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Ermatinger’s Image of Daidalos 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　
　Daidalos is the greatest craftsman in the Greek myth and his figure is profoundly 
suggestive of the destiny of our arts as a whole. Now, Emil Ermatinger（1873-1953）
was famous in the German Literaturwissenschaft and presented in his theoretical book 
an unforgettable interpretation of the myth. Namely, as a man of keen insight, he 
extracted sharply and explained clearly certain motives to cause the atmosphere of 
tragedy.
　I am aware of the richness of this attractive explanation, and in order not to miss 
any detail, I have translated it into Japanese wholly here for helping later studies of 
the myth.

　The original text is as follows: 
Emil Ermatinger, Tragik. in : Das dichterische Kunstwerk, 1921. S.220-238.
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本
稿
の
目
的
は
後
段
に
置
く
一
文
の
翻
訳
紹
介
に
あ
る
。
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
年
）
四
月
本
学
哲
学
科
に
入
っ
て
美
学
コ
ー

ス
を
開
い
た
と
き
、
自
身
の
課
題
と
し
て
掲
げ
た
の
は
悲
劇
お
よ
び
悲
劇
性
概
念
の
追
究
で
あ
っ
た
。
悲
劇
性
の
概
念
に
つ
い
て
は 

マ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
悲
劇
性
論
議
が
念
頭
に
あ
り
、
フ
ッ
セ
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
公
刊
一
九
〇
〇
年
と
い
う
明
快
な
画
期
を

思
い
つ
つ
、
芸
術
研
究
に
お
け
る
現
象
学
の
作
用
範
囲
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
、
い
わ
ば
手
探
り
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
先
師

竹
内
敏
雄
先
生
は
畢
生
の
大
業
『
美
学
総
論
』（
昭
和
五
十
四
年　

弘
文
堂
）
の
日
夜
で
あ
っ
た
が
、
偶
々
の
び
や
か
な
雑
談
で
、
美
的
範

疇
論
の
位
置
は
、
と
お
尋
ね
す
る
や
、
い
と
も
淡
々
あ
っ
さ
り
文
芸
の
問
題
と
返
さ
れ
て
、
こ
の
応
答
の
情
景
は
今
日
ま
で
深
く
心 

に
焼
付
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
も
触
発
さ
れ
て
公
刊
で
き
た
の
が
訳
書
『
文
学
的
芸
術
作
品
』（Rom

an Ingarden, D
as literarische 

K
unstw

erk, 1931. 

昭
和
五
十
七
年　

勁
草
書
房　

共
訳
者
瀧
内
槇
雄
）
で
あ
り
、
原
著
は
現
象
学
派
の
芸
術
作
品
理
解
の
紛
れ
も
な
い
具
体
的

成
果
で
あ
る
と
捉
え
て
の
訳
業
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
先
行
の
文
芸
考
察
は
ど
の
よ
う
な
姿
を
示
し
て
い
た
か
。
こ
こ
に
一
例
を
同
じ

ド
イ
ツ
語
圏
か
ら
取
出
し
て
紹
介
し
た
い
。

　

富
士
山
は
誰
が
描
い
て
も
よ
く
、
世
に
は
無
数
の
絵
が
並
ぶ
。
し
か
し
な
か
に
直
接
の
写
生
な
ら
ず
、
す
で
に
名
高
い
画
伯
に
よ
る

富
士
山
図
の
模
写
と
見
え
る
作
が
混
じ
る
と
厄
介
に
な
る
。
贋
作
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
機
微
を
手
掛
り
に
芸
術
作
品
な
る
も
の
に
迫

る
考
察
も
現
れ
る
が
、
本
誌
で
幾
た
び
か
紹
介
し
て
き
た
美
術
史
家
リ
ー
グ
ル
（A

lois Riegl, 1858-1905

）
と
前
後
す
る
彫
刻
家
ヒ
ル

デ
ブ
ラ
ン
ト
（A
dolf H

ildebrand, 1847-1921

）
は
早
く
も
、
目
の
前
に
実
際
に
あ
る
形
と
し
て
の
定
在
形
式
（D

aseinsform

）
を
仮
象

と
し
て
現
れ
る
作
用
形
式
（W

irkungsform

）
に
転
換
す
る
こ
と
が
芸
術
家
の
課
題
で
あ
る
と
明
言
し
た
。
こ
の
転
換
作
業
に
籠
め
ら

れ
る
辛
苦
を
思
わ
ず
、
安
易
に
作
用
形
式
を
着
服
す
る
こ
と
が
贋
作
の
非
で
あ
る
と
責
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
盗
用
も
生
じ

る
よ
う
に
作
用
形
式
は
目
に
見
え
る
外
面
形
式
だ
が
、
こ
れ
に
は
表
裏
一
体
を
成
す
内
面
形
式
を
想
定
し
て
、
こ
こ
に
芸
術
創
造
の
本

源
を
託
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
「
内
面
形
式
（innere Form

）」
を
立
て
て
ド
イ
ツ
文
芸
学
の
理
論
的
整
備
を
企
て
た
の
が
エ
ル
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マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
（Em

il Erm
atinger, 1873-1953

）
で
あ
っ
た
。

　

エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
は
チ
ュ
ー
リ
ヒ
お
よ
び
ベ
ル
リ
ン
で
古
典
文
献
学
を
修
め
、
一
九
〇
九
年
以
降
チ
ュ
ー
リ
ヒ
大
学
で
ド
イ

ツ
文
芸
史
の
教
授
、
ス
イ
ス
の
作
家
ケ
ラ
ー
に
つ
い
て
の
著
書
（Gottfried K

ellers Leben, Briefe und T
agebücher, auf Grund der 

Biographie Jakob Baechtolds dargestellt und herausgegeben von E. Erm
atinger. Stuttgart, Cotta 1916-1919. 3vols

）は
い
ま
も
生
残
る

現
行
の
書
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
る
。
当
然
こ
の
大
著
は
伝
記
研
究
書
と
見
做
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
の
ち
一
九
二
一
年
に
著
さ
れ

た
『
詩
的
芸
術
作
品
』（D

as dichterische K
unstw

erk

−Grundbegriffe der U
rteilsbildung in der Literaturgeschichte. 1921

）
は
「
文
芸

学
は
本
質
的
に
歴
史
的
学
問
で
あ
る
（D

ie Literaturw
issenschaft ist im

 w
esentlichen eine historische W

issenschaft. S. 120

）」
の
確
言

を
置
き
な
が
ら
も
、
副
題
「
文
芸
史
に
お
け
る
判
断
形
成
の
根
本
概
念
」
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
理
論
的
体
系
の
書
で
あ
り
、
一
理
論
と

し
て
も
聴
く
べ
き
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
け
れ
ど
も
論
述
に
は
当
然
な
が
ら
大
方
は
ド
イ
ツ
語
圏
の
作
家
お
よ
び
作
品
に
つ
い
て
の
詳
述

が
連
な
り
、
と
て
も
ド
イ
ツ
語
圏
を
越
え
る
一
般
書
と
し
て
の
広
汎
な
普
及
を
見
る
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。
わ
が
国
で
も
専
門
的
研
究
者

に
は
知
ら
れ
な
が
ら
訳
出
に
よ
る
紹
介
の
な
か
っ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
た
び
、
悲
劇
性
の
問
題
に
触
れ
て
ド
イ
ツ
文
芸
な
ら

ぬ
ギ
リ
シ
ア
神
話
を
も
語
る
一
節
に
着
目
し
、
こ
の
一
段
を
移
し
て
、
あ
え
て
邦
語
の
一
資
料
を
仕
立
て
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
本
書

の
構
成
は
左
記
の
通
り
で
あ
る
。
─
─

　

序　

論　

体
験
［
四
項
の
構
成
］

　

第
一
部　

思
想
体
験
［
三
項
の
構
成
］

　

第
二
部　

素
材
体
験
［
三
項
の
構
成
］

　

第
三
部　

形
式
体
験

　
　

第
一
節　

内
面
形
式
［
三
項
の
構
成
］
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第
二
節　

外
面
形
式
な
い
し
文
体
（
様
式
）［
四
項
の
構
成
］

　

補
遺　

索
引

　

本
書
も
心
理
学
進
展
時
の
思
潮
内
で
現
れ
て
い
る
が
、
作
品
受
容
を
重
ん
じ
る「
感
情
移
入
」に
つ
い
て
は
一
語
も
な
く
、
序
論
「
体

験
（Erlebnis
）」
の
語
が
予
想
さ
せ
る
よ
う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
（W

ilhelm
 D

ilthey, 1833-1911

）
の
影
響
の
も
と
、
あ
く
ま
で
創
作
心
理

学
的
観
点
に
立
つ
一
書
で
あ
る
。

　

文
芸
作
品
に
即
し
て
実
情
を
見
れ
ば
、
ま
ず
は
人
間
に
未
知
な
る
も
の
と
し
て
の
現
実
界
が
あ
る
が
、
な
か
に
創
造
的
個
人
と
し
て

の
自
我
が
目
覚
め
る
。
こ
の
自
我
の
精
神
的
内
容
を
合
成
す
る
の
は
二
群
の
価
値
、
ひ
と
つ
は
人
間
史
の
総
体
と
し
て
外
か
ら
自
我
に

押
寄
せ
る
「
世
界
（W

elt

）」、
も
う
ひ
と
つ
は
創
造
的
人
格
の
感
覚

−

精
神
的
個
別
性
か
ら
出
て
く
る
「
自
我
（Ich

）」
で
あ
る
。
こ

う
し
て
自
我
と
世
界
と
の
対
決
と
し
て
成
る
の
が
創
造
的
な
生
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
体
験
す
る
（erleben

）」
と
は
自
我
と
の
闘
争

の
こ
と
で
、
対
決
の
成
果
と
し
て
自
我
に
は
お
の
れ
の
本
性
に
制
約
さ
れ
た
世
界
、
人
格
的
宇
宙
、
す
な
わ
ち
「
世
界
像
（W

eltbild

）」

が
成
立
す
る
。
こ
の
世
界
像
を
築
か
せ
る
要
素
の
総
体
は
「
素
材
（Stoff

）」
で
あ
り
、
素
材
の
個
々
の
成
分
を
「
動
機
（M

otiv

）」
と

呼
ぶ
。
何
ら
か
の
動
機
に
触
発
さ
れ
て
、
創
造
的
人
格
が
お
の
れ
の
世
界
観
た
る
「
意
想
（Idee

理
念
）」
と
素
材
と
を
明
確
な
形
式
内

に
納
め
る
と
き
、
こ
こ
に
作
用
効
果
を
も
つ
作
品
が
成
る
。
─
─
要
約
す
れ
ば
、
こ
れ
が
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
根
本
的
洞
察
で
あ
る
。

　
「
内
面
形
式
」
を
語
る
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
言
葉
は
き
わ
め
て
簡
明
、
こ
れ
は
「
造
形
力
（form

bildend

）」
あ
り
、
見
え
る
こ
と

な
く
作
用
す
る
ゆ
え
に
、
分
析
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
認
識
で
き
る
も
の
で
あ
る
、
と
規
定
さ
れ
る
だ
け
で
、
あ
と
は
作
例
に
即
し
て
の

説
明
が
縷
々
多
彩
に
繰
拡
げ
ら
れ
る
。

　

自
然
科
学
者
の
学
問
的
記
述
と
異
な
り
、
文
芸
作
品
に
は
一
、
特
定
の
心
の
流
れ
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
二
、
こ
の
流

れ
は
「
雰
囲
気
（A

tm
osphäre

）」
で
し
か
あ
り
得
ず
、
三
、
こ
の
心
的
な
雰
囲
気
は
律
動
的
に
動
く
。
こ
れ
ら
三
項
に
応
じ
て
「
内
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面
形
式
」
を
論
述
す
る
第
一
節
で
は
、
第
一
項
で
ま
ず
Ａ
、
創
造
的
人
格
の
心
を
唆
る
感
情
優
先
の
場
と
し
て
牧
歌
性
（idyllische 

H
altung

）
お
よ
び
悲
歌
性
・
悲
愴
性
（elegisch, pathetisch

）、
つ
づ
い
て
Ｂ
、
知
性
優
先
の
場
と
し
て
喜
劇
性
（K

om
ik

）、
最
後
に
Ｃ
、

悲
劇
性
お
よ
び
フ
モ
ー
ル
（T

ragik und H
um

or

）
が
論
じ
ら
れ
、
こ
こ
で
第
一
項
は
閉
じ
て
、
第
二
項
「
内
的
動
機
付
け
」
に
移
り
、

第
三
項
「
象
徴
的
な
る
も
の
」
で
内
面
形
式
論
の
全
体
が
完
結
、
末
尾
第
三
部
第
二
節
の
外
面
形
式
論
は
抒
情
文
芸
・
敍
事
文
芸
・
劇

文
芸
の
文
体
（Stil 
様
式
）
考
と
な
っ
て
い
る
。
─
─
こ
の
全
体
構
成
内
に
置
か
れ
た
悲
劇
性
論
議
に
何
ら
か
の
独
自
性
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
よ
う
か
。
こ
れ
が
今
回
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
の
問
題
で
も
あ
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
の
前
後
に
は
時
代
を
反
映
し
て
か
記
憶
に
残
る
悲
劇
論
や
悲
劇
性
論
議
が
幾
つ
も
著
さ
れ
て
い
る
。
神
学
者
で
あ

ろ
う
バ
ー
デ
ン
の
著
書
『
悲
劇
的
な
る
も
の
』（H

ans Jürgen Baden, 1911-1986. D
as T

ragische, 1941, 21948

）
も
な
か
の
ひ
と
つ
で
あ
っ

て
、
人
は
決
断
せ
ざ
る
を
得
ず
、
決
断
（Entscheidung

）
と
は
善
悪
の
決
断
だ
が
、
善
悪
の
別
は
不
明
で
あ
り
、
決
断
す
る
人
は
悲

劇
的
な
姿
を
見
せ
る
、と
語
っ
て
論
述
を
始
め
て
い
る
。
こ
の
書
中
で
逸
話
的
に
ポ
ム
ペ
イ
の
一
兵
士
像
を
捉
え
た
文
章
が
あ
る
の
で
、

や
や
長
く
な
る
が
紹
介
す
る
。
─
─

　

 　

…
…
ポ
ム
ペ
イ
の
発
掘
で
見
る
と
、
灼
熱
の
溶
流
の
さ
き
を
逃
げ
る
人
々
が
捕
ま
っ
て
溶
岩
の
下
で
石
化
し
て
い
た
。
散
歩
の
さ

な
か
暑
熱
の
不
意
打
で
あ
り
、
逃
れ
よ
う
と
す
る
絶
望
そ
の
も
の
の
身
振
り
で
、
凝
り
固
ま
っ
た
地
殻
の
下
に
保
存
さ
れ
て
き
た
。

だ
が
、
ひ
と
り
の
戦
士
に
つ
い
て
の
報
告
も
あ
る
。
部
署
に
立
っ
て
寄
せ
く
る
溶
流
を
見
た
が
、
深
い
悲
し
み
の
眼
差
で
不
運
に
立

向
い
、
一
歩
も
揺
が
ず
立
つ
位
置
で
倒
れ
て
い
た
。
逃
れ
得
ぬ
こ
と
を
前
に
し
て
の
、
逃
走
中
の
悶
死
と
気
丈
な
対
決
死
と
、
こ
れ

ら
両
極
の
あ
い
だ
に
破
滅
し
て
ゆ
く
人
の
姿
の
全
階
梯
が
並
ぶ
。
身
体
を
超
え
る
も
の
は
お
断
り
の
劇
作
家
は
、
逃
れ
得
ぬ
こ
と
に

は
右
の
兵
士
の
ご
と
く
に
対
処
せ
よ
、
と
お
の
れ
の
英
雄
た
ち
に
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
─
─
目
前
の
終
末
を
明
晰
に
知
る
こ
と
、
そ
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れ
で
も
心
を
動
か
さ
ず
、
憂
え
ず
叫
ば
ず
、
顔
は
仮
面
に
等
し
く
、
こ
の
よ
う
な
瞬
間
お
の
ず
と
心
の
奥
底
に
浮
ぶ
で
あ
ろ
う
も
の

も
何
ひ
と
つ
表
情
に
洩
れ
出
な
い
こ
と
を
、
で
あ
る
。

　

 　

こ
の
姿
勢
の
悲
劇
性
に
は
議
論
の
余
地
な
く
、
こ
の
姿
勢
に
見
え
る
偉
大
（
不
動
の
神
経
の
問
題
に
過
ぎ
ぬ
と
で
も
言
う
の
か
）
も
劣

ら
ず
疑
え
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
破
滅
の
姿
に
は
、
最
後
に
宥
め
て
く
れ
る
も
の
、
絶
対
的
な
意
味
、
浄
化
が
欠
け
て
い
る
─
─
カ

タ
ル
シ
ス
が
な
い
。
悲
劇
的
破
滅
が
呑
込
む
人
間
は
、
当
の
姿
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
後
の
疑
問
、
こ
の
破
滅
の
目
撃
証
人
は
誰

か
、
と
問
う
最
も
内
奥
の
不
安
を
黙
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
体
、
何
だ
、
と
問
え
る
か
も
知
れ
な
い
─
─
人
間
が
ふ
た
た
び

無
の
暗
い
夜
へ
と
転
落
し
て
ゆ
き
、
そ
の
生
や
仕
事
の
残
骸
が
壊
れ
た
玩
具
の
よ
う
に
散
在
す
る
、
こ
れ
で
全
て
か
。

　

 　

言
直
し
て
み
よ
う
。
こ
の
形
で
恐
ら
く
心
に
内
在
す
る
だ
け
で
募
り
く
る
悲
劇
性
に
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
満
足
が
な
い
。
不
安
気

に
鳥
ど
も
の
ご
と
く
あ
れ
こ
れ
の
疑
問
が
乱
れ
舞
う
─
─
確
か
に
英
雄
は
勇
敢
で
あ
っ
た
、
大
胆
で
あ
っ
た
、
訓
練
を
積
み
、
そ
の

姿
勢
を
見
て
一
族
も
挙
げ
て
燃
え
立
つ
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
…
…
…
だ
が
い
ま
や
英
雄
は
す
で
に
亡
く
、
突
如
そ
の
運
命

は
崩
れ
て
氷
の
沈
黙
裡
に
没
し
た
。
裂
け
た
割
れ
目
は
閉
じ
ら
れ
て
、
英
雄
の
位
置
に
は
別
の
者
が
立
ち
、
ま
も
な
く
誰
ひ
と
り
想

出
す
こ
と
も
な
く
な
ろ
う
。

　

 　

あ
ら
ゆ
る
内
面
世
界
的
悲
劇
性
に
触
れ
る
や
噴
き
出
て
く
る
、
と
た
だ
い
ま
述
べ
た
疑
問
の
群
れ
、
こ
れ
ら
の
疑
問
は
、
悲
劇
的

な
る
も
の
と
は
感
性
論
（Ä

sthetik 

美
学
）
の
対
象
以
上
の
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
明
し
て
い
る
。
…
…
…
（
上
掲
書S. 106f.

）

　

如
何
か
。
こ
の
記
述
が
な
け
れ
ば
、確
か
に
当
の
ポ
ム
ペ
イ
の
兵
士
像
は
折
々
に
見
物
各
人
の
感
情
移
入
に
よ
る
同
情
を
浴
び
て
も
、

ひ
と
と
き
の
感
性
的
印
象
は
や
が
て
薄
れ
て
大
方
は
消
え
ゆ
く
に
違
い
な
い
。
だ
が
思
返
さ
れ
る
の
は
悲
劇
『
ト
ロ
イ
ア
の
女
』
結
尾

の
王
妃
の
言
葉
で
あ
る
─
─
「
け
れ
ど
、
神
の
手
に
握
り
つ
ぶ
さ
れ
、
地
の
底
に
投
げ
込
ま
れ
た
れ
ば
こ
そ
、
わ
れ
ら
の
名
は
消
え
失

せ
る
こ
と
も
な
く
、
後
々
の
世
ま
で
も
語
り
つ
が
れ
、
歌
い
つ
が
れ
て
ゆ
く
」。
そ
し
て
こ
の
永
久
性
を
保
障
し
た
の
は
事
柄
の
経
緯
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を
描
く
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
筆
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
大
作
に
比
べ
る
と
微
小
過
ぎ
る
と
は
い
え
、
ポ
ム
ペ
イ
の
一
兵
士
も
右
の
記
事
に

よ
っ
て
消
え
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
と
し
て
よ
い
。
こ
こ
に
物
語
り
の
意
義
が
あ
り
、
こ
れ
か
ら
掲
げ
る
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
姿
も
、
長
文

の
記
述
に
よ
り
相
応
の
内
面
形
式
を
整
え
始
め
て
、
含
蓄
は
深
い
が
漠
然
た
る
神
話
内
に
お
け
る
よ
り
は
鮮
明
と
な
り
、
解
釈
の
当
否

を
論
じ
る
こ
と
の
で
き
る
ほ
ど
に
作
用
を
発
揮
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
ダ
イ
ダ
ロ
ス
を
想
っ
た
の
は
、
本
年
（
二
〇
一
五
年
）
二
月
十
五
日
の
『
毎
日
新
聞
』
記
事
を
見
て
の
こ
と
で
あ
る
。「
英
国
古

典
に
お
け
る
中
世
ラ
テ
ン
語
辞
書
」
に
つ
い
て
の
記
事
で
、「
英
国
学
士
院
」
が
第
一
次
世
界
大
戦
前
年
の
一
九
一
三
年
に
着
手
し
、

昨
二
〇
一
四
年
九
月
に
終
了
、
全
部
で
十
七
分
册
（
全
巻
の
価
格
は
六
六
〇
ポ
ン
ド
、
約
十
二
万
円
）、
全
四
〇
七
〇
頁
、
五
万
八
千
語
収
録
、

引
用
は
四
十
三
万
例
と
い
う
、
百
一
年
を
か
け
た
事
業
回
顧
の
記
事
で
あ
る
。
な
か
の
挿
話
に
「
編
集
は
手
作
業
主
体
。
…
…
「
Ｄ
」

の
ペ
ー
ジ
を
開
く
とdaem

on

（
悪
魔
）
の
次
にD

aedaleus

（
ダ
イ
ダ
ロ
ス
）、
順
番
が
逆
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
は
発
生
し
な
い
ミ

ス
で
す
」
と
あ
り
、
こ
こ
に
は
記
者
の
「
失
敗
よ
り
も
手
作
り
の
温
か
さ
を
感
じ
た
」
と
の
感
想
も
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ク
レ
タ
の
迷
宮
を
脱
し
て
イ
タ
リ
ア
へ
翔
る
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
飛
行
は
文
化
西
漸
の
象
徴
と
も
目
さ
れ
、
途
次
の
息
子
イ
カ
ロ
ス
海
中

墜
落
の
悲
話
は
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
作
と
言
わ
れ
て
き
た
絵
画
に
よ
っ
て
も
名
高
い
し
、
文
芸
で
は
ジ
ョ
イ
ス
の
若
き
詩
人
の
印
象
も
強
烈

で
あ
ろ
う
。
あ
れ
こ
れ
の
意
味
が
託
さ
れ
る
含
蓄
の
深
い
物
語
だ
が
、
こ
こ
で
は
何
よ
り
も
ま
ず
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
工
人
で
あ
っ
て
、
人

間
の
技
術
の
運
命
を
思
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
芸
術
な
る
語
の
原
義
に
技
術
が
核
心
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
ひ
ろ
く

芸
術
研
究
者
に
と
っ
て
も
、
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
先
立
つ
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
と
も
ど
も
再
三
再
四
熟
視
熟
考
す
べ
き
英
雄
で
あ
ろ
う
。

　

翻
訳
の
底
本
は
さ
き
に
記
し
た
が
再
掲
す
れ
ば
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

　

Em
il Erm

atinger, T
ragik

（S. 220-238

）in: D
as dichterische K

unstw
erk

─
─Grundbegriffe der U

rteilsbildung in 

der Literaturgeschichte. V
erlag von B. G. T

eubner, Leipzig

・Berlin 1921. 405 S.
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ダ
イ
ダ
ロ
ス
神
話
─
─
悲
劇
の
雰
囲
気
─
─　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

エ
ー
ミ
ー
ル
・
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

デ
ィ
ル
タ
イ
の
影
響
を
受
け
、
体
験
を
重
視
す
る
創
作
心
理
学
的
見
地
か
ら
文
芸
の
問
題

を
体
系
的
に
論
じ
た
一
書
に
お
い
て
、
著
者
は
「
悲
劇
性
」
を
も
作
家
の
内
面
形
式
を
整
え

る
前
段
階
の
ひ
と
つ
、
作
家
を
包
む
雰
囲
気
（A

tm
osphäre

）
も
し
く
は
作
家
の
懐
く
生
感

情
（Lebensgefühl

）
と
捉
え
る
。
同
種
な
が
ら
Ａ
と
し
て
牧
歌
調
・
悲
歌
調
・
悲
愴
性
、
Ｂ

と
し
て
喜
劇
性
、
Ｃ
と
し
て
（
ａ
）
悲
劇
性
お
よ
び
（
ｂ
）
フ
モ
ー
ル
が
並
び
立
っ
て
論
じ

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
悲
劇
性
の
詳
解
に
用
い
ら
れ
た
の
が
ダ
イ
ダ
ロ
ス
神
話
で
あ
り
、
本

稿
で
は
悲
劇
性
お
よ
び
ダ
イ
ダ
ロ
ス
神
話
と
い
う
興
味
深
い
両
項
の
特
質
に
迫
る
た
め
、
右

の
Ｃ
の
前
半
部
（
ａ
）
を
翻
訳
紹
介
す
る
。
─
─
訳
者

　
ａ
、
悲
劇
性

0

0

0

（T
ragik

）［
ｂ
は
末
尾 

二
五
頁
］。
悲
劇
的
作
品
内
で
統
べ
て
い
て
、
こ
の
作
品
を
介
し
て
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
引
起

さ
れ
る
独
得
の
生
命
感
情
（Lebensgefühl

）
は
二
つ
の
方
法
に
従
っ
て
考
察
で
き
る
。
一
、
悲
劇
的
な
こ
と
と
は
周
知
の
一
纏
ま
り
の

大
き
さ
で
あ
る
と
ま
ず
先
に
出
し
、
つ
づ
け
て
、
ひ
と
つ
の
物
語
か
ら
悲
劇
性
が
発
散
す
る
に
は
、
観
念
と
し
て
素
材
と
し
て
当
の
物

語
は
ど
の
よ
う
な
具
合
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
と
問
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
世
界
観
的

−

素
材
本
位
的
（w

eltanschaulich-stoffl
ich

）
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考
察
法
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
二
、
悲
劇
的
な
物
語
の
諸
例
に
も
と
づ
い
て
悲
劇
的
な
こ
と
の
心
的
効
果
（seelische W

irkung

）
を
さ
ま

ざ
ま
な
段
階
に
わ
た
っ
て
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
心
理
学
的
（psychologisch

）
考
察
法
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
最
後
、
そ

し
て
こ
の
道
に
こ
そ
、
た
だ
し
本
質
的
な
事
柄
に
絞
り
つ
つ
入
り
た
い
の
だ
が
、
双
方
で
の
問
題
提
起
を
つ
な
ぐ
結
合
が
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
物
語
か
ら
出
発
し
て
、
物
語
に
理イ

デ
ー念
（
意
想
）
が
吹
込
ま
れ
て
い
る
在
り
方
の
条
件
を
調
べ
［
一
］、
そ
れ
か
ら
理
念
を
吹

込
ま
れ
て
形
式
と
な
っ
た
素
材
が
も
つ
感
情
効
果
の
種
類
を
問
う
［
二 

二
一
頁
］
こ
と
で
あ
る
。

　

一
、
悲
劇
的
な
物
語

0

0

0

0

0

0

。
ギ
リ
シ
ア
神
話
が
述
べ
て
い
る
。
テ
セ
ウ
ス
救
出
の
糸
を
ア
リ
ア
ド
ネ
に
与
え
た
罰
と
し
て
、
自
分
自
身
の

拵
え
た
迷
宮
ラ
ビ
ュ
リ
ン
ト
ス
に
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
息
子
イ
カ
ロ
ス
と
も
ど
も
幽
閉
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
羽
毛
を
蠟
で
骨
組
に
貼
付
け
て

自
分
と
息
子
に
翼
を
作
上
げ
て
の
ち
、
見
張
り
を
丸
め
込
ん
で
逃
去
っ
た
。
飛
翔
の
自
由
と
歓
喜
を
味
わ
い
つ
つ
イ
カ
ロ
ス
は
、
父
親

の
訓
戒
を
物
と
も
せ
ず
、
あ
ま
り
に
高
く
、
太
陽
の
近
く
に
ま
で
も
飛
ん
で
ゆ
く
。
こ
こ
で
蠟
が
融
け
て
翼
は
ば
ら
ば
ら
と
散
り
、
恐

れ
知
ら
ず
の
若
者
は
海
中
へ
墜
ち
て
溺
れ
死
ぬ
。
だ
が
父
親
は
、
思
慮
深
く
地
面
に
近
い
高
さ
で
身
を
保
ち
続
け
、
南
イ
タ
リ
ア
の
ク

マ
エ
に
到
っ
て
、
こ
こ
で
太
陽
神
ア
ポ
ロ
ン
に
神
殿
を
建
立
す
る
。

　

こ
の
伝
説
は
悲
劇
的
な
物
語
の
根
本
類
型
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
出
来
事
に
生
き
て
い
る
理イ

デ
ー念
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

　

創
造
的
精
神
の
自
由
と
物
質
的
現
実
に
縛
ら
れ
て
い
る
拘
束
状
態
と
の
対
極
性
で
あ
る
こ
と
は
直
ぐ
解
る
。
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
大
芸
術

家
で
あ
り
、
天
才
の
創
造
力
で
物
質
に
打
勝
っ
て
、
物
質
を
人
間
の
召
使
、
精
神
の
捕
虜
と
す
る
。
斧
に
鋸
の
発
案
者
で
あ
り
、
大
建

築
家
に
し
て
大
彫
刻
家
で
あ
る
。
そ
こ
で
王
ミ
ノ
ス
に
は
迷
宮
ラ
ビ
ュ
リ
ン
ト
ス
を
造
り
、
通
路
の
入
組
む
奥
の
納
屋
に
怪
物
ミ
ノ
タ

ウ
ロ
ス
を
閉
込
め
た
。粗
暴
な
自
然
力
が
天
才
の
工
夫
巧
み
な
作
中
の
虜
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、芸
術
的
創
造
活
動
の
本
質
を
語
っ

て
深
い
意
味
の
籠
る
象シ

ム
ボ
ル徴
で
あ
る
。

　

し
か
し
自
然
力
が
監
禁
さ
れ
て
い
る
の
は
た
だ
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
の
姿
と
し
て
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
力
そ
の
も
の
と
し
て
の
自
然
力



15

エルマティンガーのダイダロス像

は
不
死
身
で
あ
っ
て
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
胸
中
で
も
働
き
続
け
る
。
こ
の
力
は
、
ラ
ビ
ュ
リ
ン
ト
ス
造
営
で
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
に
加
え
た
暴
力

の
仕
返
し
に
、
ダ
イ
ダ
ロ
ス
へ
の
復
讐
を
企
て
る
。
大
英
雄
テ
セ
ウ
ス
が
ミ
ノ
タ
ウ
ロ
ス
を
打
殺
す
。
だ
が
、
こ
れ
が
ミ
ノ
ス
の
狙
い

だ
が
、
テ
セ
ウ
ス
は
み
ず
か
ら
ラ
ビ
ュ
リ
ン
ト
ス
に
降
り
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
発
明
の
才
は
ま
た
も
救
出
策
を
案
じ

て
、
出
口
へ
導
く
糸
玉
を
恋
人
テ
セ
ウ
ス
に
手
渡
す
が
よ
い
と
ア
リ
ア
ド
ネ
に
助
言
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
、
人
間
の
偉
大
お
よ
び
自

由
の
目
印
た
る
発
明
心
、
ダ
イ
ダ
ロ
ス
に
お
け
る
発
明
心
は
悲
運
に
連
な
る
こ
と
も
明
か
と
な
り
、
助
言
を
咎
め
て
王
ミ
ノ
ス
は
ダ
イ

ダ
ロ
ス
自
身
を
息
子
と
も
ど
も
ラ
ビ
ュ
リ
ン
ト
ス
に
幽
閉
す
る
。
こ
う
し
て
、
ま
さ
し
く
精
神
の
自
由
お
よ
び
創
造
力
の
大
手
柄
を
挙

げ
た
が
ゆ
え
に
、
い
ま
や
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
、
も
と
か
ら
の
桎
梏
た
る
物
質
に
は
縛
ら
れ
る
在
り
方
を
二
重
の
苦
し
み
と
し
て
認
め
ざ
る

を
得
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
右
の
手
柄
と
は
、
父
王
に
従
順
な
ら
ぬ
娘
に
糸
玉
の
助
言
、
反
抗
の
思
い
の
実
る
道
具
を
与
え
た
こ
と
で
あ

る
。
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
創
造
的
精
神
は
、
こ
れ
自
体
と
し
て
大
胆
不
敵
で
あ
っ
て
障
害
や
桎
梏
を
知
ら
ず
顧
み
ず
、
自
身
を
罪
へ
と
捲
込

む
が
、
罪
と
は
、
世
の
人
倫
的
秩
序
を
司
る
べ
き
王
に
背
く
不
服
従
の
こ
と
で
あ
る
。
お
の
れ
の
創
造
的
精
神
の
こ
の
罪
を
ダ
イ
ダ
ロ

ス
は
償
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
の
犯
罪
と
し
て
よ
い
助
言
を
ア
リ
ア
ド
ネ
に
与
え
た
と
き
、
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
お
の
れ
の
創
造
的
精

神
の
規
則
範
囲
内
に
囲
わ
れ
て
い
て
、
こ
の
合
法
則
性
が
自
由
と
呼
ば
れ
る
の
だ
が
、
あ
れ
こ
れ
の
結
果
に
煩
わ
さ
れ
ぬ
天
才
な
る
が

ゆ
え
に
、
助
け
て
教
え
て
や
る
し
か
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
創
造
的
な
助
言
が
実
行
に
移
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
姿
と
し
て
生
活
圏

に
立
現
れ
、
こ
う
し
て
王
の
意
志
に
反
し
テ
セ
ウ
ス
が
解
放
さ
れ
て
仕
舞
っ
た
か
ら
に
は
、
お
の
れ
の
実
行
せ
る
業
と
し
て
ダ
イ
ダ
ロ

ス
自
身
は
捕
わ
れ
る
。
自
身
お
よ
び
法
の
尊
厳
を
保
と
う
と
望
む
な
ら
ば
、
王
は
ダ
イ
ダ
ロ
ス
を
監
禁
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も

こ
の
象
徴
的
表
現
に
注
目
し
た
い
が
、
ダ
イ
ダ
ロ
ス
自
身
の
作
品
内
に
、
形
態
と
な
り
し
昔
日
の
思
想
内
に
、
つ
ま
り
ラ
ビ
ュ
リ
ン
ト

ス
内
に
閉
込
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
も
芸
術
家
が
働
け
る
の
は
た
だ
王
に
仕
え
て
の
こ
と
で
し
か
な
く
、
王
に
逆
ら
っ
て
は

な
ら
ず
、
創
造
力
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
る
の
は
た
だ
人
倫
的
秩
序
の
軌
道
内
に
お
い
て
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
宇コ

宙ス
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秩モ

序ス

的
法
則
で
あ
り
、
こ
の
法
則
で
創
造
力
が
身
を
支
え
な
け
れ
ば
創
造
力
は
世
界
の
秩
序
を
乱
す
で
あ
ろ
う
し
、
天
職
は
生
を
創
る

に
あ
る
創
造
力
が
生
を
壊
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
ま
こ
と
に
、
こ
の
伝
説
を
生
ん
だ
動モ

テ
ィ
ー
フ機
の
意
味
は
、
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
力
の
相
続
者

に
し
て
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
創
造
活
動
を
継
続
す
る
予
定
の
人
た
る
息
子
イ
カ
ロ
ス
も
ま
た
、
罪
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
監
禁
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
あ
る
。
監
禁
が
指
し
て
い
る
の
は
、
父
に
と
っ
て
は
今
後
は
秩
序
に
順
応
せ
よ
と
の
警
告
で
あ
り
、
息
子
に
と
っ
て
は
父
か

ら
受
取
る
力
を
軽
々
し
く
浪
費
す
る
な
と
の
警
告
で
あ
る

　

だ
が
創
造
力
が
強
制
に
順
応
す
る
の
は
外
面
で
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
創
造
力
の
本
質
が
ま
さ
に
自
由
で
あ
る
か
ら
に
は
、
ど
う
し

て
内
面
の
心
の
な
か
で
の
順
応
な
ど
で
き
よ
う
か
。
監
獄
内
で
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
翼
を
工
夫
、
翼
に
よ
っ
て
自
分
と
息
子
に
自
由
へ
の
道

を
創
る
。
逃
亡
に
成
功
し
、
ク
マ
エ
に
到
っ
て
光
の
神
ア
ポ
ロ
ン
に
神
殿
を
建
て
る
。
な
ぜ
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
逃
亡
に
成
功
す
る
の
か
。

翼
に
乗
り
大
地
近
く
に
身
を
保
っ
て
太
陽
の
近
く
を
避
け
る
、
言
い
か
え
る
と
物
理
的
世
界
の
法
則
性
を
重
ん
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
ダ

イ
ダ
ロ
ス
は
翼
の
羽
根
軸
を
柔
い
蠟
で
取
付
け
た
（
人
間
の
不
十
分
性
を
表
す
何
と
見
事
な
象
徴
で
あ
る
こ
と
よ
！
）
が
、
太
陽
に
近
い
と
蠟

は
融
け
る
と
知
っ
て
い
る
。
さ
よ
う
、
こ
の
自
己
規
制
は
自
身
の
苦
い
経
験
が
教
え
て
く
れ
た
。
同
じ
助
言
を
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
息
子
に

も
授
け
た
。
し
か
し
息
子
は
、
規
制
の
必
要
性
は
み
ず
か
ら
嘗
め
た
経
験
で
な
し
、
言
付
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
飛
べ
る
能
力
が
置
い

て
く
れ
た
酔
心
地
に
物
理
的
法
則
の
制
約
す
べ
て
を
飛
越
し
て
、
太
陽
熱
が
蠟
に
及
ぼ
す
作
用
も
気
に
な
ら
ず
、
こ
う
し
て
父
か
ら
受

継
い
だ
天
分
は
息
子
の
な
か
で
度
外
れ
の
無
思
慮
と
な
っ
て
仕
舞
い
、こ
の
無
思
慮
の
贖
い
は
忽
ち
の
墜
落
死
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

世
界
の
人
倫
的
秩
序
は
あ
っ
さ
り
と
イ
カ
ロ
ス
を
片
付
け
る
。
イ
カ
ロ
ス
に
父
が
贈
っ
た
力
を
当
の
秩
序
は
生
の
促
進
に
用
い
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
何
し
ろ
翼
は
イ
カ
ロ
ス
の
発
明
な
ら
ず
父
か
ら
貰
っ
て
い
た
し
、
父
の
呉
れ
た
力
は
も
は
や
内
に
創
造
的
な
る
も
の
を

も
た
な
い
か
ら
で
あ
り
、
英
雄
の
豪
胆
に
あ
ら
ず
実
を
結
ば
ぬ
軽
率
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
よ
う
や
く
、
な
ぜ
ミ
ノ
ス
、
あ
の
地

上
の
神
的
法
秩
序
の
管
理
者
た
る
ミ
ノ
ス
が
イ
カ
ロ
ス
を
も
ラ
ビ
ュ
リ
ン
ト
ス
に
閉
込
め
た
か
と
解
る
─
─
実
に
幽
閉
は
警
告
だ
っ
た
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の
に
、
こ
れ
を
息
子
は
覚
ら
な
か
っ
た
。

　

他
方
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
警
告
を
理
解
し
て
い
た
。
あ
ま
り
高
く
飛
ぶ
な
の
助
言
で
す
で
に
明
か
な
こ
と
だ
し
、
こ
の
助
言
に
は
み
ず
か

ら
従
っ
て
い
た
。
だ
が
息
子
の
痛
ま
し
い
墜
落
死
こ
そ
が
、
初
め
て
、
お
の
れ
自
身
の
立
つ
深
淵
を
明
る
み
に
見
せ
て
く
れ
る
─
─
世

界
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
し
て
の
過
度
と
い
う
、
創
造
的
天
才
を
脅
か
す
危
険
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
後
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
宇コ

ス
モ
ス宙
に

順
応
す
る
。
こ
の
こ
と
を
証
す
の
が
、
脱
出
後
に
果
し
た
最
初
の
功
業
、
神
殿
造
営
で
あ
る
。
こ
の
神
殿
は
、
万
物
を
貫
い
て
万
物
を

統
べ
る
光
の
神
、
世
界
の
明
晰
な
秩
序
た
る
宇コ

ス
モ
ス宙
の
象シ

ム
ボ
ル徴
と
し
て
の
ア
ポ
ロ
ン
に
奉
献
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
奉
献
行
為
に
は
感
覚
的
な

自
我
を
思
切
る
遜

へ
り
く
だっ
て
の
自
己
放
棄
が
横
た
わ
る
が
、
他
な
ら
ず
、
自
分
の
息
子
、
地
上
に
お
け
る
自
分
の
生
の
続
行
者
を
ア
ポ
ロ
ン

が
殺
し
た
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
奉
献
は
創
造
的
天
才
に
よ
る
世
界
秩
序
の
承
認
で
も
あ
る
─
─
い
ま
や
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
、
お

の
れ
が
そ
の
息
子
で
あ
り
、
お
の
れ
の
内
に
そ
の
力
を
感
じ
る
太
陽
が
、
生
を
育
む
暖
か
さ
で
あ
り
万
物
を
照
す
光
で
あ
る
の
は
、
た

だ
、
無
限
の
空
間
に
よ
っ
て
地
上
の
生
か
ら
切
離
さ
れ
て
い
る
と
き
で
し
か
な
い
と
知
り
、
ま
た
、
生
が
太
陽
へ
親
身
に
近
付
き
た
い

と
の
僣
越
を
冒
せ
ば
、
太
陽
は
生
を
灼
く
白
熱
、
溶
融
の
破
滅
に
化
す
る
と
知
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
い
ま
や
ダ
イ
ダ
ロ
ス
神
話
の
理
念
力
学
は
こ
れ
ま
で
よ
り
詳
し
く
規
定
で
き
る
─
─
創
造
力
こ
れ
自
体
は
制
約
を
も
た
ぬ

自
由
衝
動
で
あ
っ
て
、
新
た
な
る
も
の
の
産
出
を
望
め
ば
、
旧
き
も
の
、
現
存
の
も
の
、
事
物
の
既
成
秩
序
を
重
ん
じ
な
い
し
、
重
ん

じ
て
は
な
ら
な
い
衝
動
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
創
造
力
の
本
質
は
両
極
的
で
、
建
設
的
に
し
て
破
壊
的
で
あ
る
。
創
造
力
内
の
建
設
者
に

神
は
祝
福
を
贈
る
が
、
こ
れ
は
創
造
的
人
間
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
う
「
世
界
精
神
の
代
理
人
（Geschäftsführer des W

eltgeistes

）」
と
し

て
神
の
委
託
内
で
振
舞
う
者
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
破
壊
者
を
神
は
罵
倒
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
も
打
壊
す
当

の
「
既
成
秩
序
」
と
は
何
か
。
明
か
に
以
前
の
生
の
成
果
で
あ
る
。
で
は
生
と
は
何
か
。
生
に
お
い
て
は
永
遠
と
刹
那
と
が
、
無
限
と

有
限
と
が
、
理
念
と
形
態
と
が
相
争
い
、
互
い
に
働
き
掛
け
、
相
互
に
移
り
合
う
。
神
は
両
者
で
あ
り
、
力
に
し
て
秩
序
で
あ
り
、
動
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く
宇コ

ス
モ
ス宙
で
あ
る
。
こ
の
神
が
生
と
な
る
や
、
隔
離
と
片
側
一
方
性
が
現
れ
る
。
力
は
束
縛
な
き
も
の
と
な
っ
て
、
新
た
な
る
も
の
を
創

り
つ
つ
、
旧
き
も
の
を
壊
し
て
ゆ
く
。
秩
序
は
硬
直
せ
る
も
の
と
な
っ
て
、
以
前
に
創
ら
れ
し
も
の
を
心
配
気
に
び
く
び
く
と
保
ち
つ

つ
、
新
た
な
る
も
の
を
阻
も
う
と
す
る
。
こ
う
し
て
双
方
か
ら
作
用
が
生
じ
、
力
の
が
わ
で
は
、
限
界
付
け
は
お
の
れ
の
死
と
知
る
が

ゆ
え
に
制
限
さ
れ
な
い
よ
う
に
努
め
、
秩
序
の
が
わ
で
は
、
た
だ
の
力
は
目
標
な
き
流
れ
と
な
ろ
う
し
、
決
し
て
創
れ
な
い
、
言
い
か

え
る
と
形
態
を
産
出
で
き
な
い
と
知
る
が
ゆ
え
に
破
壊
さ
れ
な
い
よ
う
に
努
め
る
し
、
こ
れ
ら
双
つ
の
片
側
一
方
の
作
用
形
式
群
の
な

か
で
神
的
な
る
も
の
が
動
く
。

　

そ
し
て
右
の
双
方
、
神
的
な
作
用
形
式
の
二
極
と
し
て
の
力
お
よ
び
秩
序
が
、
い
ま
や
現
存
の
生
の
形
態
と
し
て
創
造
的
天
才
の
前

に
立
ち
は
だ
か
る
が
、
天
才
は
新
た
な
る
も
の
を
創
り
つ
つ
双
方
と
対
決
す
る
。
創
造
的
天
才
が
神
の
力
を
感
じ
つ
つ
、
旧
来
の
歴
史

的
な
生
が
し
っ
か
り
と
継
合
せ
に
な
っ
て
い
る
形
態
を
、
上
に
立
っ
て
何
百
年
も
の
信
心
深
い
崇
敬
を
得
て
き
た
台
座
か
ら
突
落
し
、

代
っ
て
自
身
の
手
に
成
る
像
を
こ
こ
に
立
て
る
と
き
、
当
の
台
座
を
も
天
才
は
ぐ
ら
ぐ
ら
と
揺
さ
ぶ
る
が
、
台
座
と
は
神
的
秩
序
の
こ

と
で
あ
り
、
作
品
の
展
示
お
よ
び
大
衆
に
よ
る
作
品
崇
敬
に
と
っ
て
の
、
し
た
が
っ
て
天
才
の
生
命
持
続
お
よ
び
天
才
の
作
用
に
と
っ

て
の
根
本
条
件
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
心
中
に
秩
序
の
精
神
を
神
が
呼
出
し
て
天
才
の
創
造
力
の
万
物
破
壊
的
作
用
に
反
作
用

を
加
え
な
け
れ
ば
、
ま
た
当
の
天
才
に
神
が
別
の
天
才
を
対
置
、
こ
れ
に
台
座
を
支
え
さ
せ
、
地
上
新
た
に
固
定
さ
せ
る
の
で
な
け
れ

ば
、
揺
れ
動
い
て
転
覆
も
起
る
台
座
の
上
で
、
天
才
自
身
の
作
品
も
不
動
と
は
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
出
口
に
は
二
つ
が
考
え
ら
れ
る
。
一
方
で
創
造
的
精
神
は
、
作
品
の
更
新
を
成
功
さ
せ
た
け
れ
ば
、
永
遠
な
る
法
秩
序
の
台
座

は
存
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
透
察
す
る
。
そ
こ
で
譲
歩
、
お
の
れ
の
鉄か

な

槌づ
ち

の
破
壊
的
強
打
は
控
え
て
、
み
ず
か
ら
台
座
再
度
の
強

化
を
助
け
る
。
こ
う
な
る
と
天
才
に
神
が
、
旧
き
に
代
る
自
作
の
新
た
な
形
態
を
堅
固
な
台
座
で
支
え
置
い
て
よ
い
、
と
の
恩
寵
を
授

け
、
自
作
の
載
る
永
遠
な
る
法
秩
序
が
倒
壊
か
ら
作
品
を
守
っ
て
作
品
に
持
続
を
贈
る
。
こ
れ
が
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
例
で
あ
る
。
だ
が
他
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方
で
創
造
的
精
神
は
、
永
遠
に
し
て
普
遍
妥
当
な
る
も
の
が
こ
こ
に
現
れ
て
い
る
と
は
知
ら
な
い
の
で
、
台
座
は
存
続
さ
せ
る
べ
き
こ

と
を
透
察
し
な
い
。
そ
こ
で
自
分
の
目
に
は
脆
く
て
壊
れ
易
い
足
場
を
み
ず
か
ら
案
出
の
新
た
な
足
場
に
代
え
よ
う
と
試
み
る
。
こ
う

し
て
台
座
は
砕
い
て
壊
そ
う
と
鉄
槌
や
鉄か

な

梃て
こ

を
打
振
い
、
石
塊
が
堅
け
れ
ば
堅
い
ほ
ど
躍
起
と
な
っ
て
、
つ
い
に
思
慮
の
一
切
を
失
い
、

割
れ
た
柄
か
ら
鉄
槌
の
鉄
が
頭
に
飛
び
、
崩
れ
落
ち
て
死
ぬ
ま
で
と
な
る
。
そ
れ
で
も
作
品
が
完
成
し
て
美
に
達
す
れ
ば
揺
ぎ
な
い
台

座
の
上
へ
と
別
な
る
手
を
高
め
た
こ
と
に
な
る
が
、
完
成
せ
ず
、
あ
る
の
は
能
力
な
き
意
欲
ば
か
り
と
な
れ
ば
、
作
品
は
片
隅
に
流
れ
、

埃
ま
み
れ
の
が
ら
く
た

0

0

0

0

の
も
と
で
腐
っ
て
ゆ
く
─
─
イ
カ
ロ
ス
の
例
で
あ
る
。

　

人
生
を
こ
の
よ
う
に
見
て
形
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
他
な
ら
ず
、
純
然
た
る
形
式
面
で
捉
え
た
悲
劇
性

0

0

0

（T
ragik

）
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
人
間
的
偉
大
に
具
わ
り
、
こ
こ
で
働
く
創
造
力
に
具
わ
る
両
極
性
、
こ
の
両
極
性
を
認
識
す
る
と
こ
ろ
に
悲
劇
性
は
成
立
つ
。

創
造
力
が
生
の
真
髄
と
し
て
あ
る
か
ら
に
は
、
同
時
に
創
造
力
の
破
滅
も
定
め
ご
と
で
あ
る
。
創
造
力
が
働
き
始
め
る
や
、
同
じ
瞬
間
、

こ
れ
の
破
滅
へ
の
意
志
も
沸
立
ち
、
創
造
力
が
現
存
の
も
の
に
邪
魔
し
て
闘
い
を
挑
む
瞬
間
、
現
存
者
も
我
れ
は
秩
序
な
り
と
公
言
し

て
受
け
て
立
つ
。
相
手
と
の
優
劣
を
測
り
つ
つ
創
造
力
が
お
の
れ
を
高
め
れ
ば
高
め
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
抵
抗
も
強
く
な
る
。
こ
う
し

て
緊
張
が
増
進
、
つ
い
に
破
裂
し
て
破

カ
タ
ス
ト
ロ
フ
局
と
な
る
。
こ
れ
が
悲
劇
的
な
る
も
の
ご
と
の
実
質
で
あ
る
。
知
ら
な
い
で
は
い
け
な
い
が
、

悲
劇
的
で
あ
る
の
は
た
だ
、
お
の
れ
み
ず
か
ら
自
身
の
意
欲
の
大
き
さ
に
倒
れ
る
か
、
少
く
と
も
苦
し
む
人
、
お
の
れ
の
頭
を
打
砕
く

鉄
槌
を
自
身
の
拳
で
振
上
げ
る
か
、
そ
れ
と
も
こ
ち
ら
目
掛
け
て
振
上
げ
る
敵
に
、
み
ず
か
ら
当
の
鉄
槌
を
手
渡
す
人
、
こ
の
よ
う
な

人
で
し
か
な
い

0

0

0

0

0

。
真
の
悲
劇
的
な
る
も
の
を
体
得
す
る
英
雄
は
、
決
し
て
他
人
の
意
志
や
他
人
の
手
に
よ
っ
て
死
ぬ
者
で
な
い
。

　

あ
ら
ゆ
る
偉
大
な
悲
劇
物
語
に
悲
劇
的
な
出
来
事
の
右
に
述
べ
た
根
本
事
情
を
見
抜
く
の
は
、
象シ

ム
ボ
ル徴
を
見
詰
め
る
才
、
つ
ま
り
形
態

を
通
し
て
意
味
を
見
る
、
素
材
の
う
ち
に
理
念
を
見
る
、
身
振
り
に
心
を
見
る
才
能
さ
え
あ
る
な
ら
ば
、
決
し
て
難
し
い
こ
と
で
な
い
。

い
つ
で
も
問
題
は
、
新
た
な
生
の
目
的
の
た
め
、
歴
史
の
重
な
る
大
地
を
柔
か
く
砕
く
こ
と
に
あ
る
。
創
造
的
と
い
う
契
機
は
必
ず
し
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も
つ
ね
に
、
ダ
イ
ダ
ロ
ス
神
話
に
見
ら
れ
る
ほ
ど
強
烈
で
絶
対
の
調
子
を
も
つ
要
は
な
い
。
そ
れ
で
も
偉
大
な
悲
劇
に
当
の
契
機
は
い

つ
で
も
有
っ
て
、
旧
き
も
の
を
壊
す
働
き
、
壊
そ
う
と
す
る
意
欲
の
働
き
に
過
ぎ
な
く
と
も
必
ず
存
在
す
る
。
そ
し
て
欠
か
せ
な
い
の

は
、
新
し
い
も
の
が
押
寄
せ
て
旧
い
も
の
が
秩
序
の
楯
で
抗
う
と
き
、
相
闘
う
の
は
双
方
と
も
神
的
な
る
も
の
と
認
識
す
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
認
識
が
、
い
か
な
る
自
動
車
事
故
に
も
、
新
聞
記
事
で
「
悲
劇
的
」
と
語
っ
て
の
説
明
を
防
止
す
る
。
お
の
れ
を
貫
き
通
し

て
絶
滅
は
さ
せ
な
い
と
す
る
も
の
、
こ
れ
こ
そ
が
価
値
充
溢
し
て
実
質
あ
る
も
の
、
偉
大
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

ソ
ポ
ク
レ
ス
作
『
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
』
の
問
題
は
、
ダ
イ
ダ
ロ
ス
神
話
に
お
い
て
と
同
様
、
神
聖
化
さ
れ
た
法
に
人
倫
と
い
う
、
王
の

見
守
る
べ
き
秩
序
へ
と
沈
む
陥
没
の
こ
と
で
あ
る
。
ポ
リ
ュ
ネ
イ
ケ
ス
は
祖
国
テ
バ
イ
相
手
の
戦
争
で
当
の
秩
序
を
破
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
ポ
リ
ュ
ネ
イ
ケ
ス
を
テ
バ
イ
の
恵
み
で
慰
め
て
は
い
け
な
い
。
亡
骸
の
埋
葬
は
な
ら
ぬ
、
と
王
た
る
ク
レ
オ
ン
は
命
じ
た
。
だ
が
死

せ
る
兄
に
女
の
ひ
と
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
は
情
愛
の
務
め
を
成
し
遂
げ
る
。
死
者
に
は
埋
葬
と
命
じ
て
い
る
人
倫
的
な
神
の
掟
の
声
は
、
ア

ン
テ
ィ
ゴ
ネ
の
な
か
で
、
こ
の
た
び
の
特
例
に
は
当
の
掟
を
差
止
め
よ
、
と
国
王
の
発
し
た
法
令
よ
り
も
声
高
に
響
く
。
だ
が
神
の
掟

に
従
っ
て
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
は
人
の
掟
の
外
に
立
ち
、
こ
の
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
を
王
が
罰
す
る
の
は
、
刑
罰
の
仕
方
で
象
徴
的
に
ア
ン
テ
ィ

ゴ
ネ
の
犯
罪
を
表
せ
る
か
ら
で
あ
り
、
お
の
れ
と
国
と
の
あ
い
だ
に
壁
を
築
い
た
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
は
、
い
ま
や
生
き
な
が
ら
岩
屋
の
壁

の
な
か
に
閉
込
め
ら
れ
る
。
正
義
は
充
た
さ
れ
た
が
、生
を
、貴
く
聖
な
る
生
を
代
償
に
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
ア
ン
テ
ィ

ゴ
ネ
の
行
為
に
語
り
出
さ
れ
て
い
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
現
世
の
王
に
抗
う
強
情
ば
か
り
で
な
く
、
神
の
掟
を
よ
く
聴
く
恭
順
で
も
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
お
の
れ
の
胸
中
の
、
永
遠
な
る
も
の
と
無
常
［
時
間
的
］
な
る
も
の
、
天
上
的
な
る
も
の
と
地
上
的
な
る
も
の
、
道

義
と
法
と
の
抗
争
に
お
い
て
、
女
性
た
る
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
は
永
遠
な
る
も
の
、
天
上
的
な
る
も
の
、
道
義
的
な
る
も
の
に
与く

み

し
た
。
犯

し
た
の
は
た
だ
無
常
の
法
に
背
く
犯
罪
だ
け
で
あ
っ
て
、
神
聖
な
る
道
義
に
つ
い
て
の
冒
瀆
で
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
無
常
な
る
も

の
を
捉
え
て
の
、
永
遠
な
る
も
の
に
よ
る
仕
返
し
が
行
わ
れ
る
。
ク
レ
オ
ン
の
息
ハ
イ
モ
ン
が
後
を
追
っ
て
恋
人
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
の
墓



21

エルマティンガーのダイダロス像

で
死
に
、
ク
レ
オ
ン
の
妻
が
、
ハ
イ
モ
ン
と
も
う
ひ
と
り
先
に
斃
れ
た
息
子
メ
ガ
レ
ウ
ス
の
死
を
嘆
き
つ
つ
、
み
ず
か
ら
手
を
下
し
て

死
ぬ
。
あ
ま
り
に
強
く
国
の
利
害
を
思
っ
て
生
者
を
四
壁
内
に
閉
込
め
た
ク
レ
オ
ン
は
一
族
の
永
続
を
断
切
ら
れ
て
仕
舞
う
。
ク
レ
オ

ン
に
つ
い
て
も
、
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
に
お
い
て
と
同
じ
く
、
度
を
越
す
と
い
う
こ
と
の
悲
劇
的
運
命
が
成
就
す
る
。

　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の『
マ
ク
ベ
ス
』で
主
人
公
を
驅
立
て
て
没
落
さ
せ
る
の
は
、偉
大
仰
望
の
中
毒
に
ま
で
亢
進
せ
る
大
き
さ
で
あ
る
。

ハ
ム
レ
ッ
ト
は
、
父
の
た
め
に
復
讐
と
い
う
聖
な
る
義
務
を
母
に
行
使
せ
ね
ば
な
ら
ず
し
て
罪
を
背
負
う
オ
レ
ス
テ
ス
の
近
代
版
で
あ

り
、
義
務
と
し
て
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
犯
す
行
業
は
神
聖
に
し
て
神
の
望
み
給
う
と
こ
ろ
で
は
あ
る
も
の
の
、
や
は
り
自
身
を
犯
罪
者
に
仕

立
て
て
生
か
ら
追
出
す
。
だ
が
こ
れ
は
確
か
に
悲
劇
的
題
材
の
土
台
を
成
す
生
地
で
あ
り
、
こ
の
上
に
残
忍
な
行
業
と
学
識
・
良
心
で

鈍
る
意
志
と
の
対
立
が
加
わ
っ
て
、
ま
す
ま
す
悲
劇
的
な
根
本
状
況
が
高
ま
る
。
ま
さ
し
く
近
代
的
精
神
の
涯
し
な
く
精
妙
に
な
っ
た

内
面
に
生
き
る
オ
レ
ス
テ
ス
だ
が
、
そ
の
背
に
行
業
の
重
み
が
負
わ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
シ
ラ
ー
の
カ
ー
ル
・
モ
ー
ル
は
お
の
れ
の

道
義
的
良
心
の
聖
な
る
声
に
従
っ
て
、
堕
落
せ
る
社
会
を
相
手
の
闘
争
に
乗
出
し
、
道
義
の
樹
立
を
志
し
つ
つ
道
義
に
は
適
っ
た
犯
罪

者
と
な
る
。
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ
作
『
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
兄
弟
不
和
』
の
ル
ド
ル
フ
二
世
、
星
界
の
法
則
を
究
め
る
こ
の
学
者
賢
人
は

統
治
者
と
し
て
の
諸
々
の
義
務
を
疎
か
に
す
る
が
、
宇コ

ス
モ
ス宙
の
法
則
性
の
認
識
が
行
動
面
で
王
を
萎
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
割
れ
た
王
国 

の
あ
ら
ゆ
る
党
派
に
統
治
者
と
し
て
公
正
で
あ
り
た
い
と
望
む
の
は
、
宇
宙
を
知
る
自
身
の
学
識
が
党
派
は
す
べ
て
正
し
い
と
教
え
る

か
ら
で
あ
り
、
こ
う
し
て
み
ず
か
ら
、
星
々
が
平
和
裡
に
そ
れ
ぞ
れ
の
軌
道
を
描
く
よ
う
に
、
地
上
の
平
和
を
維
持
し
た
い
と
思
う
。

地
上
で
は
強
者
の
暴
力
が
、
正
義
を
創
造
し
て
は
こ
れ
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
見
抜
こ
う
と
し
な
い
。
結
果
と
し
て
、

ま
さ
し
く
お
の
れ
の
公
正
の
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
わ
た
り
万
人
の
万
人
に
対
す
る
最
悪
無
惨
な
戦
争
を
招
来
す
る
。
ヘ
ッ
ベ
ル

作
『
ア
グ
ネ
ス
・
ベ
ル
ナ
ウ
ア
』
で
は
［
理
髪
師
の
娘
ア
グ
ネ
ス
の
］
こ
の
世
な
ら
ぬ
賜
物
か
、
完
全
性
の
目
に
見
え
る
姿
と
な
っ
た
美

し
さ
が
市
民
戦
争
を
引
起
し
、
公
子
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
の
不
幸
な
妻
ア
グ
ネ
ス
を
濡
れ
る
墓
へ
と
導
く
が
、
硬
直
不
動
の
国
家
概
念
は
、 
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こ
れ
を
体
現
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
バ
イ
エ
ル
ン
老
公
エ
ル
ン
ス
ト
に
、
右
の
死
を
避
け
れ
ば
代
り
は
大
公
領
の
冠
と
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
が
常
の
こ
と
で
、
ど
こ
で
も
悲
劇
的
な
る
も
の
が
見
せ
て
く
れ
る
の
は
、
生
に
お
い
て
最
も
価
値
あ
る
諸
力
が
お
の
れ
自
身
を

相
手
に
闘
う
姿
で
あ
り
、
形
作
る
力
と
し
て
の
神
的
な
る
も
の
と
、
形
作
ら
れ
た
秩
序
と
し
て
の
神
的
な
る
も
の
と
の
抗
争
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
悲
劇
的
な
る
も
の
の
全
き
具
現
が
劇ド

ラ
マ
の
形
式
で
、
す
な
わ
ち
悲
劇
と
し
て
、
最
も
純
粋
に
最
も
力
強
く
行
わ
れ
る
の
も
決
し

て
偶
然
で
な
い
。
右
の
闘
争
、
悲
劇
的
な
る
も
の
の
生
命
で
も
あ
れ
ば
劇ド

ラ
マ
た
る
悲
劇
の
生
命
で
も
あ
る
闘
争
が
、
物
語
の
構
想
や
展
開

に
よ
っ
て
必
然
的
な
闘
争
な
り
と
感
受
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
闘
争
に
は
格
段
の
偉
大
性
が
与
え
ら
れ
る
。
世
界
運
命
（W

eltschicksal

）

そ
の
も
の
が
こ
の
闘
争
の
な
か
で
人
間
に
語
り
か
け
て
い
る
か
と
見
え
る
の
で
あ
る
。
生
成
な
る
出
来
事
の
醸
成
さ
れ
る
深
淵
が
観
照

す
る
眼
差
の
前
に
開
か
れ
て
デ
ル
ポ
イ
の
絶
壁
と
な
り
、
こ
こ
か
ら
は
辺
り
を
霧
と
な
っ
て
囲
む
蒸
気
が
立
籠
め
、
絶
壁
を
越
え
る
上

方
ア
ポ
ロ
ン
の
巫
女
ピ
ュ
テ
ィ
ア
の
声
が
預
言
の
こ
と
ば
を
語
り
出
す
。

　

さ
て
人
間
で
あ
る
こ
と
の
暗
い
深
み
が
悲
劇
的
な
出
来
事
の
な
か
で
こ
れ
ほ
ど
に
も
大
口
を
開
く
者
に
向
け
て
、
な
お
も
悲
劇
的
な

出
来
事
に
お
い
て
の
罪
（Schuld

）
な
ど
と
い
う
愚
問
を
投
げ
か
け
ら
れ
よ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
罪
が
ど
の
程
度
ま
で
市
民
法
典
に
違

反
な
る
意
味
で
の
犯
罪
概
念
へ
と
納
ま
る
か
、
こ
と
細
か
に
調
べ
ら
れ
よ
う
か
。
や
れ
る
の
は
た
だ
平
俗
平
板
な
凡
庸
人
し
か
あ
る
ま

い
。
こ
の
連
中
、
悲
し
い
災
難
は
こ
と
ご
と
く
悲
劇
的
と
呼
ぶ
面
々
で
あ
り
、
そ
れ
と
い
う
の
も
悲
劇
的
体
験
に
は
能
力
を
欠
い
て
い

る
か
ら
で
あ
り
、敵
対
民
族
に
戦
争
の
「
罪
」
を
押
付
け
て
は
自
国
の
有
利
獲
得
を
狙
う
政
治
屋
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
連
中
は
、

あ
ら
ゆ
る
行
動
は
良
心
な
く
起
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
創
造
活
動
は
負
債
を
も
つ
こ
と
を
知
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
偉
大
は
買
取
る

の
に
不
幸
が
要
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
を
こ
そ
悲
劇
的
な
出
来
事
は
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
─
─
最
高
の
も
の
と
最
深

の
も
の
と
が
い
か
に
し
て
、
神
的
な
る
も
の
と
人
間
的
な
る
も
の
と
が
い
か
に
し
て
、
救
済
行
為
と
犯
罪
行
為
と
が
い
か
に
し
て
、
一

点
で
突
当
り
重
な
り
な
が
ら
離
れ
離
れ
に
は
砕
け
割
れ
な
い
の
か
、
と
。
こ
の
よ
う
に
悲
劇
的
な
出
来
事
は
市
民
道
徳
の
善
や
ら
悪
の



23

エルマティンガーのダイダロス像

彼
岸
に
立
つ
が
、
し
か
し
最
後
こ
の
出
来
事
に
は
、
世
界
内
で
は
破
裂
し
た
か
と
見
え
る
神
的
な
る
も
の
の
道
義
的
意
志
が
、
ふ
た
た

び
聖
な
る
一
体
の
宇コ

宙ス

秩モ

序ス

へ
と
纏
っ
て
ゆ
く
。

　

け
れ
ど
も
悲
劇
性
を
体
験
し
、
こ
れ
を
概
念
と
し
て
摑
む
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
や
民
族
に
許
さ

れ
て
い
る
事
柄
で
な
い
。
悲
劇
と
見
る
志
操
を
も
て
る
か
否
か
、
こ
の
可
能
性
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
世
界
観
の
問
題
で
あ
る
。
人
間
と

は
精
神
に
恵
ま
れ
て
限
界
を
知
ら
ず
に
意
欲
し
な
が
ら
も
感
覚
的
現
世
の
限
界
に
は
囲
ま
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
人
間

を
世
界
観
が
、
運
命
と
呼
ぶ
に
せ
よ
神
と
呼
ぶ
に
せ
よ
と
に
か
く
、
限
界
な
く
全
能
な
る
も
の
の
相
手
と
し
て
対
置
す
る
と
こ
ろ
で
は
、

ど
こ
で
あ
れ
悲
劇
的
な
出
来
事
の
実
現
は
起
り
得
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
決
定
的
な
の
は
人
生
を
形
而
上
の
も
の
と
し
て
捉
え

る
生
命
感
情
で
あ
る
。
こ
う
し
て
全
能
の
運
命
を
信
じ
る
ギ
リ
シ
ア
人
の
信
仰
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
も
と
づ
く
キ
リ
ス
ト
教

徒
の
神
信
仰
（
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
）、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
も
と
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
神
信
仰
（
ロ
ー
ペ
や
カ
ル
デ
ロ
ン
）、
ド
イ
ツ
観
念
論

が
果
し
た
ご
と
く
、自
我
と
宇
宙
、個
体
と
理
念
な
る
二
者
間
の
分
裂
が
形
而
上
学
的
に
貫
徹
さ
れ
る
と
こ
ろ（
シ
ラ
ー
、ク
ラ
イ
ス
ト
、ヘ
ッ

ベ
ル
）
は
、
最
高
の
意
味
で
の
悲
劇
的
文
芸
を
可
能
と
さ
せ
る
。
形
而
上
学
的
に
も
の
を
見
る
感
情
が
到
る
と
こ
ろ
に
在
っ
て
、
こ
の

感
情
か
ら
、
黒
土
か
ら
謎
め
く
暗
い
花
と
ば
か
り
に
、
悲
劇
的
文
芸
が
育
つ
か
ら
で
あ
る
。
相
争
う
諸
力
の
一
方
か
他
方
、
つ
ま
り
個

体
意
志
か
全
体
意
志
に
は
強
度
差
が
あ
り
、
こ
の
差
異
が
条
件
と
な
っ
て
、
悲
劇
的
な
出
来
事
の
仕
組
や
心
的
緊
張
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

段
階
が
生
じ
る
。
例
え
ば
ロ
ー
ペ
・
デ
・
ベ
ガ
の
意
欲
す
る
人
物
で
は
折
々
の
決
断
に
拘
束
さ
れ
る
度
合
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
人
物

よ
り
も
大
き
い
と
見
え
る
し
、
ク
ラ
イ
ス
ト
の
人
物
で
は
意
志
衝
動
が
グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ア
に
お
け
る
よ
り
強
い
と
見
え
る
。
だ
が
こ
う

し
た
こ
と
は
個
別
的
な
色
合
で
あ
っ
て
、
こ
の
色
合
が
悲
劇
的
な
る
も
の
の
作
用
を
引
起
し
た
り
、
相
手
が
世
界
観
を
異
に
す
る
享
受

者
な
ら
ば
当
の
作
用
を
狭
め
る
こ
と
に
な
る
。
ロ
ー
ペ
や
カ
ル
デ
ロ
ン
の
悲
劇
性
は
新
時
代
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

や
ク
ラ
イ
ス
ト
の
悲
劇
性
ほ
ど
に
は
揺
り
動
か
さ
ず
、
逆
に
こ
こ
か
し
こ
各
地
の
信
仰
厚
き
カ
ト
リ
ク
教
徒
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
、
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心
を
摑
む
と
い
う
よ
り
奇
異
の
念
を
懐
か
せ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

悲
劇
的
な
る
も
の
に
と
っ
て
は
自
由
意
志
の
問
題
も
た
だ
、
意
志
を
主
張
し
、
意
志
の
相
手
に
運
命
を
対
置
す
る
、
と
い
う
形
で
し

か
存
在
し
な
い
。
人
間
は
自
由
意
志
を
も
つ
か
、
そ
れ
と
も
人
間
の
意
欲
活
動
は
運
命
と
定
め
ら
れ
た
必
然
か
、
と
悲
劇
詩
人
は
問
わ

な
い
。
ど
ち
ら
も
詩
人
に
と
っ
て
は
同
じ
こ
と
で
あ
り
、
同
じ
で
あ
る
と
明
す
た
め
に
こ
そ
詩
を
書
く
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
ど

う
見
て
も
余
所
者
た
る
運
命
の
意
志
し
か
生
じ
な
い
と
こ
ろ
で
意
欲
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
か
、
と
問
い
も
し
な
い
。
お
の
れ
の
意

志
が
ど
れ
ほ
ど
強
く
白
熱
化
し
よ
う
と
、
詩
人
に
は
た
だ
、
意
欲
す
る
人
物
を
自
作
の
主
人
公
に
仕
立
て
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
か
ら

で
あ
る
。
詩
人
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
本
当
に
遣や

る
つ
も
り
な
ら
決
断
や
手
段
の
選
択
に
見
る
通
り
自
分
の
意
志
の
自
由
を
も
信
じ
て

0

0

0

い
る

0

0

し
、
一
つ
の
道
が
拒
ま
れ
て
も
別
の
道
を
取
っ
て
、
ま
さ
し
く
意
志
の
力
と
決
断
の
自
由
を
教
え
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
を
見
て
、
意
志
は
制
約
さ
れ
る
こ
と
、
決
断
は
自
由
な
ら
ぬ
こ
と
を
導
き
出
す
の
は
、
創
造
の
活
力
な
き
静
観
的

−

理
論
的

な
人
つ
ま
り
哲
学
者
の
詮
索
的
反
省
で
あ
っ
て
、
事
後
に
よ
う
や
く
平
安
な
思
想
分
析
の
う
ち
で
生
じ
る
反
省
で
あ
り
、
意
欲
の
人
の

意
欲
灼
熱
の
さ
な
か
決
断
切
迫
の
際
と
は
無
縁
の
反
省
で
あ
る
。
自
由
意
志
を
信
じ
る

0

0

0

と
は
、
悲
劇
詩
人
に
と
っ
て
も
作
中
の
英
雄
に

と
っ
て
も
、
自
由
意
志
を
も
つ

0

0

こ
と
で
あ
る
。
だ
が
他
方
で
悲
劇
詩
人
は
同
じ
く
揺
ぐ
こ
と
な
く
運
命
の
全
能
を
も
確
信
す
る
。
言
い

か
え
る
と
、
意
欲
の
人
は
み
な
運
命
に
仕
え
る
の
み
と
望
ん
で
は
自
身
の
究
極
目
的
を
果
す
、
と
確
信
し
て
い
る
。
論
理
的
に
は
矛
盾

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
（
悲
劇
詩
人
の
仕
事
の
通
り
）
生
の
実
相
と
見
れ
ば
、
こ
れ
は
対
立
で
あ
り
両
極
性
で
あ
る
。
こ
の
対
立
が
、
悲
劇

的
事
件
の
な
か
で
、
生
け
る
も
の
の
形
成
や
変
成
の
法
則
と
し
て
勢
い
も
強
烈
に
開
花
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
悲
劇
的
文
芸
の

意
味
に
し
て
内
容
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
悲
劇
的
な
出
来
事
は
弾
き
出
し
て
し
ま
う
世
界
観
の
形
式
は
二
つ
し
か
な
い
。
人
間
は
無
制
約
に
自
由
と
見
る
世
界
観

と
、
人
間
は
ど
こ
ま
で
も
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
見
る
世
界
観
と
で
あ
る
。
双
方
い
ず
れ
も
が
妨
げ
る
の
は
闘
争
お
よ
び
緊
張
な
る
理イ

デ
ー念
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間
力
学
の
成
立
で
あ
る
。
意
欲
の
人
に
何
の
限
界
も
対
置
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
意
志
は
涯
し
な
く
流
れ
る
だ
け
で
、
形
態
す
な
わ

ち
、
境
界
な
き
も
の
に
境
界
を
設
け
る
こ
と
で
し
か
成
立
せ
ぬ
形
態
を
創
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
万
物
た
だ
牢
獄
と
し
て
自
我
を
包
囲

し
、
自
我
の
生
衝
動
が
微
か
に
揺
れ
る
だ
け
で
即
座
に
堅
い
鉄
の
枷
を
嵌
め
て
黙
ら
せ
る
と
こ
ろ
で
は
、
運
動
は
若
芽
で
摘
ま
れ
、
闘

争
も
緊
張
も
成
ら
ず
、
形
態
も
創
ら
れ
な
い
─
─
た
だ
状
態
（Zustand

）
が
あ
る
ば
か
り
と
な
る
。

　

自
我
の
無
制
約
的
自
由
を
見
る
第
一
形
式
の
世
界
観
は
美
的
（ästhetisch 

感
性
的
）
に
は
重
み
が
な
い
。
論
理
的
思
考
の
な
か
に

あ
る
だ
け
で
、
現
実
と
し
て
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
無
制
約
［
絶
対
的
］
の
被
拘
束
態
を
見
る
第
二
形
式
の
方
は
、
首
尾
一
貫

せ
る
物
質
主
義
の
な
か
に
存
在
し
、
十
九
世
紀
末
自
然
主
義
者
の
作
中
で
効
果
を
試
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
精
神
を
欠
く
世
界

観
に
創
る
こ
と
の
で
き
る
悲
劇
性
（T

ragik

）
が
い
か
に
惨
め
な
代
物
か
と
認
め
る
に
は
、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
（Gerhart 

H
auptm

ann, 1862-1946

）
の
戯
曲
を
吟
味
す
る
だ
け
で
よ
い
。
人
生
が
た
だ
経
済
的
貧
困
（『
織
工
』）
の
作
用
結
果
、
肉
体
酷
使
（『
ハ

ン
ネ
レ
の
昇
天
』）、
身
体
疾
病
（『
哀
れ
な
ハ
イ
ン
リ
ヒ
』）、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
（『
日
の
出
前
』）、
官
能
的
欲
動
（『
ロ
ー
ゼ
・
ベ
ル
ン
ト
』『
馭
者

ヘ
ン
シ
ェ
ル
』）
の
作
用
結
果
と
し
か
見
え
な
い
と
こ
ろ
、
ま
た
神
経
衰
弱
や
愛
欲
が
相
手
で
は
芸
術
家
と
か
哲
学
者
の
体
験
す
ら
無
力

な
反
抗
（『
孤
独
な
人
』『
ガ
ブ
リ
エ
ル
・
シ
リ
ン
グ
の
遁
走
』）
と
な
る
し
か
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
境
界
な
き
も
の
に
立
向
う
自
由
意
志
の
闘

争
は
な
く
、
運
命
は
形
に
な
ら
ず
、
人
間
は
無
気
力
に
受
身
で
苦
し
む
動
物
と
な
っ
て
い
る
。
動
物
の
苦
し
み
が
わ
れ
わ
れ
を
深
く
悲

し
い
気
分
に
さ
せ
よ
う
と
も
、
こ
こ
で
悲
劇
的
の
語
を
言
出
せ
る
の
は
、
人
間
と
運
命
と
の
あ
い
だ
で
立
昇
る
偉
大
な
悲
劇
性
の
息
吹

を
一
度
と
し
て
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
人
で
し
か
な
い
。

　

二
、
心
の
作
用
と
し
て
の
悲
劇
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。『
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス
タ
ー
の
演
劇
的
使
命
』
に
お
い
て
ゲ
ー
テ
は
、
劇ド

ラ
マ
わ
け

て
も
悲
哀
劇
（T

rauerspiel

）
を
人
間
は
喜
ぶ
が
、
こ
の
満
足
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
、
と
問
う
た
小
論
文
の
断
片
を
掲
げ
、
答
と
し

て
人
間
の
、
ど
う
で
も
よ
い
状
態
か
ら
は
で
き
る
限
り
逃
出
し
た
い
と
す
る
自
然
的
欲
求
を
示
唆
し
て
い
る
。「
眠
り
と
安
ら
ぎ
で
心
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身
と
も
居
心
地
よ
い
状
態
に
置
か
れ
る
や
、
た
ち
ま
ち
心
と
体
は
ま
た
も
動
き
た
い
働
き
た
い
、
興
奮
し
感
動
し
て
、
お
の
れ
の
存
在

を
確
め
た
い
と
切
望
す
る
」。
こ
こ
か
ら
大
衆
の
、
処
刑
な
る
見
世
物
に
寄
せ
る
悦
楽
も
説
明
さ
れ
る
。「
も
っ
と
好
ま
し
い
の
が
例
の

死
刑
執
行
で
あ
り
、
こ
れ
は
詩
人
が
催
し
て
く
れ
る
…
…
見
て
い
る
子
供
た
ち
に
も
ぎ
く
り
驚
い
て
、
行
き
な
さ
い
、
罰
す
る
ぞ
、
と

追
払
お
う
と
す
る
ほ
ど
残
忍
で
荒
廃
を
呼
ぶ
欲
望
に
す
ら
秘
密
の
道
と
隠
れ
家
が
あ
っ
て
、
頼
れ
ば
欲
望
は
甘
美
こ
の
上
な
い
満
足
へ

と
導
か
れ
る
。
こ
う
し
た
内
的
通
路
あ
れ
こ
れ
の
す
べ
て
が
芝
居
に
よ
っ
て
、
こ
と
に
悲
劇
（T

ragödie

）
に
よ
っ
て
、
稲
妻
の
閃
光

で
震
え
動
き
、刺
戟
が
人
間
を
摑
み
取
る
。
こ
の
刺
戟
が
暗
け
れ
ば
暗
い
ほ
ど
、そ
れ
だ
け
満
足
は
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
の
で
あ
る
」。

　

こ
う
し
て
ゲ
ー
テ
は
「
わ
れ
わ
れ
が
悲
劇
的
対
象
に
覚
え
る
満
足
」
の
普
遍
的
「
根
拠
」
を
精
妙
か
つ
明
瞭
に
見
せ
て
く
れ
た
が
、

劇
の
そ
れ
ぞ
れ
、
い
や
詩
作
そ
れ
ぞ
れ
の
果
す
作
用
を
主
と
し
て
は
悲
劇
の
も
の
と
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
個
々
に
見

れ
ば
、
こ
の
作
用
は
ど
こ
に
成
立
つ
の
か
。

　

い
か
な
る
学
問
的
問
題
で
あ
れ
当
の
問
題
の
歴
史
を
ア
ダ
ム
に
ま
で
繰
拡
げ
る
必
要
は
な
い
。
こ
こ
で
同
様
わ
れ
わ
れ
も
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
カ
タ
ル
シ
ス
問
題
は
目
下
の
論
究
圏
内
に
引
入
れ
ず
に
済
ま
せ
て
よ
か
ろ
う
。
心
の
作
用
（W

irkung 

作
用
結
果
）
と
し
て

の
悲
劇
的
な
る
も
の
、
こ
れ
の
本
質
を
、
悲
劇
的
な
る
も
の
の
世
界
観
的
規
定
か
ら
引
出
せ
ば
十
分
で
あ
る
。

　

ダ
イ
ダ
ロ
ス
神
話
の
考
察
が
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
置
い
た
の
は
以
下
の
状
況
（Situation

）
で
あ
る
。
一
方
で
胸
中
に
神
火
の
白
熱

を
感
じ
た
偉
大
な
創
造
的
人
間
が
、
他
方
で
お
の
れ
の
生
身
を
、
現
世
の
王
す
な
わ
ち
宇
宙
的
秩
序
を
統
べ
る
支
配
者
の
手
中
に
あ
る

と
見
る
。
限
界
な
ど
知
ろ
う
と
も
せ
ぬ
巨
人
的
創
造
力
を
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
発
揮
し
て
よ
い
が
、
た
だ
し
、
身
の
周
り
に
王
が
引
い
た
圏

内
に
お
い
て
の
み
と
限
ら
れ
る
。
こ
の
圏
域
を
な
ん
と
か
踏
越
え
よ
う
と
も
、
王
は
ダ
イ
ダ
ロ
ス
を
獄
に
囚
え
て
仕
舞
う
。
発
明
心
が

翼
に
乗
せ
て
ダ
イ
ダ
ロ
ス
を
自
由
な
大
気
内
へ
連
去
ろ
う
と
も
、
物
理
的
世
界
の
逸
脱
不
能
の
法
則
性
と
し
て
の
運
命
自
身
が
止
れ
！

と
鳴
響
い
て
、
命
令
の
執
行
者
た
る
太
陽
神
は
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
愛
息
を
殺
し
、
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
ア
ポ
ロ
ン
神
殿
を
建
立
し
て
運
命
の
言
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葉
を
奉
じ
る
。

　

仮
に
想
像
上
の
悲
劇
『
ダ
イ
ダ
ロ
ス
』
を
演
じ
て
、
作
者
に
は
、
わ
れ
わ
れ
に
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
運
命
を
深
く
感
得
さ
せ
て
、
ダ
イ
ダ

ロ
ス
の
胸
中
と
わ
れ
わ
れ
の
胸
中
と
に
同
じ
感
情
の
律リ

ズ
ム動
が
鼓
動
す
る
ま
で
の
成
功
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
神
殿
築
造
に
励
む
ダ
イ
ダ

ロ
ス
の
、
い
や
ダ
イ
ダ
ロ
ス
ば
か
り
か
、
わ
れ
わ
れ
観
客
も
の
生
感
情
つ
ま
り
気
分
（Stim

m
ung

）
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
混
合
気
分

（M
ischstim

m
ung

）
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
─
─
英
雄
の
自
負
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
あ
の
迷
宮
創
建
の
偉
業
を
お
の
れ
の
精
神
力

で
遂
行
し
、
翼
を
発
明
し
て
僣
主
の
監
獄
も
脱
出
し
た
芸
術
家
の
昂
揚
せ
る
自
己
意
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
と
の
成
就
に
あ
た
り
愛

す
る
息
子
は
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
い
ま
や
肉
親
の
身
を
引
継
い
で
く
れ
る
子
孫
な
く
独
り
で
立
ち
、
こ
こ
に
悲
哀
と
悔

恨
も
あ
る
。
こ
れ
ら
両
方
の
感
情
は
休
み
な
く
高
低
と
波
立
っ
て
相
争
う
が
、
そ
れ
で
も
一
つ
の
律リ

ズ
ム動
へ
と
響
き
合
い
、
こ
の
律
動
は

や
が
て
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
生
感
情
す
な
わ
ち
、
全
能
無
限
な
る
も
の
、
聖
な
る
運
命
を
前
に
し
た
慄
然
た
る
畏
敬
と
な
ろ
う
。
こ
こ
に
は

両
方
が
あ
る
─
─
挑
戦
と
悔
恨
と
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
に
も
深
い
嘆
き
を
創
り
し
神
へ
の
天
才
の
贈
物
と
し
て
、
神
殿
を
ダ
イ
ダ
ロ
ス

が
建
て
る
の
は
挑
戦
で
な
い
か
。
自
由
意
志
の
贈
物
と
は
い
ず
れ
も
、
当
の
贈
り
手
が
少
く
と
も
気
持
で
は
貰
い
手
の
上
に
立
つ
こ
と

を
指
し
て
い
な
い
か
。
だ
が
ま
さ
し
く
気
持
と
し
て
は
、
さ
き
に
身
体
な
る
宝
物
を
救
お
う
と
企
て
た
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
挑
戦
は
、
い
ま

や
お
の
れ
の
精
神
な
る
価
値
を
思
う
誇
り
と
な
り
、
個
人
と
し
て
感
じ
る
感
知
作
用
は
精
神
の
意
識
に
氷
結
し
て
知
性
と
な
り
、
精
神

的
な
る
も
の
の
な
か
で
ダ
イ
ダ
ロ
ス
は
、
自
分
は
神
々
と
一
体
に
な
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
独
り
立
つ
人
間
の
誇
り
を
成
す
も
の
が
、

精
神
的
全
能
力
を
得
た
慎
ま
し
い
感
動
の
姿
と
な
っ
て
い
て
、
こ
の
感
動
こ
そ
世
界
法
則
お
よ
び
運
命
意
志
を
前
に
し
て
の
畏
敬
に
他

な
ら
な
い
。
だ
が
こ
れ
は
ま
た
し
て
も
高
慢
で
な
い
の
か
。
運
命
の
意
志
を
最
も
深
い
内
面
で
内
密
に
認
め
る
こ
と
に
含
ま
れ
る
の
は
、

こ
の
意
志
を
認
め
て
当
の
意
志
内
に
受
入
れ
ら
れ
る
者
は
み
ず
か
ら
運
命
と
な
り
神
と
な
っ
て
い
る
、
独
り
立
つ
身
と
し
て
身
体
的
に

で
は
な
く
と
も
、
全
体
な
る
も
の
の
部
分
と
し
て
精
神
的
に
は
、
と
い
う
こ
と
で
な
い
の
か
。
こ
う
し
て
ダ
イ
ダ
ロ
ス
の
生
感
情
が
流
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れ
ゆ
く
先
は
敬
虔
界
で
あ
り
宗
教
、
言
い
か
え
る
と
、
神
と
一
体
で
あ
る
と
の
感
情
、
神
の
も
と
で
の
安
息
の
感
情
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
宗
教
と
は
、
神
の
全
能
と
無
限
に
向
け
る
精
神
的
人
間
の
憧
憬
に
他
な
ら
ず
、
神
の
全
能
と
無
限
を
前
に
し
た
身
体
的
人
間
の
不

安
に
他
な
ら
ず
、
一
語
に
す
れ
ば
、
理
解
し
難
き
も
の
を
前
に
し
て
の
身
震
い
（Erschauern

）
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。

　

だ
が
こ
れ
こ
そ
が
悲
劇
的
根
本
感
情
で
あ
る
。
自
分
に
等
し
い
仲
間
と
一
緒
に
生
き
る
心
地
よ
い
暖
か
さ
か
ら
引
裂
い
て
、
人
間
を

ひ
と
り
の
王
リ
ア
と
し
て
住
む
影
な
き
暗
い
荒
野
に
追
い
遣
り
、
こ
こ
で
は
翻
る
外
衣
を
嵐
が
抜
け
て
吹
き
荒
び
、
胸
を
貫
い
て
運
命

が
荒
れ
狂
う
─
─
悲
劇
的
な
出
来
事
に
お
け
る
唯
ひ
と
つ
大
き
な
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
と
目
を
上
げ
て
天
へ
向
け
れ
ば
、
見
る
の

は
雲
の
山
々
で
、
息
を
塞
ご
う
と
重
く
圧
し
て
く
る
。
だ
が
雲
の
合
間
に
迷
い
星
の
一
つ
が
煌
め
く
の
も
見
れ
ば
、
こ
の
星
の
輝
く
と

こ
ろ
、
数
え
切
れ
ぬ
友
星
の
大
群
が
輪
を
成
し
て
、
全
能
者
の
掟
に
従
い
各
自
の
軌
道
を
従
順
に
永
遠
に
等
し
く
動
く
さ
ま
を
知
り
、

こ
の
全
能
者
に
は
雲
の
山
々
も
従
っ
て
、
命
が
下
れ
ば
露
と
消
え
て
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
も
知
る
。
こ
の
と
き
、
小
人
間
ど
も

の
気
楽
な
小
屋
か
ら
荒
野
へ
と
一
緒
に
持
出
し
た
小
心
翼
々
の
不
安
は
変
化
し
て
、
身
震
い
し
つ
つ
神
を
仰
ぐ
崇
高
な
感
情
と
な
る
。

雲
間
か
ら
下
界
へ
暴
れ
降
る
雷
光
も
、
殺
せ
る
の
は
身
体
と
し
て
の
人
間
だ
け
で
あ
っ
て
、
精
神
と
し
て
の
人
間
は
救
っ
て
こ
れ
を
無

限
な
る
も
の
と
一
体
に
す
る
、
と
知
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
悲
劇
的
な
出
来
事
は
、
日
常
が
枷
を
嵌
め
て
い
た
も
の
、
人
間
に
お
け
る
最
も
偉
大
で
永
遠
な
る
も
の
を
解
き
放
ち
、

人
間
に
お
の
れ
の
神
性
を
気
付
か
せ
、
お
の
れ
の
自
由
を
味
わ
せ
る
。
や
は
り
確
り
と
摑
ん
で
お
き
た
い
が
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
が
デ
ィ

オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
祭
儀
か
ら
出
た
こ
と
、
中
世
の
信
心
深
い
民
衆
が
教
会
で
神
秘
劇
を
祝
っ
た
こ
と
、
ス
ペ
イ
ン
で
異
端
者
焚
殺
を
祝
っ

て
宗
教
劇
の
演
じ
ら
れ
た
こ
と
は
決
し
て
偶
然
で
な
か
っ
た
。
同
様
、
世
界
で
最
も
自
由
な
が
ら
最
も
厳
し
く
縛
ら
れ
て
も
い
た
民
衆

た
る
イ
ギ
リ
ス
人
に
、
宗
教
改
革
が
救
済
の
風
を
吹
い
て
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
劇
が
成
り
、
こ
れ
が
初
め
て
、
胸
の
激
情
内
に
捲
込
ま

れ
た
運
命
と
闘
う
、
新
時
代
の
自
由
な
る
人
間
を
呈
示
で
き
た
こ
と
も
解
る
。
ま
た
ド
イ
ツ
の
土
壌
で
は
、
火
を
吹
く
稲
妻
が
哀
れ
な
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小
屋
へ
と
ば
か
り
、
カ
ン
ト
の
精
神
の
冷
徹
俊
英
な
閃
光
が
、
気
持
よ
く
神
と
自
然
に
護
ら
れ
て
安
全
と
し
て
い
た
人
間
に
落
下
、
仰

天
し
て
唖
然
の
者
を
た
ち
ま
ち
孤
独
な
批
判
的
思
考
へ
と
追
込
ん
で
、
当
人
の
自
我
を
万
物
か
ら
引
裂
い
た
と
き
、
初
め
て
偉
大
な
悲

劇
も
登
場
可
能
に
な
っ
た
と
解
る
。
い
ま
や
闘
争
が
現
に
起
っ
た
し
、失
わ
れ
た
一
体
世
界
を
ふ
た
た
び
獲
得
す
る
必
然
性
も
生
じ
た
。

理
想
主
義
［
観
念
論
］
の
哲
学
者
わ
け
て
も
フ
ィ
ヒ
テ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
が
闘
い
を
導
き
、
こ
れ
を
土
台
と
し
て
シ
ラ
ー
、
ク
ラ
イ
ス
ト
、

グ
リ
ル
パ
ル
ツ
ァ
、
ヘ
ッ
ベ
ル
が
そ
れ
ぞ
れ
の
悲
劇
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
遂
に
、
理
想
主
義
的
世
界
観
が
枯
渇
し
て
実
証
主
義
的

−

物
質
主
義
的
思
考
の
組
成
が
ま
す
ま
す
一
貫
作
業
を
進
め
る
と
、

な
ぜ
悲
劇
を
、
総
じ
て
劇
を
没
落
さ
せ
た
の
か
を
も
悟
る
。
立
つ
と
こ
ろ
が
砂
山
で
は
、
人
間
に
は
も
は
や
立
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
沈

む
し
か
な
い
。
だ
が
十
九
世
紀
後
半
の
人
間
を
囲
み
日
に
日
に
集
積
せ
る
事
実
一
辺
倒
の
知
識
は
、
い
わ
ば
砂
山
で
あ
っ
て
、
人
間
は

な
か
へ
と
沈
ん
だ
。
こ
の
こ
と
が
す
で
に
オ
ッ
ト
ー
・
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
（O

tto Ludw
ig, 1813-1865

）
で
感
じ
ら
れ
る
が
、
作
品
『
代
々

山
番
』
に
悲
劇
的
な
身
震
い
は
起
り
よ
う
も
な
く
、
理
由
は
、
作
中
あ
ま
り
に
多
く
技
巧
が
出
来
過
ぎ
て
、
結
末
で
は
あ
ま
り
に
多
く

生
理
と
偶
然
が
一
緒
に
な
っ
て
の
罪
を
犯
す
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
わ
け
て
も
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
あ
れ
こ
れ
の
「
劇
（D

ram
a

）」
に
お
い

て
で
あ
り
、
も
は
や
諸
作
は
あ
え
て
悲
劇
と
名
付
け
ら
れ
も
し
な
い
が
、
こ
こ
で
は
困
窮
と
か
病
気
そ
の
他
の
肉
体
的
苦
痛
を
見
て
も
、

生
じ
る
の
は
た
だ
束
縛
や
無
力
や
卑
小
と
い
う
人
間
の
有
様
が
引
起
す
滅
入
る
よ
う
な
感
情
で
し
か
な
い
。
犠
牲
へ
の
同
情
を
覚
え
る

だ
け
で
、
昂
揚
を
感
じ
る
こ
と
な
く
救
済
を
感
じ
る
こ
と
も
な
い
。
…
…
…
［
悲
劇
性
に
つ
い
て
は
終
了
］

　

ｂ
、
フ
モ
ー
ル

0

0

0

0

（H
um

or

）。
悲
劇
的
気
分
は
感
情
と
知
性
と
の
、
単
独
人
間
の
体
験
と
全
体
者
意
識
と
の
、
律
動
的
に
隆
替
す
る

波
動
で
あ
る
。
そ
の
感
情
と
知
性
と
は
、
身
体
的
人
間
は
無
力
と
い
う
気
分
に
お
い
て
の
感
情
で
あ
り
、
精
神
的
な
る
も
の
に
よ
る
身

体
的
な
る
も
の
の
克
服
に
お
い
て
の
知
性
で
あ
る
。
創
造
す
る
単
独
人
間
の
挑
戦
に
お
い
て
の
知
性
で
あ
り
、
全
体
者
へ
の
畏
敬
に
満

ち
る
帰
依
に
お
い
て
の
感
情
で
あ
る
。
神
性
な
る
も
の
を
前
に
し
て
の
身
震
い
の
な
か
で
縺
れ
て
い
る
の
は
、
知
性
の
自
由
と
、
一
者
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へ
の
束
縛
を
感
じ
る
感
情
と
で
あ
る
。

　

さ
て
フ
モ
ー
ル
は
悲
劇
性
を
相
手
に
、
例
え
ば
最オ

プ
テ
ィ
ミ
ス
ム
ス

善
主
義
と
最ペ

シ
ミ
ス
ム
ス

悪
主
義
の
ご
と
く
に
向
い
立
つ
か
と
見
え
る
。
け
れ
ど
も
さ
ら
に
深

く
見
れ
ば
、
フ
モ
ー
ル
を
最
善
主
義
に
、
悲
劇
性
を
最
悪
主
義
に
等
し
い
と
置
く
の
は
、
こ
れ
も
愚
し
い
と
判
る
。
最
善
主
義
と
最
悪

主
義
は
個
々
の
人
間
の
一
面
的
な
心
の
持
ち
方
に
宛
て
た
陳
腐
な
命
名
だ
が
、
悲
劇
性
と
フ
モ
ー
ル
と
は
世
界
観
の
最
も
深
い
根
柢
に

根
差
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。　

…
…
…
［
以
下
省
略
］


