の

神
」
と
解
す
る
、
こ
の
詩
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
性
格
と
そ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
問
わ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
ペ
ン
テ
ウ
ス
の
悲
劇
の
伝
説
を
あ
つ
か
っ
て
名
高
い
の
は
、

エ
ウ
リ
ビ
デ
ー
ス
の
悲
劇
『
バ
ヅ
カ
イ
』
で
あ
る
。
こ
の
悲
劇

と
の
比
較
は
、
二
六
歌
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
い
う
意

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

味
で
も
犬
変
興
味
深
い
。
テ
オ
ク
リ
ト
ス
と
エ
ウ
リ
ビ
デ
ー
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

の
関
係
に
関
し
て
は
、
影
響
が
証
明
さ
れ
な
い
と
す
る
説
か
ら
、

エ
ウ
リ
ピ
デ
ー
ス
の
悲
劇
に
接
し
た
衝
撃
が
明
確
に
あ
ら
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

て
い
る
印
象
記
だ
と
す
る
主
張
ま
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

テ
オ
ク
リ
ト
ス
が
エ
ウ
リ
ピ
デ
ー
ス
の
作
品
を
ま
っ
た
く
知
ら

な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
テ
オ
ク
リ
ト
ス
は
同
時
代
の
詩

人
カ
リ
マ
コ
ス
と
は
異
な
り
、
常
時
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
図

書
館
に
で
は
い
り
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
古
典

時
代
の
悲
劇
作
家
の
作
品
に
触
れ
ず
に
す
む
こ
と
は
な
か
っ
た

510
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と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
題
材
を
取
り
あ
げ
る
に
際
し
て

は
、
他
の
古
代
詩
人
同
様
、
こ
の
伝
説
を
歌
う
べ
き
彼
な
り
の

理
由
と
独
自
の
視
点
を
持
ち
、
そ
れ
を
表
現
し
よ
う
と
試
み
た

に
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
、
テ
ー
バ
イ
王
家
の
伝
説
が
ど
ん
な

に
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
と
も
、
詩
に
う
た
わ
れ
る
と
き
に
は
、

創
作
で
あ
る
。
同
じ
人
物
の
運
命
を
吟
じ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
似

詩
人
に
よ
っ
て
異
な
る
切
り
口
と
意
図
が
あ
ら
わ
に
な
る
。
エ

ウ
リ
ビ
デ
ー
ス
は
千
数
百
行
を
つ
い
や
し
悲
劇
と
い
う
形
式
で

描
い
た
が
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
は
三
八
行
の
詩
で
ペ
ン
テ
ウ
ス
の

死
と
彼
自
身
の
見
解
を
う
た
っ
た
。

　
カ
リ
マ
コ
ス
や
ア
ポ
ロ
ー
ニ
オ
ス
・
ロ
デ
ィ
オ
ス
を
巻
き
込

ん
で
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
詩
論
争
は
、

最
近
の
研
究
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
詩
の
長

短
の
優
劣
も
し
く
は
題
材
が
伝
統
的
神
話
伝
説
か
卑
近
な
現
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
日
常
生
活
か
を
争
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
カ
リ
マ
コ
ス
や

テ
オ
ク
リ
ト
ス
が
比
較
的
短
い
詩
で
、
周
辺
地
方
の
祭
祀
や
伝

説
や
市
井
の
人
々
を
題
材
に
う
た
う
の
を
好
ん
だ
の
は
、
ホ
メ

ロ
ス
や
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
長
篇
叙
事
詩
の
形
式
そ
の
も
の
に
批
判

的
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
ま
た
、
英
雄
の
武
勲
や
神
々
の
業

と
い
っ
た
古
来
の
テ
ー
マ
自
体
に
飽
き
た
ら
な
か
っ
た
か
ら
で

も
な
い
。
長
篇
と
い
う
形
式
や
伝
統
的
題
材
の
み
を
踏
襲
し
て

よ
し
と
す
る
、
同
時
代
の
亜
流
詩
人
の
作
品
を
批
判
し
た
の
で

あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
『
詩
学
』
の
な
か
で
、
ホ
メ
ロ
ス

が
統
一
性
を
も
っ
た
事
柄
だ
け
を
取
り
出
し
て
、
中
心
に
な
る

テ
ー
マ
を
定
め
て
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
や
『
イ
ー
リ
ア
ス
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

を
う
た
っ
た
と
称
賛
し
て
い
る
。
つ
ま
り
ト
ロ
イ
ヤ
戦
争
の
発

端
か
ら
ト
ロ
イ
ヤ
陥
落
ま
で
を
冗
漫
に
語
っ
た
り
、
オ
デ
ュ
ッ

セ
ウ
ス
の
生
涯
に
起
こ
っ
た
事
件
を
す
べ
て
時
間
的
経
過
に
し

た
が
っ
て
述
べ
る
こ
と
を
せ
ず
、
ア
キ
レ
ウ
ス
の
怒
り
や
オ
デ

ュ
ヅ
セ
ウ
ス
の
帰
国
ま
ぎ
わ
の
数
十
日
間
に
ね
ら
い
を
さ
だ
め

て
、
叙
事
詩
の
構
造
を
つ
く
り
あ
げ
た
そ
の
才
能
を
た
た
え
て

い
る
の
だ
。
テ
オ
ク
リ
ト
ス
も
詩
行
の
数
は
異
な
っ
て
い
よ
う

と
も
、
ホ
メ
ロ
ス
と
同
様
、
中
心
テ
ー
マ
の
さ
だ
ま
っ
た
統
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竈
）

と
調
和
の
と
れ
た
作
品
を
め
ざ
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
一
万
数
千
行
の
叙
事
詩
と
数
十
行
の
短
詩
で
は
、

お
の
ず
か
ら
作
詩
技
術
も
態
度
も
ち
が
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
定

型
句
を
用
い
て
膨
大
な
詩
行
を
編
み
上
げ
て
い
っ
た
ホ
メ
ロ
ス

と
は
異
な
り
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
は
一
行
一
句
を
選
ぴ
抜
き
磨
き
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上
げ
て
い
っ
た
。
そ
の
際
、
題
材
と
な
る
ト
ロ
イ
ヤ
戦
争
等
の

伝
説
に
関
す
る
聴
衆
や
読
老
の
知
識
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の

は
、
ホ
メ
回
ス
の
場
合
も
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
場
合
も
同
じ
で
あ

る
。
ホ
メ
ロ
ス
の
時
代
の
聴
衆
と
い
え
ど
も
ヘ
レ
ネ
ー
や
ア
キ

レ
ウ
ス
や
オ
デ
ュ
ヅ
セ
ウ
ス
の
出
自
と
運
命
に
つ
い
て
、
充
分

な
知
識
を
有
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
を
聞
い
て

も
前
後
関
係
を
承
知
で
き
た
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
詩
の
受
け
手

に
題
材
に
関
す
る
前
知
識
を
要
求
す
る
の
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時

代
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
叙
事
詩
や
悲
劇
の

作
品
を
受
け
継
ぎ
、
さ
ら
に
は
文
献
学
的
作
業
を
始
め
た
ア
レ

ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
詩
人
た
ち
の
作
風
が
、
過
去
の
文
学
作
品
を

特
定
し
て
暗
示
し
、
そ
の
内
容
に
依
拠
す
る
本
歌
取
り
の
傾
向

を
強
め
た
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う

な
や
り
方
を
通
じ
て
テ
オ
ク
リ
ト
ス
が
、
古
典
的
英
雄
世
界
と

日
常
生
活
の
偽
統
合
を
表
現
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
伝
統
的
神
話

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

世
界
と
現
代
の
不
調
和
を
あ
ぱ
き
だ
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
と

い
っ
た
意
見
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
先
時
代
の
偉
大

な
作
品
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
自
身
の
作
品

と
彼
が
描
く
世
界
に
奥
行
き
と
広
が
り
を
持
た
せ
る
こ
と
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

図
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
二
六
歌
に
も
ど
る
と
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
は
二
六
行
で
ペ

ン
テ
ウ
ス
の
死
と
い
う
出
来
事
を
語
り
終
わ
っ
て
い
る
。
テ
ー

バ
イ
伝
説
に
関
す
る
一
般
的
知
識
を
前
提
に
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
が
、
こ
こ
に
は
テ
オ
ク
リ
ト
ス
が
こ
の
伝
説
を
語
る
の
に
是

非
必
要
と
み
な
し
た
事
柄
し
か
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
は
ず

で
あ
る
。
一
～
九
行
ま
で
は
テ
ー
バ
イ
の
女
た
ち
が
デ
ィ
オ
ニ

ュ
ー
ソ
ス
の
儀
式
を
行
う
様
子
、
十
～
十
一
行
で
女
た
ち
を
う

か
が
う
ペ
ン
テ
ウ
ス
、
十
二
行
か
ら
ペ
ン
テ
ウ
ス
を
発
見
し
た

女
た
ち
の
追
跡
と
惨
殺
が
描
か
れ
て
い
る
。
テ
オ
ク
リ
ト
ス
が

こ
の
ペ
ン
テ
ウ
ス
の
運
命
を
む
ご
い
も
の
と
み
な
し
て
い
る
こ

と
は
、
二
十
六
行
の
、
「
か
な
し
み
（
ペ
ン
テ
ー
マ
）
」
と
、
二

十
八
行
の
「
こ
れ
よ
り
も
っ
と
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
た
と
て
」
の

詩
句
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
私
は

気
に
か
け
な
い
」
（
二
十
七
行
）
し
、
「
か
ま
わ
な
い
」
（
二
十
八

行
）
と
言
う
。
そ
れ
と
い
う
の
も
ペ
ン
テ
ウ
ス
は
「
デ
ィ
オ
ニ

ュ
ー
ソ
ス
に
憎
ま
れ
る
も
の
」
（
二
十
七
行
）
だ
っ
た
か
ら
で

（
1
7
）

あ
る
。
つ
ま
り
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
に
と
っ
て
、
神
々
に
憎
ま
れ

512
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た
も
の
は
、
ど
の
よ
う
に
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
て
も
、
理
不
尽
で

は
な
い
と
言
う
の
だ
。

　
そ
れ
で
は
、
ペ
ン
テ
ウ
ス
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
に
憎
ま
れ

る
ど
ん
な
罪
を
お
か
し
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
エ
ウ
リ
ビ
デ
ー

ス
の
悲
劇
で
は
、
ペ
ン
テ
ウ
ス
が
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
を
神
と

認
め
ず
、
信
者
の
一
人
に
姿
を
変
え
た
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
を

投
獄
す
る
場
面
が
あ
る
。
ま
た
、
女
装
し
て
、
テ
ー
バ
イ
の
女

信
者
た
ち
の
姿
を
の
ぞ
き
に
ゆ
く
と
き
は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ

ス
自
身
に
そ
そ
の
か
さ
れ
、
催
眠
術
を
か
け
ら
れ
た
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ベ
ン
テ
ウ
ス
に
く
だ
さ
れ
た
罰
の
原

因
は
、
ペ
ン
テ
ウ
ス
が
叔
母
セ
メ
レ
ー
の
息
子
を
ぜ
ウ
ス
の
子

と
認
め
ず
敬
い
も
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
と
、
は
っ
き
り
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
詩
に
は
、
ペ
ン
テ
ウ
ス
が

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
自
身
に
乱
暴
を
は
た
ら
い
た
り
、
信
老
に

迫
害
を
加
え
た
り
し
た
こ
と
に
は
、
少
し
も
言
及
さ
れ
て
い
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
ベ
ン
テ
ウ
ス
の
行
状
に
関
す
る
伝
説
が
広
ま

っ
て
い
て
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
は
く
わ
し
く
触
れ
る
必
要
が
な
か

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
周
知
の
伝
説
の

人
物
の
運
命
が
、
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
起
こ
っ
た
か
を
個
々
の

詩
人
な
り
に
語
る
、
新
し
い
解
釈
の
提
供
が
創
作
の
動
機
で
あ

る
と
す
れ
ぱ
、
他
の
作
品
に
関
す
る
知
識
の
助
け
を
借
り
る
前

に
、
こ
の
詩
自
体
の
な
か
に
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
が
言
わ
ん
と
し

た
ベ
ン
テ
ウ
ス
の
死
の
理
由
を
探
さ
ね
ぱ
な
る
ま
い
。

　
す
る
と
、
ペ
ン
テ
ウ
ス
が
女
た
ち
に
追
わ
れ
殺
さ
れ
た
の
は
、

十
、
十
一
行
に
あ
る
よ
う
に
、
崖
の
上
の
藪
の
陰
に
か
く
れ
て
、

儀
式
を
見
て
い
た
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
エ

ウ
リ
ピ
デ
ー
ス
の
悲
劇
で
は
、
神
の
声
が
響
き
わ
た
っ
て
、
女

た
ち
に
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
と
祭
祀
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る

も
の
へ
の
復
讐
を
呼
ぴ
か
け
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
ア
ウ
ト
ノ

エ
ー
が
自
分
で
ペ
ン
テ
ウ
ス
を
見
つ
け
る
。
そ
し
て
彼
女
の
最

初
の
反
応
は
、
バ
ッ
コ
ス
の
儀
式
の
聖
具
を
不
浄
の
目
か
ら
か

　
　
　
　
　
＾
㎎
）

く
す
こ
と
だ
っ
た
。
追
跡
は
そ
の
あ
と
は
じ
ま
る
。

　
全
体
に
儀
式
の
準
備
の
描
写
が
長
く
二
十
六
行
中
九
行
を
し

め
て
い
る
。
し
か
し
、
儀
式
そ
の
も
の
へ
の
具
体
的
な
表
現
は

注
意
深
く
避
け
ら
れ
て
い
る
。
祭
壇
に
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
る
の

は
、
か
ご
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
何
か
「
聖
な
る
も
の
」
で
、
儀

式
は
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
教
え
の
と
お
り
」
お
こ
な
わ
れ

る
と
か
か
れ
て
い
る
だ
け
だ
。
し
か
し
、
そ
の
儀
式
が
不
浄
な
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も
の
を
い
っ
さ
い
排
斥
し
て
、
「
浄
い
野
原
で
」
、
折
り
と
っ
た

ば
か
り
の
木
の
枝
や
、
つ
み
と
っ
た
ぱ
か
り
の
き
づ
た
や
花
で

つ
く
ら
れ
た
祭
壇
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ

　
（
1
9
）

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
儀
式
は
密
儀
の
性
格
を
持
ち
、
資

格
の
な
い
も
の
に
は
禁
じ
ら
れ
た
空
間
を
つ
く
り
だ
す
も
の
だ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ベ
ン
テ
ウ
ス
は
、
こ
の
神
聖
な
儀
式
を
こ

っ
そ
り
の
ぞ
き
見
よ
う
と
し
た
。
彼
が
偶
然
通
り
か
か
っ
た
も

の
で
も
、
う
っ
か
り
見
て
し
ま
っ
た
の
で
も
な
い
こ
と
は
、
藪

の
陰
に
身
を
か
く
し
た
彼
の
態
度
に
は
っ
き
り
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。　

こ
の
よ
う
な
罪
を
お
か
し
た
男
の
首
を
、
母
が
も
ぎ
と
り
、

叔
母
が
両
腕
を
引
き
抜
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
当
然
の
罰
だ
と

承
認
さ
れ
て
い
る
。
エ
ウ
リ
ビ
デ
ー
ス
の
『
バ
ヅ
カ
イ
』
で
は
、

ア
ガ
ウ
エ
ー
も
、
他
の
女
た
ち
も
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
に
目

を
惑
わ
さ
れ
、
ペ
ン
テ
ウ
ス
を
獅
子
だ
と
信
じ
こ
み
、
狩
の
獲

物
を
引
き
裂
い
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
テ
オ
ク
リ

ト
ス
の
詩
で
は
、
そ
の
よ
う
な
取
り
違
え
は
起
こ
ら
な
い
。
ア

ウ
ト
ノ
エ
ー
は
ペ
ン
テ
ウ
ス
と
こ
と
ぱ
を
交
わ
し
さ
え
す
る

（
一
八
、
一
九
行
）
。
と
い
う
こ
と
は
、
彼
女
ら
が
、
禁
忌
に
触

れ
た
男
を
、
息
子
で
あ
ろ
う
と
甥
で
あ
ろ
う
と
、
徹
底
的
に
罰

す
る
す
さ
ま
じ
さ
を
、
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、

こ
の
女
た
ち
が
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
に
か
り
た
て
ら
れ
て
、

な
し
た
行
い
に
、
な
ん
の
と
が
も
な
い
」
し
、
「
多
く
の
名
婦
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

あ
い
だ
で
語
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
詩
の
最
後
で
言
わ
れ
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
業
も
神
々
の
業
も

「
と
が
め
る
も
の
は
い
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

　
正
当
な
手
続
き
を
ふ
ま
ず
に
触
れ
る
べ
き
で
な
い
も
の
に
踏

み
込
み
、
見
る
べ
き
で
な
い
も
の
を
の
ぞ
こ
う
と
し
た
ペ
ン
テ

ウ
ス
の
行
為
は
、
同
じ
く
テ
ー
バ
イ
の
若
老
で
、
ア
ウ
ト
ノ
エ

ー
の
息
子
で
あ
る
ア
ク
タ
イ
オ
ー
ン
の
悲
劇
を
思
い
起
こ
さ
せ

る
。
彼
も
ア
ル
テ
ミ
ス
の
水
浴
び
を
目
に
し
て
鹿
に
変
え
ら
れ
、

自
分
の
猟
犬
に
裂
か
れ
て
無
惨
な
最
期
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

オ
ヴ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
『
変
身
物
語
』
に
よ
れ
ぱ
、
彼
の
振
る
舞

い
は
意
図
的
な
も
の
で
な
か
っ
た
と
言
う
が
、
エ
ウ
リ
ビ
デ
ー

ス
の
『
バ
ヅ
カ
イ
』
で
は
、
狩
の
腕
前
が
女
神
よ
り
優
れ
て
い

る
と
誇
っ
た
と
い
う
、
傲
慢
な
態
度
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
（
獅

行
以
下
）
。
し
か
し
、
テ
ー
バ
イ
で
、
人
間
の
分
を
忘
れ
て
神
的

な
も
の
に
近
寄
り
す
ぎ
破
滅
し
た
代
表
的
な
例
は
、
デ
ィ
オ
ニ
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ユ
ー
ソ
ス
自
身
の
母
親
セ
メ
レ
ー
で
あ
る
。
ぜ
ウ
ス
に
愛
さ
れ

た
彼
女
は
大
神
の
真
の
姿
を
見
た
い
と
望
ん
で
、
そ
の
雷
光
に

焼
か
れ
命
を
落
と
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
女
神
へ
ー
ラ

ー
の
そ
そ
の
か
し
の
せ
い
だ
と
も
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
ど
ん
な
に
巧
み
な
誘
惑
で
あ
ろ
う
と
も
、
さ
そ
い
に
の

っ
て
、
あ
や
ま
ち
を
お
か
し
た
老
は
、
そ
の
結
果
を
身
に
引
き
．

　
　
　
　
　
　
（
2
1
〕

受
け
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
こ
の
母
の
胎
内
に
あ
っ
た
デ
ィ
オ
ニ
ュ
i
ソ
ス
は
、
ぜ
ウ
ス

に
救
い
出
さ
れ
、
巨
大
な
腿
に
縫
い
込
め
ら
れ
た
の
ち
、
「
雪
を

い
た
だ
く
ド
ラ
カ
ノ
ス
山
で
」
産
み
出
さ
れ
た
の
だ
。
そ
こ
で

こ
の
神
が
、
母
と
同
じ
あ
や
ま
ち
を
お
か
し
た
も
の
に
、
理
解

と
慈
悲
を
示
す
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
そ
の
反
対
で
あ

る
。
神
の
理
は
、
こ
の
母
子
関
係
に
人
聞
的
感
傷
を
付
与
し
な

い
。
神
的
な
触
れ
ざ
る
べ
き
も
の
を
お
か
す
人
間
に
対
し
て
、

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
が
下
す
罰
は
特
別
き
ぴ
し
い
。
こ
れ
こ
そ
、

人
間
の
母
か
ら
生
ま
れ
て
い
よ
う
と
も
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス

が
神
と
み
な
さ
れ
る
理
由
で
も
あ
ろ
う
。
ゼ
ウ
ス
を
父
と
し
人

間
の
母
か
ら
生
ま
れ
た
半
神
に
は
、
へ
ー
ラ
ク
レ
ー
ス
を
は
じ

め
英
雄
た
ち
が
い
る
が
、
彼
ら
は
超
人
的
な
力
を
さ
ず
か
っ
て

い
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
地
上
の
生
に
お
い
て
は
人
問
の
肉
体

を
も
ち
、
あ
く
ま
で
人
間
と
し
て
過
ご
す
。
し
か
し
、
デ
ィ
オ

ニ
ュ
ー
ソ
ス
は
あ
た
か
も
母
の
肉
体
が
焼
き
つ
く
さ
れ
た
と
き
、

母
か
ら
受
け
継
ぐ
生
身
の
肉
体
を
焼
か
れ
て
神
性
の
み
が
残
っ

た
か
の
よ
う
に
、
ゼ
ス
ウ
の
胎
内
で
や
し
な
わ
れ
地
上
に
生
ま

れ
た
の
ち
は
、
神
と
し
て
存
在
す
る
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
神

話
に
は
多
く
の
異
伝
が
あ
る
が
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
が
セ
メ
レ
ー

や
彼
女
の
姉
妹
や
ペ
ン
テ
ウ
ス
と
い
っ
た
テ
ー
バ
イ
王
家
と
の

か
か
わ
り
で
描
く
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
像
は
、
こ
の
よ
う
な
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
母
の
運
命
を
表
象
す
る

か
の
よ
う
に
、
禁
忌
を
お
か
す
人
間
に
い
さ
め
を
与
え
続
け
る

の
だ
。

　
；
二
、
三
四
行
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
ヘ
の
呼
び
か
け
の
後
、

詩
人
は
セ
メ
レ
ー
と
彼
女
の
姉
妹
で
あ
る
カ
ド
モ
ス
家
の
女
た

ち
、
ア
ガ
ウ
エ
ー
と
ア
ウ
ト
ノ
エ
ー
と
イ
ー
ノ
ー
に
よ
ぴ
か
け

る
。
う
る
わ
し
さ
ゆ
え
に
ゼ
ウ
ス
に
愛
さ
れ
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ

ス
の
母
と
な
り
な
が
ら
、
超
え
て
は
な
ら
な
い
則
を
こ
え
て
身

を
減
ぼ
し
た
セ
メ
レ
ー
と
、
同
じ
よ
う
な
罪
を
お
か
し
た
男
を

自
ら
の
手
で
引
き
裂
き
、
神
の
処
罰
を
実
行
し
た
姉
妹
た
ち
は
、
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多
く
の
名
婦
の
あ
い
だ
で
こ
れ
か
ら
も
、
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
な

く
語
り
継
が
れ
て
ゆ
く
。
四
人
の
女
た
ち
は
、
神
の
よ
う
に
あ

が
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
彼
女
た
ち
の
生
き
様
の
な
か
に
、

神
の
教
え
と
い
さ
め
が
忘
れ
よ
う
も
な
く
明
確
な
形
で
現
れ
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
う
た
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
詩
人
自
身
は
ベ
ン
テ
ウ
ス
の
苛
酷
な
罰
に
対
し
て
、
「
気
に

か
け
な
い
」
、
も
っ
と
ひ
ど
く
て
も
「
か
ま
わ
な
い
」
（
二
十
七
、

二
十
八
行
）
、
し
か
し
「
私
は
浄
く
あ
り
た
い
」
（
三
十
行
）
と

言
う
。
現
代
の
我
々
に
は
、
一
見
、
冷
酷
で
無
情
な
態
度
と
見

え
る
の
で
、
文
字
ど
お
り
で
は
な
く
、
そ
こ
に
別
の
意
味
を
見

よ
う
と
す
る
解
釈
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
が

「
気
に
か
け
な
い
」
の
は
、
ペ
ン
テ
ウ
ス
の
運
命
で
は
な
く
、
無

知
蒙
昧
な
古
く
さ
い
宗
教
心
で
あ
り
、
自
分
は
そ
の
よ
う
な
愚

か
で
血
な
ま
ぐ
さ
い
領
域
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
「
浄
く
あ
り
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聾

い
」
と
の
意
味
に
解
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う

に
、
伝
統
的
思
考
を
近
代
的
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
破
壊
（
∪
窃
弐
鼻
・

ま
目
）
す
る
と
い
う
手
法
を
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
詩
に
見
る
解

釈
に
は
疑
問
が
多
い
。
こ
の
詩
句
は
反
語
で
あ
る
か
ら
、
表
現

通
り
に
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
理
由
は
見
い
だ
せ
な
い
。

文
字
ど
お
り
に
読
め
ば
、
神
の
教
え
を
深
く
受
け
と
め
敬
崖
に

生
き
て
行
こ
う
と
す
る
決
意
の
表
明
と
受
け
と
め
ら
れ
る
。
ペ

ン
テ
ウ
ス
を
憐
れ
む
か
憐
れ
ま
な
い
か
と
は
次
元
が
異
な
る
。

た
と
え
同
情
し
た
と
し
て
も
、
神
の
行
い
の
正
し
さ
を
疑
う
こ

と
は
少
し
も
な
い
と
い
う
確
信
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
私
は
浄

く
あ
り
た
い
」
と
い
う
望
み
は
、
罰
さ
れ
た
罪
人
を
見
下
し
て
、

自
分
だ
け
安
全
に
罰
を
逃
れ
よ
う
と
い
う
利
己
主
義
で
は
な
い
。

ま
ざ
ま
ざ
と
目
に
浮
か
ぶ
恐
ろ
し
い
情
景
を
通
じ
て
、
警
告
す

る
神
の
教
え
を
つ
つ
し
ん
で
受
け
、
忠
告
に
従
お
う
と
す
る
。

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
に
憎
ま
れ
る
老
と
な
ら
な
い
よ
う
な
生
き

方
を
し
た
い
と
願
う
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
こ
の
罪
と
罰
の
意
味
を
い
ま
少
し
探
っ
て
み
た
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
二
十
六
歌
で
ペ
ン
テ
ウ
ス
の
お
か
し
た
罪
は
、

テ
ー
バ
イ
の
女
た
ち
が
神
の
教
え
に
従
っ
て
、
浄
い
野
原
で
お

こ
な
っ
て
い
た
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
儀
式
を
、
の
ぞ
き
み
し

よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
儀
式
の
描
写
か
ら
は
、
こ
の
儀
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
3
）

の
秘
儀
的
な
性
格
が
う
か
が
わ
れ
る
。
古
来
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
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崇
拝
や
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
教
に
お
い
て
さ
か
ん
だ
っ
た
秘
儀
に
お

い
て
は
、
聖
別
さ
れ
た
入
信
老
以
外
が
儀
式
に
加
わ
る
こ
と
は

厳
重
に
禁
ぜ
ら
れ
、
違
反
者
に
は
、
と
き
に
は
死
に
よ
る
つ
ぐ

な
い
が
科
せ
ら
れ
た
。
ア
リ
ス
ト
バ
ネ
ー
ス
の
『
女
だ
け
の

祭
』
も
喜
劇
仕
立
て
で
は
あ
る
が
、
祭
に
参
加
す
る
資
格
を
持

た
な
い
男
の
侵
入
に
対
す
る
強
い
拒
否
反
応
を
見
せ
て
く
れ
る
。

秘
儀
は
近
代
的
宗
教
観
か
ら
は
無
知
蒙
昧
の
典
型
の
よ
う
に
み

な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
古
典
時
代
の
ポ
リ
ス
で
は
、
国
家
の

認
め
る
宗
教
行
事
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ー
ン
の
よ
う
な
「
啓
蒙
的
」

哲
学
老
も
、
そ
の
あ
と
の
新
プ
ラ
ト
ー
ン
主
義
老
も
、
蒙
味
な

迷
信
と
か
た
づ
け
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
哲
学
と
い

う
愛
知
の
作
業
に
な
か
に
、
と
き
に
は
、
秘
儀
的
部
分
を
組
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
泌
〕

込
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
も
ギ
リ
シ
ア

の
み
な
ら
ず
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ァ
を
は
じ
め
と
す
る
エ
ジ
プ

ト
や
小
ア
ジ
プ
の
各
地
で
行
わ
れ
た
様
々
な
神
々
の
祭
祀
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

秘
儀
的
要
素
が
豊
か
に
ふ
く
ま
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ

の
よ
う
な
祭
祀
に
対
し
て
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
や
カ
リ
マ
コ
ス
の

よ
う
な
詩
人
た
ち
が
、
ま
っ
た
く
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
カ
リ
マ
コ
ス
は
『
ア
イ
テ
ィ
ア
（
起
源
物

語
）
』
の
な
か
で
、
宗
教
的
祭
の
お
こ
な
わ
れ
か
た
と
起
源
を
記

述
し
て
い
る
し
、
彼
の
讃
歌
で
は
詩
人
が
現
に
祭
に
参
加
し
て

い
る
様
子
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
七

歌
は
、
コ
ー
ス
島
の
貴
族
が
催
し
た
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
に
さ
さ

げ
る
収
穫
祭
に
招
待
さ
れ
楽
し
む
と
い
う
設
定
で
、
最
後
は
女

神
へ
の
祈
り
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
に
は
、
伝
統

的
宗
教
行
事
を
軽
蔑
し
た
り
拒
否
す
る
調
子
は
少
し
も
み
え
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
一
般
に
開
か
れ
た
祭
と
、
入
信
老
の
み
の
か

か
わ
り
し
か
詳
さ
な
い
秘
儀
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で

い
う
祭
と
は
す
べ
て
神
々
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
も
の
で
、
ど
の
祭

に
お
い
て
も
祭
壇
が
築
か
れ
、
そ
こ
に
神
性
と
の
つ
な
が
り
が

う
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
点
で
、
共
通
性
を
も
っ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
開
か
れ
た
祭
で
あ
ろ
う
と
も
、
ど
ん
な

に
大
勢
の
群
衆
が
出
入
り
す
る
神
殿
で
あ
ろ
う
と
も
、
お
か
し

て
は
な
ら
ぬ
神
聖
な
場
所
と
、
み
だ
り
に
お
か
せ
ぱ
神
々
の
罰

が
く
だ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
儀
式
な
り
領
域
な
り
が
あ
っ
た

　
　
　
＾
2
6
）

と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
が
神
聖
な

儀
式
に
侵
入
す
る
行
為
を
重
罪
と
み
な
し
て
も
、
不
思
議
は
な

い
。
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し
か
し
、
ペ
ン
テ
ウ
ス
の
よ
う
に
儀
式
を
よ
そ
か
ら
う
か
が

う
こ
と
が
、
な
ぜ
神
聖
を
お
か
す
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
ア

ウ
ト
ノ
エ
ー
は
、
不
浄
の
目
か
ら
聖
具
を
守
ろ
う
と
し
た
。
非

入
信
者
の
目
に
触
れ
れ
ば
、
聖
具
が
け
が
れ
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー

ソ
ス
に
さ
さ
げ
る
儀
式
が
け
が
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
非
入
信

者
と
は
、
儀
式
の
意
味
を
知
ら
ず
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
を
敬

う
正
し
い
や
り
方
の
教
え
を
受
け
て
い
な
い
老
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
老
は
表
面
的
事
物
を
偏
見
で
し
か
見
な
い
か
ら
、
そ
の

目
に
は
儀
式
が
奇
妙
で
愚
か
で
無
意
味
な
も
の
に
う
つ
る
か
も

し
れ
な
い
。
誤
っ
た
理
解
は
儀
式
全
体
を
け
が
し
、
デ
ィ
オ
ニ

ュ
ー
ソ
ス
に
た
い
し
て
は
不
敬
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
神
の
教

え
を
知
ら
な
い
老
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
目
撃
し
た
儀
式
ゆ
え

に
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
を
好
色
で
酒
飲
み
の
神
と
み
な
す
か

　
　
　
　
　
　
　
（
〃
〕

も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
者
は
神
に

「
憎
ま
れ
る
者
」
と
な
る
。
の
ぞ
き
見
は
神
に
対
す
る
敬
度
に

つ
な
が
ら
な
い
。
敬
慶
な
老
な
ら
ぱ
、
正
当
な
手
続
き
を
ふ
ん

で
教
え
を
受
け
、
順
を
追
っ
て
理
解
を
増
し
、
あ
る
段
階
に
た

ど
り
つ
い
て
は
じ
め
て
儀
式
に
参
加
を
許
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ

て
い
る
は
ず
な
の
だ
。
秘
儀
は
他
の
開
か
れ
た
祭
と
異
な
り
、

知
識
も
準
備
も
な
し
に
加
わ
る
と
、
役
に
立
た
ず
害
を
与
え
る

の
み
で
あ
る
。
茶
道
や
華
道
や
舞
や
楽
の
奥
義
に
似
た
面
を
持

っ
と
考
え
て
も
よ
い
。
プ
ラ
ト
ー
ン
の
対
話
篇
に
登
場
す
る
ソ

ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
、
知
の
段
階
を
の
ぼ
り
つ
め
て
、
秘
儀
に
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

加
す
る
と
で
も
い
う
よ
う
な
表
現
を
す
る
。
知
識
に
対
す
る
熱

意
や
知
的
好
奇
心
ゆ
え
の
の
ぞ
き
見
だ
と
い
う
言
い
訳
は
許
さ

れ
な
い
。
正
し
い
知
は
、
正
し
い
手
続
き
を
ふ
ん
で
し
か
得
ら

れ
な
い
。
生
半
可
な
知
識
は
、
当
人
を
不
幸
に
す
る
ぱ
か
り
で

あ
る
。
「
敬
神
の
子
等
に
は
望
ま
し
い
運
命
、
不
敬
な
輩
に
は

不
運
」
（
一
一
二
行
）
が
、
与
え
ら
れ
る
の
だ
。

　
芸
道
の
奥
義
に
は
、
人
間
の
才
能
と
努
力
に
よ
っ
て
た
ど
り

つ
け
る
。
し
か
し
、
神
の
秘
儀
に
は
、
人
間
が
け
っ
し
て
き
わ

め
き
れ
な
い
領
域
が
あ
り
、
そ
の
事
実
を
認
識
す
る
こ
と
こ
そ

が
、
秘
儀
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
神
が
神
で

あ
り
、
人
は
人
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
知
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

人
が
人
で
あ
る
こ
と
の
範
囲
と
意
味
を
忘
れ
て
、
別
の
も
の
に

な
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
行
為
は
神
に
疎
ま
れ
る
。
そ
の
際
、

神
は
神
の
ま
ま
で
あ
っ
て
損
な
わ
れ
る
こ
と
も
傷
つ
く
こ
と
も

な
い
。
し
か
し
、
人
の
方
は
、
神
に
近
づ
き
す
ぎ
た
セ
メ
レ
ー

518



テオクリトスの『バヅカイ」におけるディオニューソスの秘儀（51〕

の
よ
う
に
、
身
を
破
減
に
お
と
し
い
れ
る
。
ペ
ン
テ
ウ
ス
も
ま

た
、
教
え
も
許
し
も
受
け
ず
に
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
の
秘
儀

を
の
ぞ
き
見
て
、
神
を
神
と
認
め
な
い
こ
こ
ろ
を
あ
き
ら
か
に

し
た
。
セ
メ
レ
ー
の
姉
妹
た
ち
は
、
け
が
さ
れ
た
秘
儀
の
神
聖

を
守
る
た
め
、
ペ
ン
テ
ウ
ス
を
罰
さ
ず
に
は
い
な
い
。
デ
ィ
オ

ニ
ュ
ー
ソ
ス
は
自
分
で
手
を
下
す
必
要
も
な
く
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ

ー
ソ
ス
の
信
老
の
女
た
ち
が
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
的
狂
気
に

み
た
さ
れ
て
、
行
為
に
は
し
る
。
こ
の
テ
ー
バ
イ
王
家
の
災
い

を
見
て
、
人
と
し
て
の
お
の
れ
の
立
場
と
分
を
知
る
者
こ
そ
幸

い
で
あ
る
。
デ
ル
ポ
イ
の
ア
ポ
ロ
ー
ン
神
殿
に
は
「
汝
自
身
を

知
れ
」
と
刻
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
大
勢
の
神
々
の
様
々
な
祭

祀
か
ら
成
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
宗
教
で
は
あ
る
が
、
ヘ
レ
ニ
ズ

ム
時
代
に
お
い
て
も
、
そ
の
根
底
に
あ
る
一
番
重
要
な
教
義
の

力
は
失
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）
　
リ
ス
ト
は
「
彼
の
非
妥
協
性
は
我
々
を
驚
か
せ
る
」
と
言

　
う
。
し
か
し
、
作
者
の
意
図
が
読
者
に
シ
目
ツ
ク
を
与
え
る
こ

と
に
あ
る
と
し
て
、
そ
の
態
度
を
．
．
ζ
亭
宗
爵
昇
ま
亭

讐
昌
震
ぎ
o
頁
隻
色
g
昌
胃
，
，
と
と
る
彼
女
の
解
釈
は
か
な
ら
ず

　
し
も
説
得
力
を
持
た
な
い
。

雪
豊
＞
箏
目
p
§
雨
き
“
§
蜆
呉
妻
ミ
辻
募
一
↓
亭
q
邑
き
易
岸
く

　
o
｝
2
o
「
苧
O
螂
『
o
｝
ぎ
凹
勺
『
o
黎
－
H
㊤
N
o
o
－
－
o
－

（
2
）
9
彗
宵
彗
量
O
’
き
§
募
導
き
雨
菖
§
、
き
§
）

　
＞
目
↓
O
－
ω
9
H
㊤
↓
ε
①
蜆
－
べ
ω
…
く
頸
目
O
①
『
く
巴
斥
し
≦
．
■
．
＞
‘
－
1
＝
1
｝

　
§
雨
o
o
辻
、
§
　
奏
ミ
一
＞
目
↓
O
－
　
ω
介
　
－
o
①
9
　
㊤
H
一
〇
ユ
雪
↓
チ
9

　
宰
＆
①
ユ
o
汀
↓
－
一
§
ミ
辻
雲
ミ
s
ミ
鼻
…
罵
昌
o
ω
着
⑦
岩
お
一

　
－
s
一
－
津
p
｝
①
∋
p
§
“
婁
、
§
沖
註
o
ミ
き
、
↓
§
ミ
迂
o
ミ
㌧

　
§
§
沖
辻
淳
　
§
§
o
嚢
o
ざ
　
○
辻
“
き
、
♪
　
カ
訂
ぎ
涼
g
窃

　
…
o
需
昌
一
豊
H
勺
巨
5
－
o
o
q
庁
旨
一
H
彗
o
〇
一
g

（
3
）
U
o
き
■
奈
昌
①
ま
－
1
一
§
§
芝
ぎ
2
ぎ
“
き
“
§
一

　
ω
ユ
9
o
－
　
O
－
凹
ω
9
o
凹
－
　
勺
『
①
ω
ω
　
（
G
穴
）
　
與
目
o
　
｝
o
ざ
巨
印
N
く
－

　
○
凹
『
庄
目
o
9
勺
自
一
〕
－
ω
－
o
『
ω
（
ζ
ω
＞
）
一
H
o
べ
H
一
N
①
蜆

（
4
）
　
｝
o
巨
p
向
’
宗
雲
ぎ
ぎ
§
§
§
淳
き
“
蔓
き
“

　
ぎ
芝
♪
o
凹
『
昌
ω
3
串
岩
s
し
』
b
①

（
5
）
葭
o
轟
巨
団
昌
一
＞
曽
－
向
．
＞
’
ぎ
ミ
“
ミ
ミ
き
§
ミ
ざ
“

　
§
§
沖
‡
〉
童
9
8
目
げ
＆
∋
凹
昌
Ω
螂
員
畠
富

（
6
）
9
彗
苧
9
H
8

（
7
）
§
ミ
’
H
8
　
　
　
．

（
8
）
　
拙
論
「
テ
オ
ク
リ
ト
ス
に
お
け
る
自
然
描
写
」
『
言
語
文

化
』
二
六
、
一
九
八
六
年
、
五
九
～
六
三
頁

（
9
）
　
ド
ー
ヴ
ァ
ー
が
両
作
品
の
異
同
の
リ
ス
ト
を
作
成
し
て
い

　
る
（
U
O
く
胃
一
8
ω
＼
』
）
。
ま
た
、
O
ユ
雪
亭
9
H
8
一
〇
〇
ミ
一
＞
一
ω
．

句
’
§
§
o
辻
蕃
一
〇
閂
昌
σ
ユ
昌
9
岩
竃
し
畠
－
亀
o
参
照
。
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（
1
0
）
　
｝
9
〆
σ
き
＝
o
…
印
目
貝
b
ポ
§
ざ
ぎ
涼
き
§
峯
ぎ
、
き
§

　
§
§
や
辻
、
・
き
吻
き
8
由
ざ
ぎ
｝
①
篶
塁
o
q
①
N
膏
斥
冒
窃
－
8
す
雪

勺
巨
－
o
－
o
阻
9
雪
①
津
お
一
岩
↓
9
曽
N

（
u
）
　
＜
凹
8
o
『
o
邑
目
胴
①
p
甲
＞
’
卜
魯
§
s
ぎ
ミ
8
き
§
8
－

　
○
辻
ぎ
竃
涼
8
－
5
目
s
＞
1
幻
o
ω
一
印
管
一
↓
胃
ぎ
二
塞
仰
ω
竃
ム
㊤
一

〇
凹
『
『
試
『
9
－
1
一
⑦
ミ
、
守
§
“
奏
昏
蜆
黒
h
h
ぎ
ミ
雪
－
＞
目
一
〇
－

ω
9
－
竃
9
H
H
o
o
I
ω
岨

（
1
2
）
　
丙
9
宇
ミ
①
昌
雪
一
昌
二
〇
甘
ミ
§
s
き
§
麦
ぎ
き
§
μ
皇
“

完
§
魯
註
o
s
昏
、
ぎ
魯
ざ
奏
o
ざ
§
§
o
“
ざ
轟
、
ミ
ミ
“
き
ミ
§
s
－

　
き
富
§
ミ
ξ
ミ
ミ
“
｝
胃
－
ヲ
H
㊤
↓
o

（
1
3
）
　
『
詩
学
』
－
島
H
印
曽
－
ω
o

（
1
4
）
　
七
歌
や
：
ハ
歌
に
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
詩
に
関
す
る
考
察
が

　
う
か
が
わ
れ
る
。

（
1
5
）
　
向
弍
ρ
9

（
1
6
）
　
前
掲
拙
論
、
六
二
頁

（
1
7
）
　
カ
リ
マ
コ
ス
の
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
讃
歌
百
十
六
行
に
も
似

　
た
表
現
が
あ
る
。
「
デ
ー
メ
ー
テ
ー
ル
よ
、
あ
な
た
に
憎
ま
れ

　
る
も
の
を
、
友
と
は
し
な
い
。
」

（
1
8
）
　
U
o
く
雪
も
3
も
ア
ウ
ト
ノ
エ
ー
の
ふ
る
ま
い
は
、
聖
具
を

急
い
で
か
く
す
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
す
る
。
ま
た
一
四
行

　
目
の
ベ
バ
ロ
イ
は
、
神
に
属
し
て
い
な
い
も
の
、
非
入
信
老
を

　
意
味
す
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
雲
鼻
H
畠
一
9
葦
亭
9
H
8

（
1
9
）
　
「
浄
い
野
原
」
は
エ
ウ
リ
ピ
デ
ー
ス
の
悲
劇
『
ヒ
ヅ
ポ
リ
ュ

　
ト
ス
』
の
主
人
公
の
祈
り
（
七
二
～
八
七
行
）
を
思
い
出
さ
せ

　
る
（
O
O
く
①
■
N
O
①
）
。

（
2
0
）
　
ド
ー
ヴ
ァ
ー
は
、
こ
の
句
を
「
英
雄
時
代
の
多
く
の
女
た

　
ち
に
よ
っ
て
、
あ
が
め
ら
れ
る
」
と
解
す
る
（
U
O
き
『
し
雪
）
。

　
グ
リ
フ
ィ
ス
も
女
た
ち
が
神
聖
化
さ
れ
、
詩
の
最
後
で
讃
え
ら

　
れ
る
と
考
え
る
（
o
『
彗
亭
ω
L
8
）
。
し
か
し
、
後
述
の
よ
う

　
に
、
彼
女
た
ち
が
神
と
同
じ
よ
う
に
、
「
あ
が
め
ら
れ
る
」
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。

（
2
1
）
　
拙
論
「
女
神
へ
ー
ラ
ー
の
嫉
妬
」
『
エ
ポ
ス
』
十
号
、
一
九

　
八
七
年
参
照
。

（
2
2
）
　
向
o
ヨ
o
目
宗
一
竃
3
0
o
く
胃
一
墨
『
一
〇
與
目
試
冨
一
H
昌
一
雪
貰

　
H
竃
＼
†
昌
o
宍
印
き
宍
．
－
一
§
§
沖
辻
ざ
吻
、
尋
s
ぎ
ミ
膏
㎞
ミ
ー

　
§
日
§
“
§
ト
＞
鼻
巨
｝
亭
旨
H
一
H
㊤
貫
N
串
参
照
。
エ
ツ
フ
ェ

　
は
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
が
残
酷
で
愚
か
な
バ
ヅ
カ
イ
の
振
る
舞
い

　
の
描
写
の
あ
と
に
、
こ
の
よ
う
に
無
邪
気
な
伝
統
的
信
仰
告
白

　
を
続
け
る
こ
と
で
、
無
知
蒙
味
な
敬
神
の
正
体
を
暴
き
出
す
と

　
説
く
（
向
箒
、
ω
）
。

（
2
3
）
　
O
ユ
曽
↓
ブ
9
ぎ
“
ド
ー
ヴ
ァ
ー
（
－
S
）
は
o
す
亭
o
己
o
だ
と

　
・
■
つ
。

　
し（

2
4
）
　
＜
o
o
目
①
一
〇
〇
『
目
9
宣
o
9
妻
“
ミ
婁
9
、
さ
、
、
ざ
ざ
“

　
ω
ε
亀
鶉
ぎ
o
鳥
①
斤
｝
巨
－
8
o
o
チ
き
勺
巨
－
o
ω
o
o
罰
”
勺
顯
ユ
一

＞
窪
①
P
畠
＄
し
9
1
匿
ジ
ω
O
－
召
O
O
只
＞
」
〕
．
内
二
ω
ミ
“
S
O
ミ

　
§
φ
§
s
ミ
、
①
き
蓄
呉
き
o
ぎ
o
o
§
§
§
ざ
ミ
o
§
き
“
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完
魯
き
ミ
ー
O
α
ま
目
需
貝
岩
o
o
〇
一
〇
〇
巨
訂
■
旨
冒
①
9
§
“

　
ト
き
§
ミ
ミ
o
§
s
吻
§
§
§
辻
8
曳
§
討
意
ミ
ざ
嵩
§
県

　
旨
膏
、
き
s
膏
ざ
§
涼
軍
－
①
己
8
㌧
o
べ
①

（
2
5
）
　
そ
れ
ゆ
え
、
テ
オ
ク
リ
ト
ス
の
二
十
六
歌
自
体
が
、
デ
ィ

　
オ
ニ
ュ
ー
ソ
ス
崇
拝
の
入
信
老
儀
式
や
子
供
の
犠
牲
式
や
ひ
い

　
て
は
人
肉
食
式
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
向
9
目
o
邑
9

s
9
お
よ
ぴ
9
葦
亭
9
畠
参
照
。

（
2
6
）
　
テ
オ
ク
リ
ト
ス
七
歌
、
一
五
歌
参
照
。
一
五
歌
『
ア
ド
ー

　
ニ
ス
祭
の
女
た
ち
』
で
は
、
祭
に
参
加
す
る
女
た
ち
の
態
度
が

　
椰
楡
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
あ
る
が
、
祭
自
体
は
至

　
極
真
面
目
に
受
け
取
ら
れ
て
い
る
と
考
象
る
。

（
2
7
）
　
た
と
え
ぱ
、
　
エ
ウ
リ
ビ
デ
ー
ス
の
『
バ
ッ
カ
イ
』
で
は
、

　
ベ
ン
テ
ウ
ス
が
、
噂
だ
け
か
ら
で
は
あ
る
が
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ー

　
ソ
ス
の
女
信
老
の
振
る
舞
い
を
、
酒
を
飲
み
、
み
だ
ら
な
行
為

　
を
す
る
と
、
曲
解
し
て
い
る
（
二
二
一
～
二
二
六
行
）
。

（
2
8
）
　
『
饗
宴
』
『
バ
イ
ド
ロ
ス
』
で
は
、
天
上
の
真
実
在
に
近
づ

　
く
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
一
橋
大
学
教
授
）

（53〕
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