
１

モ
ダ
ニ
テ
イ
は
幻
想
で
あ
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
ア
ラ
ブ
現
代
詩

に
お
け
る
モ
ダ
ニ
テ
イ
は
幻
想
で
あ
る
、
そ
う
、
私
は
考
え
て
い
る
。
私

た
ち
は
、
六
〇
年
代
初
頭
か
ら
の
四
十
年
間
、
半
世
紀
近
く
に
も
わ
た
り
、

こ
の
幻
想
と
、
も
う
ひ
と
つ
の
、
近
代
国
家
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
重
要
で

あ
り
か
つ
危
険
な
幻
想
を
、
生
き
続
け
て
き
た
。
現
代
詩
の
詩
集
は
書
店

に
あ
ふ
れ
、
詩
人
た
ち
は
争
っ
て
詩
集
を
出
版
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
美
の
感
覚
に
は
何
の
変
化
も
起
き
て
い
な
い
―
そ
う
多
く
の
人
々
は

感
じ
て
い
る
。
何
と
い
う
狂
人
た
ち
!!

あ
る
い
は
、
詩
と
い
う
も
の
自

体
が
幻
想
で
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

詩
人
自
ら
も
、
編
集
者
も
、
評
論
家
も
、
読
者
も
、
出
版
社
も
、
誰
も
が

口
を
揃
え
て
詩
は
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
言
う
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
、

詩
人
た
ち
、
狂
人
た
ち
よ
、
な
ぜ
詩
の
創
作
な
ど
や
め
て
危
機
と
す
っ
か

り
手
を
切
っ
て
し
ま
わ
な
い
の
か
。
な
ぜ
出
版
社
は
、
た
と
え
詩
人
の
自

費
で
あ
る
に
せ
よ
、
詩
の
出
版
な
ど
に
同
意
す
る
の
か
。
ま
た
な
ぜ
書
店

の
主
人
は
、
売
れ
も
し
な
い
詩
集
で
自
分
の
店
が
埋
ま
る
の
を
黙
っ
て
い

る
の
か
、
な
ぜ
評
論
家
た
ち
は
詩
を
読
み
続
け
、
批
評
し
続
け
る
の
か
。

ア
ラ
ブ
世
界
で
は
、
誰
も
が
、
こ
の
詩
、
少
な
く
と
も
現
代
詩
と
い
う
幻

想
に
落
ち
込
み
、
出
口
を
見
失
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

２

六
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
の
初
め
ま
で
の
三
十
年
あ
ま
り
の
あ
い
だ
に
、

●
講
演

二
〇
〇
〇
年
六
月
二
十
八
日
開
催

ア
ラ
ブ
現
代
詩
に
つ
い
て

ム
ハ
ン
マ
ド
・
オ
ダ
イ
マ
（
詩
人
）

（
翻
訳

武
田
朝
子
）
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表
面
的
に
は
、
多
く
の
変
化
が
詩
の
分
野
で
起
き
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
。

古
い
韻
律
に
替
わ
る
新
し
い
韻
律
に
始
ま
り
、
詩
に
用
い
ら
れ
る
単
語
、

言
葉
遣
い
、
文
の
構
造
、
イ
メ
ー
ジ
ま
で
│
│
こ
う
言
え
ば
、
あ
た
か
も

古
い
詩
の
言
語
に
か
わ
っ
て
、
新
し
い
言
語
が
生
ま
れ
た
か
の
よ
う
に
聞

こ
え
る
。

し
か
し
、
で
は
、
い
っ
た
い
、
ど
う
し
て
、
こ
の
時
代
に
書
か
れ
た
詩

を
読
む
と
、
息
が
つ
ま
り
そ
う
な
気
が
し
て
く
る
の
か
。
六
〇
年
代
、
七

〇
年
代
、
つ
ま
り
詩
の
モ
ダ
ニ
テ
イ
い
う
幻
想
が
頂
点
に
あ
っ
た
時
期
│
│

当
時
、
私
は
大
学
生
で
、
大
学
時
代
と
卒
業
後
も
し
ば
ら
く
は
、
私
も
そ

れ
ら
の
詩
に
対
し
て
情
熱
を
燃
や
し
、
そ
の
モ
ダ
ニ
テ
イ
、
新
し
さ
を
擁

護
し
て
い
た
の
だ
が
│
│
に
書
か
れ
た
パ
イ
オ
ニ
ア
的
詩
人
た
ち
の
詩
は
、

今
で
は
非
常
に
遠
く
、
も
は
や
何
の
意
味
も
そ
こ
に
見
出
せ
な
い
と
感
じ

ら
れ
る
。
こ
の
息
が
つ
ま
る
よ
う
な
感
覚
は
、
彼
ら
が
八
〇
年
代
、
九
〇

年
代
に
入
っ
て
書
い
た
詩
を
読
む
と
き
、
さ
ら
に
強
く
な
る
の
だ
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
、
彼
ら
が
過
去
に
、
ま
た
現
在
書
い
て
い
る
詩
に
対
し
て
こ

の
よ
う
に
感
じ
る
の
は
、
決
し
て
私
一
人
で
は
な
く
、
私
の
世
代
に
共
通

の
感
覚
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
っ
た
い
な
ぜ
、
文
壇
や
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
で
、�
偉
大
な
��
輝
か
し
い
��
革
命
的
��
革
新
的
�（
こ
の
よ

う
な
見
出
し
で
多
く
の
詩
や
評
論
が
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
）
と
も
て
は
や

さ
れ
た
あ
れ
ら
の
数
々
の
作
品
が
、�
ち
っ
ぽ
け
で
��
古
臭
く
��
復
古

的
�、
つ
ま
り
�
無
意
味
な
�
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
そ
れ
ら

の
作
品
は
、
確
か
に
、
古
い
も
の
に
対
す
る
革
命
で
あ
っ
た
、
少
な
く
と

も
そ
れ
を
意
図
し
て
書
か
れ
た
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
窒
息
感
の
原
因
に
つ
い
て
考
え
始
め
る
と
、
正
直
に
言
っ
て
、
私

は
迷
路
に
落
ち
い
っ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
│
│
批
判
す
べ
き
は
パ
イ

オ
ニ
ア
の
詩
人
た
ち
だ
ろ
う
か
、
し
か
し
彼
ら
は
、
革
新
や
変
化
を
真
剣

に
め
ざ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
問
題
は
、
言
語
の
構
造

や
文
化
に
あ
る
の
か
、
つ
ま
り
ア
ラ
ビ
ア
語
や
ア
ラ
ブ
文
化
、
あ
る
い
は

一
般
に
ど
ん
な
言
語
文
化
で
あ
っ
て
も
、
言
語
構
造
や
文
化
と
い
う
の
は
、

こ
の
よ
う
な
短
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
の
変
化
を
受
け
つ
け
る
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
か
│
│
言
語
や
文
化
の
中
で
も
っ
と
も
価
値
が
あ
り
、

い
わ
ば
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
も
言
え
る
も
の
が
詩
と
そ
の
世
界
で

あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
も
も
っ
と
も
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

私
が
革
新
や
変
化
と
い
う
も
の
を
望
み
、
詩
や
詩
人
に
対
し
て
大
き
な
希

望
を
抱
い
て
き
た
こ
と
自
体
が
誤
り
な
の
か
。
あ
る
い
は
パ
イ
オ
ニ
ア
た

ち
の
詩
に
対
す
る
私
の
こ
の
よ
う
な
見
方
、
診
断
が
�
誤
診
�
な
の
か
。

お
そ
ら
く
、
今
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
多
か
れ
少
な
か
れ

正
し
い
の
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
確
か
に
言
え
る
こ
と
は
、
言
語
や
詩
に
お

け
る
革
新
の
闘
い
と
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
一
人
や
二
人
の
詩
人

が
二
十
年
や
三
十
年
で
成
し
遂
げ
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
だ
。
し
か
し
ま
さ
し
く
そ
の
こ
と
を
、
パ
イ
オ
ニ
ア
た
ち
は
忘
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に�
モ
ダ
ニ
テ
イ
の
詩
人
た
ち
�

な
ど
と
も
ち
あ
げ
ら
れ
た
だ
け
で
、
戦
い
に
勝
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
古
い
時
代
を
乗
り
超
え
て
前
進
す
る
こ
と
に
あ

ま
り
に
も
夢
中
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
は
、
古
い
韻
律

を
打
ち
破
り
、
新
し
い
韻
律
で
詩
を
書
く
こ
と
が
、
文
化
を
丸
ご
と
変
革
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す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
信
じ
、
詩
の
革
新
が
社
会
全
体
の
革
新
を
導

き
、
近
代
国
家
の
建
設
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
本
気
で
考
え
て
い
た
。
こ

の
よ
う
な
幻
想
を
抱
い
た
詩
人
た
ち
、
そ
し
て
詩
人
と
と
も
に
社
会
全
体

が
、
後
に
な
っ
て
、
つ
ま
り
今
日
、
高
い
代
償
を
払
う
こ
と
に
な
っ
た
。

３

「
パ
イ
オ
ニ
ア
と
彼
ら
に
続
く
詩
人
た
ち
の
作
品
が
も
た
ら
す
、
こ
の

よ
う
な
窒
息
感
の
原
因
は
何
か
」、「
社
会
政
治
状
況
は
、
六
〇
年
代
初
め

か
ら
、
少
な
く
と
も
表
面
的
に
は
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
に
、
現

代
詩
が
同
じ
と
こ
ろ
で
足
踏
み
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
な
の

か
」
│
│
こ
の
よ
う
な
問
い
が
、
八
〇
年
代
初
め
か
ら
、
現
代
詩
に
対
す

る
い
く
つ
も
の
問
い
の
一
つ
と
し
て
、
繰
り
返
し
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
危
機
的
状
況
の
原
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

こ
れ
に
対
し
て
、
そ
も
そ
も
危
機
は
、
そ
の
よ
う
な
問
い
を
持
ち
出
す

人
間
た
ち
、
批
評
し
か
能
が
な
く
、
物
事
を
悲
観
的
に
み
る
人
間
た
ち
の

頭
の
中
に
あ
る
だ
け
で
、
実
際
に
は
存
在
し
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
反
論

も
あ
る
。
こ
れ
は�
革
命
の
詩
人
��
抵
抗
の
詩
人
��
人
民
の
詩
人
�（
社

会
主
義
、
共
産
主
義
の
立
場
に
た
っ
た
詩
人
た
ち
を
指
し
て
よ
く
使
わ
れ

た
表
現
）
た
ち
の
意
見
で
あ
り
、
彼
ら
は
、
現
代
詩
は
う
ま
く
い
っ
て
い

る
、
自
分
た
ち
の
貢
献
に
よ
り
現
代
詩
は
お
お
い
に
前
進
し
た
、
自
分
た

ち
は
詩
と
政
治
に
お
い
て
�
革
命
�
を
成
し
遂
げ
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
詩
と
い
う
も
の
自
体
が
危
機
な
の
で
あ
り
、
危
機
を
は
ら

ま
な
い
詩
な
ど
存
在
し
な
い
、
な
ぜ
な
ら
存
在
や
人
生
と
い
う
も
の
が
そ

も
そ
も
そ
れ
自
体
危
機
で
あ
る
、
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

考
え
方
の
詩
人
た
ち
を
こ
こ
で
は
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
が
、

彼
ら
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
は
、
詩
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
テ
イ
を
理
論
と
創
作

の
両
面
で
追
求
し
て
き
た
。
実
は
彼
ら
自
身
、
今
日
で
は
自
ら
の
し
て
き

た
仕
事
に
対
し
て
失
望
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
対
外
的

に
は
、
現
代
詩
は
う
ま
く
い
っ
て
お
り
、
自
分
た
ち
が
現
代
詩
を
変
え
、

前
進
さ
せ
た
の
だ
と
言
い
続
け
て
い
る
。

し
か
し
、
現
代
詩
の
危
機
、
と
私
が
言
う
と
き
の
「
危
機
」
は
、
彼
ら

リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
が
言
う
と
こ
ろ
の
危
機
と
は
、
決
し
て
同
じ
意
味
で

は
な
い
。
私
が
危
機
と
い
う
言
葉
で
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
次
の
よ

う
な
こ
と
だ
―
似
通
っ
た
詩
が
大
量
に
書
か
れ
、
一
つ
一
つ
の
詩
を
区
別

す
る
よ
う
な
特
徴
が
な
い
こ
と
、
詩
を
一
つ
読
め
ば
、
そ
の
他
の
す
べ
て

の
詩
を
読
ん
だ
も
同
じ
で
あ
り
、
何
人
か
の
詩
人
の
詩
集
を
買
っ
て
読
ん

で
み
て
も
、
こ
れ
と
い
っ
た
違
い
が
な
く
、
同
じ
よ
う
な
テ
ー
マ
が
同
じ

よ
う
に
扱
わ
れ
、
イ
メ
ー
ジ
も
表
現
も
似
た
り
よ
っ
た
り
で
、
ま
る
で
一

人
の
詩
人
が
い
く
つ
も
の
名
前
を
使
っ
て
書
い
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て

く
る
こ
と
。�
小
物
�
の
詩
人
た
ち
は
�
大
物
�
た
ち
を
真
似
、�
大
物
�

同
士
は
互
い
に
模
倣
し
あ
い
、
古
い
過
去
の
詩
を
真
似
る
、
そ
し
て
誰
も

が
、
抽
象
度
の
高
い
詩
ほ
ど
高
尚
な
詩
だ
と
い
う
考
え
に
囚
わ
れ
て
い
る

こ
と
な
の
で
あ
る
。

アラブ現代詩について
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４

抽
象
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
（
コ
ー
ラ
ン
）
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
ア
ラ
ブ

詩
は
古
い
も
の
も
新
し
い
も
の
も
、
す
べ
て
ク
ル
ア
ー
ン
の
懐
か
ら
生
ま

れ
て
い
る
。
ク
ル
ア
ー
ン
は
、
ア
ラ
ブ
文
化
に
お
け
る
芸
術
的
想
像
力
の

形
成
に
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
、
ま
た
今
も
果
た
し
続
け
て
い
る
。

詩
で
あ
ろ
う
と
散
文
で
あ
ろ
う
と
、
お
よ
そ
ア
ラ
ビ
ア
語
の
言
語
表
現
と

い
う
も
の
は
、
千
四
百
年
近
く
前
つ
ま
り
西
暦
六
二
二
年
の
イ
ス
ラ
ー
ム

の
始
ま
り
か
ら
今
日
ま
で
、
ク
ル
ア
ー
ン
と
い
う
宇
宙
の
も
と
に
あ
る
。

ク
ル
ア
ー
ン
の
言
語
は
、
非
常
に
高
度
の
暗
喩
を
特
徴
と
し
た
、
究
極
の

抽
象
で
あ
り
、
ク
ル
ア
ー
ン
と
と
も
に
言
葉
は
地
上
か
ら
天
上
に
の
ぼ
っ

た
、
二
本
の
足
か
ら
頭
に
移
っ
た
、
そ
し
て
言
語
は
、�
メ
タ
�
言
語
に

変
わ
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ク
ル
ア
ー
ン
は
ア
ラ
ブ

文
化
に
お
け
る
最
初
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ー
ク
で
あ
り
、
ア
ラ
ブ
は
、
言
語
に

関
し
て
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
と
と
も
に
、
感
覚
の
経
験
か
ら
、
頭
の
経
験
に

移
行
し
た
。
ク
ル
ア
ー
ン
は
出
典
、
記
憶
を
も
た
な
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、

ク
ル
ア
ー
ン
以
前
、
つ
ま
り
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
の
豊
か
な
記
憶
の
世
界
を

否
定
し
、
そ
れ
以
後
今
日
に
い
た
る
ま
で
の
芸
術
、
と
り
わ
け
詩
の
テ
キ

ス
ト
に
と
っ
て
の
記
憶
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ク
ル
ア
ー
ン
と
と
も
に
、

ア
ラ
ブ
は
テ
ン
ト
か
ら
空
へ
の
ぼ
り
、
の
ぼ
っ
た
き
り
降
り
て
こ
な
い
│

│
そ
れ
以
来
、
抽
象
の
度
合
い
を
よ
り
高
め
る
こ
と
、
言
葉
の
翼
で
飛
ぶ

こ
と
に
の
み
専
念
し
続
け
て
き
た
。

ア
ラ
ブ
は
、
こ
の
天
か
ら
降
り
て
き
た
神
の
テ
キ
ス
ト
に
、
非
常
な
劣

等
感
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
何
ら
か
の
形
で

つ
な
が
る
よ
う
な
書
き
方
、
過
去
と
断
絶
し
た
創
作
を
常
に
目
指
す
よ
う

に
な
っ
た
。
現
代
の
ア
ラ
ブ
詩
の
運
動
も
、
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
的

に
、
こ
の
よ
う
な
方
向
を
追
求
し
て
い
る
。
現
代
詩
の
テ
キ
ス
ト
は
、
記

憶
を
も
た
ず
、�
切
り
離
さ
れ
�、
外
部
に
出
典
が
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
と

し
て
き
た
。
し
か
し
現
実
は
そ
の
よ
う
な
意
図
と
は
異
な
り
、
真
に
独
立

し
て
空
白
の
中
に
立
ち
、
あ
ら
ゆ
る
源
か
ら
の
断
絶
を
な
し
遂
げ
た
詩
な

ど
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
現
代
詩
の
旗
手
た
ち
の
誰
も
、
古
い
ク
ル
ア
ー
ン

の
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
世
界
観
や
も
の
の
見
方
を
の
り
超
え
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
偉
大
な
パ
イ
オ
ニ
ア
た
ち
は
、
新
し
い
記
述
の
様
式
を
生

み
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

５

ク
ル
ア
ー
ン
と
と
も
に
、
詩
的
創
造
は
、
抽
象
と
平
行
し
て
歩
む
よ
う

に
な
っ
た
。
詩
人
は
、
事
物
を
そ
の
も
の
と
し
て
見
ず
に
、
頭
を
通
し
て

見
る
よ
う
に
な
っ
た
。
詩
人
は
、
事
物
を
、
何
か
他
の
も
の
の
た
め
で
な

く
そ
れ
自
体
と
し
て
み
る
力
、
事
物
と
交
流
し
、
と
も
に
呼
吸
し
、
あ
り

の
ま
ま
に
表
現
す
る
力
を
失
っ
た
。
ア
ラ
ブ
の
詩
人
、
特
に
現
代
詩
人
に

と
っ
て
、
詩
的
真
実
、
あ
る
い
は
す
べ
て
の
真
実
は
│
│
も
し
真
実
な
ど

と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
だ
が
│
│
も
は
や
、
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
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目
で
見
、
耳
で
聞
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
く
な
り
、
そ
の
背
後
に

あ
る
も
の
と
な
っ
た
。

こ
の
「
背
後
に
あ
る
も
の
」
こ
そ
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
（
神
秘
主
義
）
の

テ
キ
ス
ト
が
つ
か
ま
え
よ
う
と
し
、
事
物
や
世
界
を
極
度
に
抽
象
化
す
る

知
の
言
語
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
努

力
の
延
長
線
上
に
、
後
世
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
詩
人
た
ち
が
連
綿
と
連

な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
現
代
の
ア
ラ
ブ
詩
の
運
動
も
位
置
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
革
新
と
は
、
抽
象
の
度
合
い
を
、
ク
ル
ア
ー

ン
や
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
テ
キ
ス
ト
と
同
じ
や
り
方
で
、
ど
ん
ど
ん
あ
げ
て

い
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
ア
ラ
ブ
現
代
詩
の
運
動
は
、
一
九
五
〇
年

代
、
六
〇
年
代
に
起
き
た
三
つ
の
大
き
な
流
れ
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
。『
ア
ル
ア
ー
ダ
ー
ブ
（
文
学
）』
誌
は
一
九
五
二
年
に
創
刊
さ
れ
、
今

日
ま
で
続
い
て
い
る
。『
シ
ャ
ア
ル
（
詩
）』
誌
は
一
九
五
七
年
創
刊
で
一

九
六
四
年
に
廃
刊
に
な
り
、そ
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
は
、若
い
世
代
に
と
っ

て
は
今
で
は
メ
ッ
カ
の
よ
う
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。『
マ
ワ
ー
キ
フ（
立

場
、
状
況
）』
誌
は
一
九
六
八
年
に
創
刊
さ
れ
八
〇
年
代
後
半
以
降
は
発

刊
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
も
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
は
メ
ッ
カ
的
存
在
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
文
芸
誌
は
、
詩
の
運
動
の
方
向
付
け
に
は

か
り
し
れ
な
い
大
き
な
影
響
を
与
え
、
九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
、
ア

ラ
ブ
各
国
で
の
新
聞
や
現
代
詩
専
門
誌
の
爆
発
的
な
発
行
に
つ
な
が
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
三
つ
の
文
芸
誌
か
ら
、
ア
ラ
ブ
詩
の
モ
ダ
ニ
ズ

ム
と
い
う
幻
想
が
始
ま
り
、
六
〇
年
代
、
七
〇
年
代
、
そ
し
て
八
〇
年
代

の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
で
影
響
力
を
も
っ
た
詩
人
た
ち
は
み
な
こ
こ
か
ら
誕

生
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
多
く
が
、
自
分
こ
そ
、
詩
の
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
父
で
あ
り
、
旗
手
で
あ
り
、�
新
た
な
詩
の
ク
ル
ア
ー
ン
�
あ
る
い

は
�
新
し
い
詩
の
聖
書
�
を
手
に
し
た
預
言
者
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

『
シ
ャ
ア
ル
』
と
『
マ
ワ
ー
キ
フ
』
の
二
誌
が
発
し
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
、�
詩

の
過
去
と
の
断
絶
�、�
個
人
的
体
験
の
表
現
の
自
由
�、
あ
る
い
は
そ
の

ほ
か
詩
人
の
頭
に
浮
か
ん
だ
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
、
彼
ら
が

実
際
に
書
い
て
、
三
つ
の
文
芸
誌
や
そ
の
他
の
場
に
発
表
し
た
詩
と
は
、

実
は
ま
っ
た
く
別
物
だ
っ
た
。
彼
ら
の
望
み
を
た
と
え
わ
ず
か
で
も
表
現

す
る
よ
う
な
詩
、
つ
ま
り
事
物
の
見
方
や
言
語
の
構
造
に
お
い
て
詩
の
過

去
の
遺
産
か
ら
の
解
放
を
訴
え
る
だ
け
の
力
を
も
っ
た
詩
は
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
か
っ
た
。
個
人
的
な
体
験
を
表
現
し
、
そ
こ
か
ら
詩
人
の
肉
体
の

に
お
い
、
詩
人
の
イ
ン
ク
の
に
お
い
を
嗅
ぎ
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

詩
は
、
う
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
ア
ル
ア
ー
ダ
ー
ブ
』
誌
の
詩
人
た
ち
に
な
る
と
、
彼
ら
は
、

自
分
た
ち
は
遺
産
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
、
遺
産
に
ち
ょ
っ

と
手
直
し
し
革
新
を
吹
き
込
む
の
だ
と
公
然
と
言
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
、

『
シ
ャ
ア
ル
』、『
マ
ワ
ー
キ
フ
』
の
二
つ
の
理
論
的
な
雑
誌
の
主
張
す
る

詩
の
モ
ダ
ニ
テ
イ
や
革
新
が
、
ア
ラ
ビ
ア
語
と
そ
の
遺
産
を
足
元
か
ら
揺

り
崩
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
信
じ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
上
で
論
争
を
展
開

し
た
。
し
か
し
、
そ
の
論
戦
は
、
ほ
ど
な
く
静
ま
っ
て
し
ま
っ
た
―

と

い
う
の
も
、
現
実
に
は
と
る
に
た
る
変
化
は
何
一
つ
起
き
ず
、
結
局
み
な

同
じ
土
俵
の
上
、
抽
象
と
い
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
城
の
中
に
い
る
の
だ
と

アラブ現代詩について
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い
う
こ
と
を
、
い
ず
れ
の
勢
力
も
が
悟
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ず

れ
の
勢
力
も
、
現
代
詩
の
革
命
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
し
て
、
停
戦
合
意

し
た
。
そ
の
合
意
は
、
い
わ
ば
同
時
に
勝
利
で
敗
北
だ
っ
た
と
言
え
る
が
、

実
は
、
彼
ら
の
間
の
争
い
は
、
詩
の
戦
争
、
芸
術
上
の
闘
い
で
は
な
く
、

時
に
は
国
家
間
、ま
た
時
に
は
宗
派
間
、そ
し
て
大
部
分
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
対
立
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

６

現
代
ア
ラ
ブ
詩
人
は
、『
ア
ル
ア
ー
ダ
ー
ブ
』
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ク
ラ

シ
ッ
ク
に
せ
よ
、『
マ
ワ
ー
キ
フ
』
の
よ
う
な
モ
ダ
ニ
ス
ト
に
せ
よ
、
そ

の
存
在
は
、
父
親
の
人
格
か
ら
独
立
し
て
自
分
の
道
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
な
い
で
い
る
子
供
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ニ
ュ
ー
ク
ラ

シ
ッ
ク
も
モ
ダ
ニ
ス
ト
も
、
過
去
に
祖
先
を
見
出
し
、
こ
れ
を
擁
護
し
て

い
る
…
…
過
去
の
大
使
で
あ
る
と
い
う
信
任
状
を
い
つ
も
ぶ
ら
下
げ
、
古

び
た
武
器
で
戦
っ
て
い
る
。
た
だ
、
モ
ダ
ニ
ス
ト
は
古
い
武
器
を
構
造
は

そ
の
ま
ま
に
色
だ
け
上
塗
り
し
て
使
っ
て
お
り
、
一
方
ニ
ュ
ー
ク
ラ
シ
ッ

ク
は
、
色
さ
え
塗
ら
な
い
で
使
っ
て
い
る
、
違
い
は
そ
れ
だ
け
で
、
い
ず

れ
も
過
去
の
兵
隊
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。

そ
し
て
ニ
ュ
ー
ク
ラ
シ
ッ
ク
は
、
自
分
た
ち
の
祖
先
と
し
て
、
過
去
の

歴
史
の
中
で
支
配
的
だ
っ
た
文
化
を
選
び
、
一
方
モ
ダ
ニ
ス
ト
は
、
異
端

と
さ
れ
て
い
た
者
た
ち
を
祖
先
と
し
て
い
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
過

去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
自
分
た
ち
の
正
当
性
を
見
出
す
点
は
同
じ
と
い
え
る
。

あ
る
い
は
、
ニ
ュ
ー
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
ほ
う
が
、
モ
ダ
ニ
ス
ト
よ
り
自
己
と

調
和
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
モ
ダ
ニ
ス
ト
は
、
過
去
と
の

断
絶
を
標
榜
し
な
が
ら
、
自
身
の
内
部
で
は
、
特
殊
な
文
化
的
歴
史
に
、

例
え
細
い
糸
で
あ
っ
て
も
、
つ
な
が
り
を
求
め
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
う

や
っ
て
大
き
な
矛
盾
を
生
き
て
い
る
。
矛
盾
と
い
う
も
の
が
、
世
界
共
通

の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
の
み
に

お
い
て
は
、
彼
ら
は
、
紛
れ
も
な
く
モ
ダ
ニ
ス
ト
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
。

ニ
ュ
ー
ク
ラ
シ
ッ
ク
は
、
自
分
た
ち
が
過
去
の
大
衆
文
化
に
つ
な
が
る

も
の
だ
と
明
言
し
て
お
り
、
一
方
の
�
モ
ダ
ニ
ス
ト
詩
人
�
た
ち
は
、
そ

の
大
衆
文
化
を
、
外
側
の
�
表
皮
�
で
あ
り
創
造
性
の
な
い
も
の
と
み
な

し
、
自
分
た
ち
こ
そ
、
文
化
の
核
心
、
か
つ
て
禁
じ
ら
れ
、
エ
リ
ー
ト
の

中
の
エ
リ
ー
ト
だ
け
の
も
の
だ
っ
た
、
彼
ら
が
言
う
と
こ
ろ
の
�
本
質
�

�
根
本
�
に
つ
な
が
る
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
、
自
ら
が
ア
ラ
ブ

の
遺
産
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
現
代
詩
の
運
動
が
つ

か
ん
だ
伝
統
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
一
部
と
は
、
あ
り
ふ
れ
た
部
分
で
は

な
く
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
よ
う
に
非
常
に
特
殊
な
部
分
で
あ
っ
た
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
現
代
詩
は
非
常
に
難
解
、
抽
象
的
で
あ
り
、
あ
た

か
も
モ
ダ
ニ
テ
イ
と
は
「
誰
で
も
望
む
も
の
が
、
と
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
の
だ
。
特
別
に
創
造
的
で
、
例
外
的
な
人
間
だ
け
が
│
│
預
言
者
、

ス
ー
フ
ィ
ー
、
そ
し
て
現
代
詩
人
が
！

│
│
詩
の
歴
史
上
の
、
偉
大
な

創
造
者
た
ち
の
名
前
に
連
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
」
と
言
っ
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
現
代
詩
人
と
は
、
現
在
と
つ
な
が
り
、
現
代
と
等
身
大
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に
生
き
る
力
を
も
つ
者
で
は
な
く
、
特
定
の
過
去
と
つ
な
が
り
、
詩
的
創

造
の
歴
史
の
う
え
で
偉
大
な
人
物
た
ち
と
肩
を
並
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者

だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
お
前
は
、
天
才
で
も
、
例
外
的
で
も
、
創

造
的
で
も
、
魔
法
使
い
で
も
、
占
い
師
で
も
な
い
か
ら
、
過
去
の
偉
大
な

詩
人
た
ち
│
│

イ
ム
ル
ー
・
ア
ル
カ
イ
ス
、
ア
ビ
ー
・
タ
ン
マ
ー
ム
、
ム

タ
ナ
ッ
ビ
ー
、
ア
ル
ニ
ッ
フ
ァ
リ
ー
（
い
ず
れ
も
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
あ
る

い
は
八
〜
九
世
紀
の
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
の
ア
ラ
ブ
の
詩
人
た
ち
）、ラ
ン
ボ
ー
、

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
マ
ラ
ル
メ
…
…
ら
と
並
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
」。
今
日

の
あ
ら
ゆ
る
創
造
は
、
過
去
の
、
し
か
も
非
常
に
遠
い
過
去
の
創
造
と
同

じ
や
り
方
と
水
準
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
意
味
を
も
た
な
い
。
言
葉
を
変
え

れ
ば
、
天
才
、
魔
法
使
い
、
占
い
師
で
な
け
れ
ば
、
模
倣
で
さ
え
、
成
功

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
れ
が
、
モ
ダ
ニ
テ
イ
の
矛
盾

し
た
伝
統
で
あ
り
、
ア
ラ
ブ
現
代
詩
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
運
動
の
明
白
な
譲
歩

な
の
だ
。
こ
の
運
動
が
示
し
擁
護
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
は
、
こ
の
よ
う
な

�
巨
人
た
ち
�
の
名
前
に
匹
敵
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
巨
人
た

ち
の
テ
キ
ス
ト
と
同
水
準
に
達
し
て
い
な
い
テ
キ
ス
ト
は
す
べ
て
、
モ
ダ

ニ
ズ
ム
や
、
創
造
や
、
偉
大
な
詩
と
は
、
お
よ
そ
無
縁
な
も
の
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ア
ラ
ブ
詩
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
過
去
に

た
っ
て
自
ら
を
擁
護
し
た
、
つ
ま
り
自
分
自
身
の
内
部
に
で
は
な
く
、
そ

の
外
に
根
拠
を
求
め
た
。
革
新
の
た
め
に
過
去
と
断
絶
す
る
と
宣
言
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遺
産
の
中
に
つ
な
が
り
を
見
出
し
、
そ
こ
へ
の
帰
属

を
宣
言
し
た
と
き
に
の
み
、
自
ら
を
正
当
化
で
き
た
の
で
あ
る
。

�
過
去
へ
の
回
帰
�、�
本
質
へ
の
回
帰
�、�
理
想
�、�
無
垢
�、�
子
供

時
代
�、�
原
点
の
純
粋
性
へ
の
回
帰
�
│
│
こ
れ
ら
は
、
現
在
は
本
質
で

は
な
く
、
理
想
で
な
く
、
無
垢
で
な
く
、
子
供
ら
し
さ
を
も
た
な
い
、
と

い
う
こ
と
を
前
提
に
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
│
│
こ
れ
ら
の
回
帰
こ
そ
、

ア
ラ
ブ
現
代
詩
の
運
動
が
依
り
所
と
し
た
原
則
の
一
つ
だ
っ
た
。
あ
る
詩

人
は
、
言
語
を
そ
の
初
期
の
無
垢
さ
に
帰
そ
う
と
し
、
ま
た
あ
る
詩
人
は

�
源
�
に
戻
ろ
う
と
し
、
あ
る
い
は
ま
た
別
の
詩
人
は
本
来
の
素
朴
さ
に

か
え
ろ
う
と
す
る
…
…
誰
も
が
何
か
に
回
帰
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
な
る
と
、
モ
ダ
ニ
テ
イ
と
は
、
こ
の
�
汚
れ
た
�
現
在
に
あ
る
の

で
は
な
く
、
未
来
に
で
も
な
く
、
時
の
流
れ
や
現
在
に
犯
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
不
変
の
根
本
へ
の
回
帰
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
世
界
は
古
く
、

そ
こ
に
は
不
変
の
本
質
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
原
理
主
義
的
な
宗
教

思
想
の
特
徴
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
た
っ
て
、
モ
ダ
ニ

ズ
ム
の
詩
人
た
ち
は
、
詩
に
お
け
る
モ
ー
ド
（
流
行
）、
つ
ま
り
現
在
の

素
朴
な
事
物
が
現
れ
て
い
る
よ
う
な
詩
を
攻
撃
す
る
。
モ
ー
ド
は
移
り
変

わ
り
変
化
し
て
い
く
も
の
だ
か
ら
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
し

か
し
詩
人
た
ち
、
宗
教
的
知
識
人
た
ち
も
、
服
装
や
食
べ
物
、
飲
み
物
な

ど
に
つ
い
て
は
モ
ー
ド
を
追
い
か
け
て
い
る
。
要
す
る
に
、
彼
ら
パ
イ
オ

ニ
ア
た
ち
の
め
が
ね
に
か
な
わ
な
い
詩
は
す
べ
て
モ
ー
ド
の
詩
、
一
過
性

で
、
永
遠
性
を
も
た
ず
、
忘
れ
ら
れ
て
い
く
詩
だ
と
い
う
こ
と
に
さ
れ
る

の
だ
。
し
か
し
、
忘
却
の
な
い
歴
史
が
あ
る
だ
ろ
う
か
！

そ
れ
は
ま
る

で
、
時
の
な
い
歴
史
、
時
を
、
現
在
を
否
定
す
る
歴
史
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
か
。
彼
ら
は
言
う
だ
ろ
う
、「
著
述
の
世
界
以
外
で
な
ら
、
モ
ー
ド

も
悪
く
な
い
。
が
、
書
く
と
い
う
こ
と
は
創
造
で
あ
り
、
創
造
と
は
垂
直
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な
時
間
に
潜
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
モ
ー
ド
は
、
流
れ
去
っ
て
い
く
水

平
な
時
間
の
水
面
で
泳
ぎ
回
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
」。
し
か
し
モ
ー

ド
も
モ
ー
ド
な
り
の
創
造
で
あ
り
、
創
造
に
は
不
変
の
本
質
、
不
変
の
形

な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
、
形
而
上
的
な

人
間
た
ち
の
頭
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、そ
の
点
は
、ニ
ュ
ー

ク
ラ
シ
ッ
ク
も
モ
ダ
ニ
ス
ト
も
同
じ
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ア
ラ
ブ
・
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
詩
人
た
ち
の
多
く
は
、
政
治
的
な
関
心
や
帰

属
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
芸
術
的
関
心
以
上
に
彼
ら
を
著
述
に
か
り
た

て
て
い
た
。
彼
ら
は
芸
術
用
語
の
辞
書
に
も
増
し
て
、
宗
教
用
語
あ
る
い

は
政
治
用
語
の
辞
書
に
精
通
し
て
お
り
、
政
治
的
、
宗
教
的
な
用
語
を
詩

の
分
野
に
投
影
さ
せ
た
。
五
〇
年
代
初
頭
の
植
民
地
主
義
か
ら
の
解
放
が

叫
ば
れ
た
時
代
に
は
、
韻
律
の
束
縛
か
ら
の
解
放
が
、
国
家
や
民
族
の
統

一
と
い
う
政
治
用
語
が
多
用
さ
れ
た
時
代
に
は
、
詩
や
詩
集
の
有
機
的
な

一
体
性
（
ま
と
ま
り
）
が
、
市
民
の
自
由
に
対
し
て
は
詩
人
の
自
由
が
、

天
才
的
で
偉
大
な
る
政
治
指
導
者
に
対
し
て
は
天
才
的
詩
人
、
と
い
う
こ

と
が
言
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
対
は
、
あ
げ
て
い
け
ば
き
り
が
な
い
。
ア

ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
人
々
を
支
配
し
た
│
│
そ
し
て
い
ま
だ
に
支

配
し
て
い
る
│
│
政
治
的
・
宗
教
的
発
想
は
、
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世

界
の
詩
の
分
野
に
も
同
時
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
前
者
が
国
を
、
後

者
が
詩
を
統
治
し
て
い
る
。
政
治
家
が
、
祖
国
の
独
立
、
植
民
地
支
配
か

ら
の
開
放
、
祖
国
の
統
一
、
市
民
の
自
由
が
実
現
さ
れ
た
と
い
う
幻
想
を

抱
い
た
よ
う
に
、
現
代
詩
人
は
詩
的
過
去
か
ら
独
立
し
、
芸
術
に
お
け
る

統
一
を
実
現
し
た
と
い
う
幻
想
を
抱
い
た
。
政
治
家
は
自
分
が
近
代
国
家

を
実
現
し
た
と
信
じ
、
現
代
詩
人
は
モ
ダ
ン
な
詩
を
書
い
た
と
信
じ
た
の

で
あ
る
。
ア
ラ
ブ
の
政
治
家
は
、
ア
ラ
ブ
の
政
治
的
過
去
と
西
洋
の
政
治

に
よ
っ
て
疎
外
さ
れ
、
現
代
の
ア
ラ
ブ
詩
人
は
過
去
の
ア
ラ
ブ
詩
と
西
洋

の
詩
に
よ
っ
て
疎
外
さ
れ
て
い
る
│
│
こ
こ
に
危
機
が
あ
る
…
…
ア
ラ
ブ

の
現
在
だ
け
が
、
不
在
で
あ
り
、
意
識
的
、
無
意
識
的
に
否
定
さ
れ
続
け

て
い
る
の
だ
。

７

詩
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
テ
イ
は
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
で
も
実
現
さ
れ

て
い
な
れ
け
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
原
因
は
、
ア
ラ

ブ
社
会
を
圧
倒
的
に
覆
い
尽
く
し
て
い
る
一
神
教
的
形
而
上
的
文
化
に
あ

る
。
こ
の
文
化
は
、
異
質
な
も
の
が
自
ら
の
傍
ら
に
発
生
す
る
こ
と
を
容

易
に
は
認
め
ず
、
最
大
限
寛
容
に
な
っ
た
と
し
て
、
片
目
で
、
そ
し
て
非

常
に
極
端
な
視
線
で
新
参
者
を
に
ら
み
つ
け
る
。
ア
ラ
ブ
の
詩
人
は
、
時

代
を
問
わ
ず
、
意
識
し
て
い
る
に
せ
よ
し
て
い
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
文
化

に
完
全
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
、
中
世
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
支
配
し
、
そ
の
た
め
に
何
百
万
と
い
う
人
間
が
死
ん
で
い
っ
た

文
化
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
、
不
可
視
の
も
の
や
理
想
へ
の
呼
び
か
け
と
、

五
感
で
知
覚
さ
れ
る
も
の
の
排
除
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
文
化
の
も
と
で
の
創
造
も
、
当
然
、
同
じ
よ
う
な
思
想
や

知
的
生
産
の
方
法
に
支
配
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
ア
ラ
ブ
の
詩
人
は
イ
ス

ラ
ー
ム
誕
生
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
、
人
間
個
人
と
し
て
の
経
験
に
つ
い
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て
語
ら
ず
、
誰
に
も
共
通
す
る
一
般
的
な
知
的
経
験
に
つ
い
て
の
み
語
っ

て
き
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
の
詩
人
が
し
た
よ
う
に
、
個
人
と
し
て
の
自

己
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
せ
ず
、
書
物
や
理
論
か
ら
学
ん
だ
頭
の
中
に
あ

る
知
に
つ
い
て
語
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
詩
は
一
般
的
で
、
命
や
鼓
動

に
欠
け
、
屍
の
よ
う
な
詩
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
目
で
見
た
あ
り
の
ま
ま
の

美
は
現
れ
ず
、
す
べ
て
は
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
め
が
ね
を
通
さ
れ
て
い
る
。

詩
人
は
、
オ
ア
シ
ス
や
海
や
川
、
木
を
形
而
上
学
の
許
可
証
な
し
に
は
楽

し
め
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
五
感
で
知
覚
さ
れ
る
も
の
を
剥
き
と
り
、
メ

タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
枠
の
中
で
知
的
に
再
構
築
せ
ず
に
は
す
ま
な
く
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
が
事
物
を
本
質
へ
、
根
本
へ
、
純
粋
さ
へ
回
帰
さ
せ
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
重
要
な
役
割
を
は
た
す
者
が
、
存
在
や
美
の
本
質
に
到
達

す
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。

た
と
え
ば
、
海
を
例
に
と
る
な
ら
、
海
は
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
詩
的
な

知
に
よ
っ
て
シ
ン
ボ
ル
化
さ
れ
、
宗
教
的
、
哲
学
的
、
あ
る
い
は
政
治
的

思
想
と
同
水
準
の
も
の
に
な
っ
た
と
き
、
は
じ
め
て
純
粋
で
、
清
ら
か
で
、

美
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
木
は
、
詩
人
が
、
よ
り
高
度
な
観
念
に
、

創
造
上
の
木
に
回
帰
さ
せ
た
と
き
に
の
み
、
真
の
木
と
な
り
、
美
と
な
り
、

存
在
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
詩
は
一
気
に
、
幻
想
的
観
念
や
目
に
見

え
な
い
も
の
か
ら
始
ま
っ
て
、
頭
の
中
で
空
回
り
す
る
、
眼
に
見
え
る
海

や
木
は
姿
を
消
し
、
抽
象
化
さ
れ
た
言
葉
か
ら
な
る
別
の
海
、
別
の
木
が

現
れ
る
の
で
あ
る
。

パ
イ
オ
ニ
ア
詩
人
た
ち
が
、
彼
ら
の
試
み
を
離
陸
さ
せ
た
時
、
彼
ら
は

強
い
使
命
感
を
抱
い
て
い
た
あ
ま
り
、
自
分
た
ち
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ

ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
、
加
え
て
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
か
ら
な
る
一
神

教
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
文
化
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
し

ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
文
化
と
つ
き
あ
い
、
こ
れ
を
の
り
超

え
よ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
こ
れ
と
袂
を
分
か
と
う
と
す
る

の
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
彼
ら
は
、
無
意
識

の
う
ち
に
こ
の
よ
う
な
文
化
の
土
台
、
根
本
に
足
を
つ
け
た
ま
ま
、
自
己

か
ら
の
分
離
が
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
衝
撃
を
恐
れ
な
が
ら
、
離
陸
し
た
。

そ
の
た
め
、
一
九
五
〇
年
代
、
六
〇
年
代
に
西
洋
文
化
と
出
会
っ
た
と
き
、

当
の
西
洋
文
化
は
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
特
徴
を
す
で
に
す
っ
か
り
捨
て
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
た
ち
ア
ラ
ブ
の
性
格
と
共
通
す
る
も
の
だ

け
を
そ
こ
か
ら
と
り
こ
ん
だ
。
自
ら
と
異
な
る
も
の
は
取
り
入
れ
ず
、
自

分
た
ち
自
身
や
ア
ラ
ブ
の
遺
産
が
そ
の
中
に
見
出
だ
せ
る
も
の
、
自
分
た

ち
を
映
し
出
す
鏡
、
自
分
た
ち
に
理
解
で
き
る
も
の
だ
け
を
読
み
と
っ
た
。

彼
ら
は
多
様
性
と
い
う
も
の
の
提
唱
者
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
詩

や
評
論
の
翻
訳
、
西
洋
と
の
接
触
は
、
自
分
た
ち
や
自
分
た
ち
の
伝
統
の

革
新
と
か
ビ
ジ
ョ
ン
の
転
換
の
た
め
以
上
に
、
彼
ら
の
�
モ
ダ
ニ
テ
イ
�

の
正
当
性
を
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
彼
ら
は
、

ボ
ー
ド
レ
ー
ル
や
ラ
ン
ボ
ー
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
た
ち
の
ラ
イ
バ
ル
の

作
品
に
ふ
れ
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
詩
の
反
モ
ダ
ニ
ズ
ム

論
を
読
み
、
西
洋
の
詩
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す

れ
ば
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム

文
化
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
キ
リ
ス
ト
教
文
化
に
は
そ
の
根
本
で
共
通
す
る
も

の
が
多
い
の
だ
か
ら
。

アラブ現代詩について

179



彼
ら
は
西
洋
文
化
に
自
ら
を
映
し
出
す
鏡
を
求
め
た
の
で
、
ア
ド
ニ
ス

│
│
一
九
三
〇
年
に
生
ま
れ
、
現
在
、
ア
ラ
ブ
詩
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
最
も

重
要
な
理
論
家
で
あ
り
、
ま
た
も
っ
と
も
重
要
な
詩
人
│
│
に
と
っ
て
は

『
ア
ラ
ブ
詩
序
論
』
の
中
で
ア
ラ
ブ
の
詩
人
と
西
洋
の
詩
人
、
ア
ラ
ブ
の

詩
の
運
動
と
西
洋
の
運
動
を
並
べ
て
見
せ
る
の
は
、
容
易
な
こ
と
だ
っ
た
。

「
ア
ブ
ー
・
ヌ
ワ
ー
ス
は
ア
ラ
ブ
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
で
あ
る
」「
ア
ビ
ー
・

タ
ン
マ
ー
ム
は
ア
ラ
ブ
の
マ
ラ
ル
メ
」「
ラ
ン
ボ
ー
は
ア
ラ
ブ
の
ス
ー

フ
ィ
ー
」、
そ
し
て
最
後
に
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
と
シ
ュ
ー
レ
ア
リ
ズ
ム
を
並

べ
て
み
せ
る
。
詩
の
モ
ダ
ニ
テ
イ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
十
世
紀
も
前
に
ア

ラ
ブ
か
ら
始
ま
っ
た
、
あ
る
い
は
我
々
ア
ラ
ブ
の
古
い
詩
人
、
と
り
わ
け

八
〜
九
世
紀
の
詩
人
た
ち
は
ラ
ン
ボ
ー
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
と
同
じ
よ
う
に

モ
ダ
ニ
ス
ト
で
あ
り
同
時
代
的
で
あ
る
、
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
比
較
の
背
景
に
は
、
こ
の
世
界
を
、
一
つ
の
本
質
が
多
様

な
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
と
ら
え
、
存
在
の
変
化
と
い
う
も
の

を
深
い
と
こ
ろ
で
は
信
じ
な
い
と
い
う
形
而
上
学
的
な
も
の
の
見
方
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
数
多
く
の
詩
人
た
ち
の

名
前
も
、一
つ
の
も
の
、す
な
わ
ち
根
本
や
理
想
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
に
他
な
ら
な
い
。

ア
ラ
ブ
現
代
詩
の
旗
手
た
ち
は
、
彼
ら
の
形
而
上
的
な
�
信
条
�
を
揺

さ
ぶ
り
動
か
す
よ
う
な
可
能
性
を
も
っ
た
も
の
、
こ
の
時
代
の
預
言
者
と

な
る
と
い
う
彼
ら
の
夢
、
詩
人
は
預
言
者
あ
る
い
は
占
い
師
、
魔
法
使
い

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
信
仰
か
ら
、
彼
ら
の
眼
を
覚
ま
さ
せ
る
よ
う

な
も
の
に
は
近
づ
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
詩
人
た
ち
は
、
先
を
争
っ
て
、

預
言
者
、
占
い
師
、
魔
法
使
い
に
な
ろ
う
と
し
、
人
間
で
あ
る
こ
と
を
忘

れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
預
言
者
を
め
ざ
し
て
の
競
争
で
さ
え
、
決
し
て
新

し
い
も
の
で
は
な
く
、
ア
ラ
ブ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統
だ
と
言
え
る
。
イ

ス
ラ
ー
ム
以
降
の
ア
ラ
ブ
の
詩
人
は
誰
も
が
預
言
者
に
な
る
こ
と
を
夢
み

て
き
た
。
ま
た
、
彼
ら
は
、
目
に
見
え
る
も
の
や
現
在
を
裏
切
る
こ
と
で

も
先
を
競
い
、
そ
の
よ
う
に
し
て
単
に
詩
人
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
偉

大
な
詩
人
、
天
才
、
創
造
者
に
な
ろ
う
と
し
て
き
た
。

「
詩
人
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
物
足
り
な
い
、
こ
れ
ら
の
形
容
詞
が
ど

う
し
て
も
必
要
だ
！
眼
に
見
え
る
も
の
を
裏
切
り
、
現
在
を
裏
切
っ
て
は

じ
め
て
、
不
可
視
の
も
の
、
偉
大
な
過
去
、
偉
大
な
未
来
に
届
く
こ
と
が

で
き
る
!!
」
│
│
こ
れ
が
、
ア
ラ
ブ
現
代
詩
の
運
動
を
支
配
し
て
き
た
掟

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
詩
人
た
ち
は
、
詩
に
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
思
想
を
何
よ
り
も
優
先
し
て
選
び
、
人
間
が
こ
の
世
界
の
も
っ
と
も
重

要
な
要
素
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
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