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『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
お
け
る
身か
ら
だ体

生　

田　

康　

夫

は
じ
め
に

﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
を
初
め
て
読
む
読
者
は
劈
頭
間
も
な
い
四
行
目
で
少

し
驚
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
﹁
自
身 αὐτούς

﹂
と
い
う
こ

と
ば
の
使
い
方
だ
。
こ
こ
で
ホ
メ
ー
ロ
ス
は
戦
い
で
討
た
れ
た
死
者
に
つ

い
て
、
冥
界
に
追
い
や
ら
れ
る
﹁
魂 ψυχάς

﹂
に
対
比
し
、
こ
の
世
に
残

り
犬
共
に
食
わ
れ
る
身
体
の
方
を
﹁
自
身 αὐτούς

﹂
と
呼
ん
で
い
る
。

「
雄
々
し
い
勇
士
達
の
魂 

（ψυχάς

）
を
冥
王
の
も
と
に
追
い
や
り
、

彼
ら
自
身（αὐτούς

）を
犬
共
の
餌
食
と
し
た
」︵
第
一
歌
3
～
4
行
︶

あ
ら
た
め
て
我
々
に
と
っ
て
﹁
自
分
自
身
﹂
と
は
何
を
指
す
の
か
考
え

て
み
る
と
、
魂
な
の
か
、
身
体
な
の
か
。﹁
魂
と
身
体
が
一
体
に
な
っ
た

も
の
だ
﹂
と
い
う
答
え
も
あ
り
そ
う
だ
︵
こ
の
﹁
一
体
﹂
と
い
う
表
現
も

興
味
深
い
︶。
し
か
し
現
代
の
我
々
が
﹁
自
分
自
身
﹂
と
か
﹁
み
ず
か
ら
﹂

と
い
う
と
き
、
そ
れ
を
魂
と
呼
ぶ
か
あ
る
い
は
意
識
や
心
と
呼
ぶ
か
は
別

に
し
て
、漠
然
と
﹁
魂
的
な
も
の
﹂
を
ま
ず
念
頭
に
お
く
傾
向
が
あ
り
、﹁
身

体
﹂
は
影
が
薄
い
よ
う
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
の
こ
の
く
だ

り
で
現
代
人
は
不
意
を
衝
か
れ
た
よ
う
な
感
を
う
け
る
の
だ
ろ
う
。

ホ
メ
ー
ロ
ス
に
と
っ
て﹁
自
身
﹂と
は
ま
ず﹁
身
体
﹂で
あ
る︻
註
１
︼。﹃
イ

ー
リ
ア
ス
﹄
は
身
体
の
感
覚
、
す
な
わ
ち
身
体
の
存
在
や
動
き
、
充
実
や

疲
労
、
快
さ
や
痛
み
な
ど
の
感
覚
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄

に
は
様
々
な
享
受
の
仕
方
が
あ
り
う
る
が
、
こ
の
詩
篇
を
﹁
身
体
﹂
の
感

覚
の
生
き
た
証
言
集
と
見
る
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
。
本
稿
で
は
そ
の
諸
相

を
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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『
イ
ー
リ
ア
ス
』
に
あ
ら
わ
れ
た
身
体
の
諸
相

Ａ
．
腑
分
け

﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
に
お
け
る
身
体
の
あ
ら
わ
れ
方
は
多
岐
に
わ
た
り
、

そ
の
い
ず
れ
も
が
生
彩
に
富
ん
で
い
る
。
先
ず
身
体
の
各
部
位
の
表
現
だ

が
、
こ
れ
は
ま
さ
に

「
頭
か
ら
足
ま
で
」︵
第
十
八
歌
353
行
︶

で
あ
り
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
部
位
に
つ
い
て
名
医
の
腑
分
け
を
目
の
当
た

り
に
す
る
か
の
よ
う
だ
。

例
え
ば
、
頭
部
か
ら
い
く
と
、

「
彼
は
こ
う
い
っ
て
槍
を
放
っ
た
。
ア
テ
ー
ネ
ー
は
そ
れ
を
目
の
脇

の
鼻
に
差
し
向
け
、
白
い
歯
並
を
貫
い
た
。
そ
し
て
不
壊
の
青
銅
は

彼
の
舌
の
根
元
を
断
ち
、
切
っ
先
は
下
顎
の
脇
に
突
き
出
た
」

︵
第
五
歌
290
～
293
行
︶

目
、
鼻
、
歯
、
舌
、
顎
と
普
段
意
識
し
な
い
み
ず
か
ら
の
顔
の
部
位
の

存
在
と
位
置
関
係
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
る
。

次
い
で
腹
部
で
は
、

「
そ
し
て
右
の
尻
を
射
れ
ば
、
矢
は
真
っ
直
ぐ
に
骨
の
下
、
膀
胱
を

刺
し
貫
い
た
」︵
第
十
三
歌
652
行
︶

更
に
は
、

「
逃
げ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
メ
ー
リ
オ
ネ
ー
ス
は
追
い
す
が
り
槍
で

突
い
た
、
隠
し
処
と
臍
と
の
中
間
を
、
そ
こ
は
憐
れ
な
人
間
に
と
り

戦
い
で
突
か
れ
最
も
苦
し
む
と
こ
ろ
で
あ
る
」︵

第
十
三
歌
567
～
569
行
︶

と
痛
み
な
し
に
読
み
す
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ら
れ
て
思
わ
ず
身
を

捩
り
そ
う
に
な
る
。

脚
の
方
に
い
く
と
、

「
先
手
を
取
っ
て
脚
の
付
け
根
を
突
い
た
、
人
間
の
肉
が
も
っ
と
も

厚
い
そ
こ
を
。
槍
の
切
っ
先
の
周
り
で
腱
は
ち
ぎ
れ
、
目
を
暗
闇
が

覆
っ
た
」︵
第
十
六
歌
314
～
316
行
︶

と
い
っ
た
具
合
で
あ
り
、
生
物
学
教
室
の
人
体
模
型
を
み
る
よ
う
で
も
あ

る
。息

子
ヘ
ク
ト
ー
ル
が
死
を
い
と
わ
ず
ア
キ
レ
ウ
ス
と
対
決
し
よ
う
と
し

た
と
き
、
老
王
と
老
母
は
戦
い
を
避
け
城
内
に
逃
れ
る
よ
う
懇
願
す
る
。

そ
の
言
葉
に
は
痛
切
な
身
体
へ
の
言
及
が
あ
る
。
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先
ず
プ
リ
ア
モ
ス
は
、
ヘ
ク
ト
ー
ル
死
後
に
来
る
べ
き
み
ず
か
ら
の
死

の
様
に
つ
い
て
、
王
の
矜
持
も
父
親
の
威
厳
も
か
な
ぐ
り
捨
て
て
こ
う
い

う
。「

し
か
し
殺
さ
れ
た
老
人
の
白
髪
頭
や
白
髭
、
そ
し
て
隠
し
処
を
犬

共
が
辱
め
る
、
こ
れ
は
全
く
憐
れ
な
人
間
に
と
っ
て
最
も
惨
め
な
こ

と
だ
」︵
第
二
十
二
歌
74
～
76
行
︶

ヘ
カ
ベ
ー
も
母
親
と
し
て
必
死
の
説
得
を
試
み
る
。

「
今
度
は
母
親
が
別
の
と
こ
ろ
か
ら
涙
を
流
し
つ
つ
哀
願
し
た
。
胸

を
は
だ
け
片
手
で
乳
房
を
支
え
、
涙
に
く
れ
彼
に
翼
あ
る
こ
と
ば
を

い
っ
た
。『
我
が
子
ヘ
ク
ト
ー
ル
よ
、
こ
れ
を
敬
い
、
私
を
哀
れ
ん

で
く
れ
、
も
し
か
つ
て
憂
い
を
忘
れ
る
乳
を
お
前
に
差
し
出
し
た
こ

と
が
あ
る
な
ら
。
そ
れ
を
思
い
出
し
て
、
愛
し
い
息
子
よ
、
敵
を
防

ぐ
の
は
城
内
か
ら
に
し
て
、
前
に
出
て
そ
の
男
に
立
ち
向
か
う
の
は

よ
し
て
お
く
れ
』」︵
第
二
十
二
歌
79
～
85
行
︶

こ
こ
に
は
身
体
の
根
源
に
あ
る
生
と
性
と
死
が
凝
縮
し
て
い
る
。

Ｂ
．
感
覚

﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄に
は
ま
た
、身
体
が
感
じ
る
感
覚
の
生
き
生
き
と
し
た
、

あ
る
い
は
生
々
し
い
表
現
が
あ
る
。

次
の
詩
行
は
首
を
後
ろ
か
ら
槍
で
突
か
れ
た
男
の
描
写
だ
。

「
青
銅
が
歯
並
に
沿
っ
て
真
直
ぐ
に
舌
を
断
つ
と
、
砂
に
倒
れ
、
冷

た
い
青
銅
を
歯
で
噛
ん
だ｣

︵
第
五
歌
74
～
75
行
︶

実
際
に
青
銅
を
噛
ん
だ
経
験
を
持
つ
も
の
は
僅
か
だ
ろ
う
が
、
こ
の
詩

行
を
読
ん
で
歯
に
青
銅
の
味
を
覚
え
る
読
者
は
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
、
ま
る
で
か
つ
て
味
わ
っ
た
味
を
想
起
す
る
よ
う
に
。
味
わ
っ
た
こ
と

が
な
い
味
を
感
じ
る
と
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。
真
に
迫
っ
た
詩
的
表
現

に
は
特
有
の
喚
起
力
が
あ
り
、
そ
の
お
か
げ
で
、
自
ら
経
験
し
た
類
似
の

感
覚
か
ら
あ
る
べ
き
未
経
験
の
感
覚
を
瞬
時
に
再
構
成
す
る
こ
と
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
身
体
に
は
人
類
の
共
通
感
覚
の
よ
う
な
も
の

が
遺
伝
的
に
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
詩
的
表
現
が
時
と
し
て
そ
れ
を
呼
び
覚

ま
す
の
だ
ろ
う
か
。

戦
場
で
仲
間
と
示
し
合
わ
せ
る
言
葉
も
生
の
感
覚
に
根
ざ
し
て
い
る
。

「
ア
ル
キ
メ
ド
ー
ン
よ
、
馬
を
俺
か
ら
離
し
て
控
え
て
お
く
な
、
背

中
に
そ
の
息
が
か
か
る
ほ
ど
に
し
て
い
て
く
れ｣︵

第
十
七
歌
501
～
502
行
︶

こ
こ
で
も
読
み
な
が
ら
背
中
に
生
暖
か
さ
を
感
じ
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
慣
用
句
的
な
表
現
、
例
え
ば
、





99

『イーリアス』における身
からだ

体

「
彼
が
が
っ
し
り
と
し
た
槍
を
執
る
と
、
槍
は
掌
に
馴
染
む
」

︵
第
三
歌
338
行
︶

の
﹁
掌
に
馴
染
む
﹂
と
か
、

「
束
あ
る
剣
で
首
を
突
い
て
命
を
奪
っ
た
。
剣
は
す
っ
か
り
血
で
生

温
く
な
っ
た｣

︵
第
十
六
歌
332
～
333
行
︶

の
﹁
血
で
生
温
く
な
っ
た
﹂
と
か
、
こ
れ
ら
細
部
の
表
現
の
随
所
に
生
の

感
覚
が
息
づ
い
て
い
る
。

Ｃ
．
仕
草

身
体
の
動
き
に
は
日
常
的
な
仕
草
も
あ
る
。
そ
の
表
現
も
豊
富
だ
。

「
こ
の
時
、
ヒ
ュ
ル
タ
コ
ス
の
子
ア
ー
シ
オ
ス
は
呻
い
て
大
腿
を
叩

き
、
怒
っ
て
こ
う
言
っ
た
」︵
第
十
二
歌
162
～
163
行
︶

日
本
語
に
も
﹁
思
わ
ず
膝
を
打
つ
﹂
と
い
う
似
た
表
現
が
あ
る︻
註
２
︼。

仕
事
を
終
え
た
ヘ
ー
パ
イ
ス
ト
が
、
身
体
の
汗
を
拭
う
様
は
こ
う
描
写

さ
れ
る
。

「
そ
し
て
ス
ポ
ン
ジ
で
顔
の
あ
た
り
と
両
手
を
、
そ
し
て
頑
丈
な
首

と
粗
毛
の
生
え
た
胸
を
拭
っ
た
」︵
第
十
八
歌
414
～
415
行
︶

わ
れ
わ
れ
が
日
常
、
汗
を
拭
く
順
序
は
ま
さ
に
こ
の
と
お
り
で
あ
る
こ

と
に
気
付
く
。

夜
中
に
起
こ
さ
れ
た
ネ
ス
ト
ー
ル
の
姿
勢
は
こ
う
だ
。

「
起
き
上
が
り
片
肘
を
つ
い
て
頭
を
擡
げ
、
ア
ト
レ
ウ
ス
の
子
に
語

り
か
け
、
た
ず
ね
た
」︵
第
十
歌
80
～
81
行
︶

﹁
片
肘
を
つ
い
て
﹂
と
は
い
か
に
も
半
分
起
き
上
が
っ
た
感
じ
が
で
て

い
る
。

あ
る
い
は
、
ア
キ
レ
ウ
ス
が
新
し
い
武
具
を
鎧
う
時
の
様
は

「
そ
し
て
神
の
如
き
ア
キ
レ
ウ
ス
は
鎧
の
中
で
彼
自
身
を
試
し
た
、

彼
に
合
う
か
、
輝
く
手
足
は
う
ま
く
動
く
か
と
」︵
第
十
九
歌
384
行
︶

で
あ
り
、
戦
場
へ
復
讐
に
向
う
猛
者
の
動
き
な
の
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
日

常
服
を
新
調
し
よ
う
と
し
て
試
着
す
る
時
の
仕
草
と
異
な
ら
な
い
。︵
こ

の
場
面
で
も
、
試
し
た
の
は
身
体
で
あ
る
が
﹁
自
身 αὐτοῦ

﹂
の
語
が
使

わ
れ
て
い
る
︶
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Ｄ
．
運
動

日
常
の
仕
草
は
身
体
の
動
き
の
一
種
だ
が
、
身
体
の
動
き
に
は
非
日
常

の
、
そ
し
て
時
に
は
極
限
状
況
で
の
動
き
も
あ
る
。﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
は

そ
の
よ
う
な
激
し
い
運
動
感
覚
に
溢
れ
た
描
写
に
も
富
ん
で
い
る
。
そ
れ

は
こ
の
詩
篇
が
戦
記
で
あ
る
こ
と
も
与
か
っ
て
い
よ
う
。

「
ア
ン
テ
ィ
ロ
コ
ス
が
躍
り
か
か
っ
て
剣
で
こ
め
か
み
を
突
け
ば
、

男
は
磨
か
れ
た
戦
車
か
ら
喘
ぎ
な
が
ら
落
ち
た
、
真
逆
様
に
砂
塵
の

中
に
額
や
肩
を
先
立
て
て
。
随
分
長
く
突
っ
立
っ
て
い
た
、
深
い
砂

地
に
刺
さ
っ
た
の
で
。
馬
が
ぶ
つ
か
っ
て
地
の
砂
塵
の
中
に
打
ち
倒

す
ま
で｣

︵
第
五
歌
584
～
588
行
︶

こ
の
よ
う
に
た
と
え
無
惨
な
シ
ー
ン
で
あ
っ
て
も
、
精
確
か
つ
透
明
な

描
写
だ
。

「
そ
し
て
双
方
進
み
よ
っ
て
至
近
距
離
に
到
っ
た
と
き
」

︵
第
五
歌
850
行
︶

こ
れ
は
双
方
の
戦
士
が
向
き
合
い
ま
さ
に
戦
い
を
始
め
ん
と
す
る
、
そ

の
動
き
の
描
写
だ
。
こ
の
簡
潔
な
慣
用
句
的
表
現
は
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
に

何
回
も
出
て
く
る
。
一
見
何
気
な
い
語
句
だ
が
戦
記
物
な
ら
で
は
の
口
吻

だ
。
考
え
て
み
る
と
そ
も
そ
も
一
騎
打
ち
開
始
の
動
き
は
い
つ
も
同
様
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
戦
場
や
生
活
の
中
で
繰
る
返
し
起
こ
る

出
来
事
を
そ
の
ま
ま
表
現
で
繰
り
返
す
こ
と
は
、
後
代
の
文
学
作
品
で
は

嫌
う
こ
と
だ
ろ
う
が
、﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
の
特
徴
の
一
つ
だ
。
繰
り
返
し

も
人
生
の
真
実
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

次
の
引
用
は
ア
キ
レ
ウ
ス
の
ヘ
ク
ト
ー
ル
追
走
の
一
場
面
だ
。

「（
ヘ
ク
ト
ー
ル
が
）
堅
固
な
城
砦
の
下
ダ
ル
ダ
ノ
ス
の
門
の
前
に
、

あ
る
い
は
上
か
ら
飛
び
道
具
で
護
っ
て
く
れ
は
す
ま
い
か
と
、
馳
せ

寄
る
べ
く
突
進
す
る
度
に
、
そ
の
度
に
（
ア
キ
レ
ウ
ス
は
）
前
に
先

回
り
を
し
て
平
野
の
方
へ
追
い
返
し
、
自
分
は
常
に
城
側
を
走
っ
て

い
っ
た
」︵
第
二
十
二
歌
194
～
198
行
︶

息
詰
ま
る
よ
う
な
二
人
の
動
き
で
あ
る
。

こ
の
場
面
で
は
引
き
続
き
夢
の
比
喩
が
出
て
く
る
。
こ
れ
も
身
体
の
動

き
だ
。「

夢
の
中
で
逃
げ
る
者
に
追
い
つ
け
な
い
よ
う
に
、
逃
げ
と
お
す
こ

と
も
で
き
ず
追
い
つ
く
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
足

で
捉
ま
え
る
こ
と
も
で
き
ず
、
逃
げ
切
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
」

︵
第
二
十
二
歌
199
～
201
行
︶

ホ
メ
ー
ロ
ス
が
こ
の
よ
う
な
我
々
も
見
る
夢
を
見
て
い
た
こ
と
は
驚
き

だ
が
、考
え
て
み
れ
ば
そ
う
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
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確
か
に
意
識
の
世
界
で
は
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
時
代
以
降
三
千
年
近
く
の
間
に

様
々
な
変
化
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
立
つ
、
歩
く
、
走
る
、
な
ど
と
い
う

身
体
の
動
き
に
お
い
て
ホ
メ
ー
ロ
ス
と
我
々
と
が
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
夢
は
意
識
に
属
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
身
体
に
属
し
て
い

る
の
だ
か
ら
。

Ｅ
．
勢
い

﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
に
は
、
動
き
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
身
体
が
ま
さ

に
動
か
ん
と
し
、
勢
い
が
た
め
ら
れ
、
力
が
漲
っ
て
い
る
状
況
が
よ
く
描

か
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
を
描
く
の
に
詩
人
が
好
ん
で
用
い
る
の
が  

﹁
勢
い

込
ん
で μεμαῶτες

﹂
の
語
︵
お
よ
び
そ
の
変
化
形
︶
だ
。

「
城
を
壊
滅
せ
ん
も
の
と
意
気
込
ん
で（μεμαῶτες

）包
囲
し
た
」︵
第

十
一
歌
713
行
︶

「（
脳
味
噌
は
）
中
で
か
き
回
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
そ
い
つ
の
勢
い
込

ん
だ
（μεμαῶτα

）
と
こ
ろ
を
討
っ
た
」︵
第
十
二
歌
186
行
︶

「
み
ず
か
ら
意
気
込
ん
で
い
る
（μεμαῶτε

）
両
ア
イ
ア
ー
ス
に
言
っ

た
」︵
第
十
六
歌
555
行
︶

「
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
、
彼
は
既
に
意
気
込
ん
で
い
る
︵μεμαυῖαν

︶

ア
テ
ー
ネ
ー
を
促
し
た
」︵
第
十
九
歌
349
行
︶

と
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

類
義
語
に
よ
る
同
様
の
状
態
の
描
写
も
多
い
。

「
嫌
々
ど
こ
ろ
で
は
な
く
︵οὐδ᾽ ἀέκοντα

︶
戦
意
満
々
の

︵ἐσσυμένους

︶
ピ
ュ
ロ
ス
中
の
兵
を
集
め
た
」

︵
第
十
一
歌
716
～
717
行
︶

「
メ
ネ
ラ
ー
オ
ス
は
そ
の
大
い
に
気
負
い
た
っ
て
い
る

（ἰσχανόω
σαν

）
馬
を
軛
に
つ
け
た
」︵
第
二
十
三
歌
300
行
︶

﹁
気
負
っ
た
﹂
り
あ
る
い
は
﹁
勢
い
込
ん
だ
﹂
り
し
て
い
る
状
態
に
、

身
体
の
詩
と
真
実
を
見
出
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

次
の
く
だ
り
は
、
ア
カ
イ
ア
勢
で
ア
キ
レ
ウ
ス
に
次
ぐ
勇
者
ア
イ
ア
ー

ス
の
戦
い
に
勇
む
言
葉
だ
。

「
俺
も
槍
を
握
る
無
敵
の
腕
が
鳴
っ
て
し
ょ
う
が
な
い
、
心
は
勇
ん

で
い
る
し
、下
で
は
両
足
も
う
ず
く
、俺
ひ
と
り
で
で
も
戦
い
に
逸
っ

て
飽
き
な
い
プ
リ
ア
モ
ス
の
子
ヘ
ク
ト
ー
ル
と
一
戦
交
え
ん
も
の
と

意
気
込
ん
で
お
る
」︵
第
十
三
歌
77
～
81
行
︶

腕
が
鳴
っ
て
身
体
中
ム
ズ
ム
ズ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
戦
士
の
武
者
震

い
が
髣
髴
と
す
る
。
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Ｆ
．
動
物

動
物
は
﹁
動
く
も
の
﹂
の
最
た
る
も
の
だ
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
はfau

n
a

の

詩
人
で
あ
り
詩
篇
は
動
物
に
溢
れ
て
い
る
。
野
獣
や
家
畜
、
鳥
、
爬
虫
類

や
昆
虫
ま
で
、
動
物
記
か
昆
虫
記
さ
な
が
ら
だ
。

動
物
は
ほ
と
ん
ど
人
の
動
き
を
描
写
す
る
比
喩
の
中
に
現
れ
る
。
次
の

例
で
は
鹿
と
ジ
ャ
ッ
カ
ル
と
獅
子
が
登
場
す
る
。

﹁
さ
な
が
ら
、
山
間
で
角
を
生
や
し
た
手
負
い
の
鹿
を
赤
茶
け
た

ジ
ャ
ッ
カ
ル
共
が
襲
う
よ
う
に
ト
ロ
イ
ア
勢
は
襲
っ
た
。
そ
の
鹿
は

人
間
が
弓
弦
か
ら
放
っ
た
矢
で
射
ら
れ
た
も
の
、
鹿
は
足
で
逃
げ
身

体
を
守
る
が
そ
れ
は
血
が
生
温
く
膝
が
動
く
間
の
こ
と
、
一
旦
鋭
い

矢
が
鹿
の
力
を
奪
う
と
、
肉
喰
ら
う
ジ
ャ
ッ
カ
ル
共
は
山
間
の
陰
あ

る
森
で
引
き
裂
き
に
か
か
る
。
そ
こ
に
神
が
凶
暴
な
獅
子
を
連
れ
て

来
る
。
ジ
ャ
ッ
カ
ル
は
逃
げ
去
り
獅
子
は
喰
ら
い
つ
く
」

︵
第
十
一
歌
474
～
481
行
︶

人
の
行
動
と
動
物
の
生
態
の
間
に
比
喩
が
成
り
立
つ
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。
同
じ
世
界
に
住
み
同
じ
原
理
に
貫
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
人
と
動
物
は
身
体
の
動
き
を
と
お
し
て
繋
が
っ
て
い
る
。

次
の
例
は
ア
キ
レ
ウ
ス
に
喩
え
ら
れ
た
獅
子
だ
が
、
そ
の
表
情
や
動
き

が
あ
り
あ
り
と
描
写
さ
れ
鬼
気
迫
る
も
の
が
あ
る
。

「
そ
れ
に
対
し
て
こ
ち
ら
側
か
ら
は
ペ
ー
レ
ウ
ス
の
子
が
凶
暴
な
獅

子
の
如
く
に
立
ち
向
か
っ
た
。
そ
の
獅
子
を
人
々
は
村
中
で
集
ま
っ

て
打
ち
殺
そ
う
と
気
負
う
。
獅
子
は
初
め
は
侮
っ
て
進
む
が
、
血
気

盛
ん
な
若
者
の
誰
か
が
槍
で
突
く
と
、
口
を
開
け
て
身
を
か
が
め
、

歯
の
周
り
に
は
泡
を
吹
き
、
胸
中
に
は
勇
猛
心
が
唸
り
、
尾
で
左
右

の
脇
腹
や
尻
を
鞭
打
つ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
自
身
を
戦
い
へ
と
駆
り

立
て
る
。
そ
し
て
眼
を
ギ
ラ
ギ
ラ
と
さ
せ
て
し
ゃ
に
む
に
突
進
す
る
、

誰
か
人
を
殺
す
か
、あ
る
い
は
自
ら
群
衆
の
中
で
命
を
落
と
そ
う
と
」

︵
第
二
十
歌
164
～
174
行
︶

こ
の
鬼
気
迫
る
表
情
や
身
振
り
は
獅
子
と
ア
キ
レ
ウ
ス
に
共
通
な
の

だ
。次

に
、
繰
り
出
す
軍
勢
に
喩
え
ら
れ
る
の
は
蜂
だ
。

「
あ
た
か
も
、
犇
め
き
合
う
蜜
蜂
の
群
が
空
ろ
な
岩
か
ら
続
々
と
繰

り
出
し
、
集
団
を
な
し
て
春
の
花
の
上
を
飛
ぶ
、
あ
る
い
は
此
処
に

一
杯
あ
る
い
は
彼
処
に
、
そ
の
よ
う
に
」︵
第
二
歌
87
～
90
行
︶

な
る
ほ
ど
、
蜂
ほ
ど
軍
勢
に
似
た
も
の
は
な
か
ろ
う
。

さ
て
、
次
の
例
は
い
わ
ゆ
る
比
喩
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
神
の
示
す

前
兆
だ
。

「
渡
ら
ん
も
の
と
意
気
込
ん
で
い
る
彼
ら
に
鳥
が
、
高
く
飛
ぶ
鷲
が
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軍
勢
を
左
に
さ
え
ぎ
り
な
が
ら
現
れ
た
。
血
ま
み
れ
の
、
ま
だ
生
き

て
の
た
う
っ
て
い
る
大
蛇
を
爪
に
挟
ん
で
い
た
。
大
蛇
は
ま
だ
戦
意

を
失
っ
て
い
ず
、
自
分
を
掴
ん
で
い
る
奴
の
胸
元
、
首
筋
を
後
ろ
に

の
け
ぞ
っ
て
撃
っ
た
。
鷲
は
痛
み
に
耐
え
か
ね
て
群
衆
の
中
に
落
と

し
、風
吹
く
中
を
鳴
き
な
が
ら
飛
び
去
っ
た
」︵
第
十
二
歌
200
～
207
行
︶

前
兆
と
い
う
も
の
は
人
の
世
に
起
こ
る
べ
き
こ
と
を
象
徴
的
に
示
す
も

の
で
あ
る
か
ら
、
一
種
の
比
喩
、
い
や
む
し
ろ
究
極
の
比
喩
と
も
言
え
る
。

そ
し
て
こ
の
神
の
も
た
ら
す
比
喩
は
、
こ
の
よ
う
に
し
ば
し
ば
鳥
や
爬
虫

類
の
動
き
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。

Ｇ
．
植
物

ホ
メ
ー
ロ
ス
はfau

n
a

の
詩
人
で
あ
る
と
い
っ
た
。
た
し
か
に
﹃
イ
ー

リ
ア
ス
﹄
で
の
動
物
の
活
躍
ぶ
り
は
目
覚
し
い
。
し
か
し
植
物
が
全
く
出

て
こ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
興
味
深
い
の
は
こ
の
詩
篇
に
登
場
す
る
植
物

の
多
く
は
そ
の
動
く
姿
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
が
人
の
か
ら
だ
や
そ

の
動
き
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

「
突
い
て
そ
の
槍
を
抜
く
と
、
彼
は
ト
ネ
リ
コ
の
木
の
よ
う
に
倒
れ

た
、
そ
の
木
は
遠
望
で
き
る
山
の
頂
に
あ
っ
て
伐
ら
れ
、
柔
ら
か
な

葉
を
地
面
に
近
づ
け
る
」︵
第
十
三
歌
178
～
180
行
︶

こ
こ
で
は
、
槍
で
突
か
れ
て
倒
れ
る
戦
士
が
切
り
倒
さ
れ
る
ト
ネ
リ
コ

の
木
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。

次
い
で
弓
矢
で
射
ら
れ
た
戦
士
の
さ
ま
は
こ
う
だ
。

「
彼
は
罌
粟
の
よ
う
に
一
方
に
頭
を
傾
げ
た
、
罌
粟
は
苑
生
に
あ
っ

て
種
や
春
の
露
の
重
み
に
傾
ぐ
、
そ
の
よ
う
に
兜
の
重
み
で
一
方
に

頭
を
傾
げ
た
」︵
第
八
歌
306
～
308
︶

花
を
あ
く
ま
で
動
き︵
そ
れ
は
傾
ぐ
と
い
う
微
妙
な
動
き
で
は
あ
る
が
︶

の
中
で
捉
え
て
い
る
。
花
に
と
っ
て
種
子
や
露
の
重
み
は
人
に
と
っ
て
の

兜
の
重
み
だ
。

次
の
例
は
ど
う
か
。

「
彼
ら
は
山
の
背
の
高
い
樫
の
木
の
よ
う
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
、
そ

の
樫
の
木
は
太
く
長
く
延
び
た
根
を
組
み
合
わ
せ
、
来
る
日
も
来
る

日
も
風
雨
を
じ
っ
と
耐
え
て
い
る
」︵
第
十
二
歌
132
～
134
行
︶

踏
ん
張
っ
て
じ
っ
と
耐
え
て
い
る
の
だ
か
ら
も
ち
ろ
ん
動
い
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
も
力
が
漲
っ
て
い
る
状
態
に
あ
る
。
決
し
て

安
穏
に
静
止
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

ホ
メ
ー
ロ
ス
に
お
い
て
、
人
は
動
と
力
の
相
の
も
と
でfl

o
ra

と
も
繋

が
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
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Ｈ
．
自
然

自
然
現
象
も
人
と
繋
が
っ
て
い
る
。
先
ず
海
の
波
が
軍
勢
に
喩
え
ら
れ

る
。「

さ
な
が
ら
海
の
波
が
吹
き
つ
の
る
西
風
に
あ
お
ら
れ
て
ざ
わ
め
く

岸
辺
に
押
し
寄
せ
る
如
く
に
、
そ
れ
は
先
ず
沖
合
で
波
頭
を
上
げ
た

か
と
思
う
と
、
岸
に
ぶ
つ
か
っ
て
轟
音
を
た
て
、
岬
の
両
側
に
頭
を

持
ち
上
げ
潮
の
泡
を
吐
き
出
す
。
そ
の
如
く
に
ダ
ナ
オ
イ
勢
の
隊
列

は
次
々
と
繰
り
出
し
た
」︵
第
四
歌
422
～
427
行
︶

そ
し
て
ヘ
ク
ト
ー
ル
が
ア
カ
イ
ア
勢
に
襲
い
か
か
る
様
は
落
石
に
喩
え

ら
れ
る「

ト
ロ
イ
ア
勢
が
一
斉
に
押
し
寄
せ
る
、
先
頭
の
ヘ
ク
ト
ー
ル
が
巌

か
ら
転
げ
落
ち
る
落
石
の
よ
う
に
ま
っ
し
ぐ
ら
に
突
き
進
む
。
そ
の

落
石
は
崖
か
ら
冬
の
川
が
お
び
た
だ
し
い
雨
で
鉄
面
皮
な
石
の
支
え

を
壊
し
押
し
転
が
し
た
も
の
だ
、
石
は
跳
ね
る
よ
う
に
飛
び
、
そ
の

下
で
木
々
は
鳴
り
響
く
。
石
は
あ
く
ま
で
一
途
に
走
り
、
平
地
に
到

る
と
そ
こ
で
は
勢
い
込
み
つ
つ
も
漸
く
止
ま
る｣

︵
第
十
三
歌
136
～

143
行
︶

今
度
は
逆
に
、
ア
イ
ア
ー
ス
の
敵
の
攻
撃
に
耐
え
る
様
が
山
の
突
端
に

喩
え
ら
れ
る
。

「
両
ア
イ
ア
ー
ス
が
支
え
た
、
平
野
に
せ
り
出
し
た
木
々
茂
る
山
の

出
鼻
が
強
力
な
川
の
激
し
い
流
れ
を
支
え
、
流
れ
を
す
べ
て
平
野
に

押
し
返
す
、
そ
し
て
流
れ
が
そ
れ
を
壊
す
こ
と
は
決
し
て
な
い
、
そ

の
よ
う
に
」︵
第
十
七
歌
747
～
751
行
︶

こ
れ
も
激
し
い
動
き
を
抑
え
る
力
の
描
写
だ
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
は
激
し
い

動
き
と
漲
る
力
と
の
両
方
に
美
と
真
実
を
見
出
し
て
い
る
。

以
上
三
項
で
、
人
の
身
体
の
動
き
と
力
と
が
動
物
、
植
物
、
自
然
に
喩

え
ら
れ
て
い
る
様
を
見
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
比
喩
を
注
意
深
く
観
察
し
て

み
る
と
、
そ
れ
ら
は
動
物
や
植
物
や
自
然
の
擬
人
化
で
あ
る
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
人
の
身
体
が
そ
の
動
き
と
力
に
お
い
て
動
植
物
や
自
然
物
と

同
じ
世
界
の
中
に
あ
る
こ
と
の
証
言
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Ⅰ
．
技
能
と
道
具

技
能
と
は
﹁
人
の
身
体
の
力
や
動
き
を
巧
み
に
活
用
す
る
わ
ざ
﹂、
そ

し
て
道
具
と
は
﹁
人
の
身
体
の
動
き
や
力
を
増
幅
さ
せ
る
物
﹂
と
一
応
い

え
よ
う
。
人
の
身
体
の
動
き
や
力
を
語
っ
て
倦
む
こ
と
の
な
い
詩
人
は
、

技
能
や
道
具
に
つ
い
て
も
様
々
な
生
き
生
き
と
し
た
描
写
を
し
て
い
る
。

最
初
は
墨
縄
を
使
う
船
大
工
の
技
だ
。
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「
そ
れ
は
あ
た
か
も
ア
テ
ー
ネ
ー
の
教
え
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
技
を

心
得
た
腕
利
き
の
大
工
の
手
許
で
墨
縄
が
舟
木
を
真
直
ぐ
に
す
る
如

く
、
そ
の
よ
う
に
両
軍
の
戦
い
は
ピ
ー
ン
と
互
角
に
張
り
合
っ
た
」

︵
第
十
五
歌
410
～
413
行
︶

同
じ
く
船
大
工
が
使
う
手
斧
に
つ
い
て
は
、

「
あ
な
た
の
心
は
い
つ
も
手
斧
の
よ
う
に
弛
み
を
知
ら
な
い
。
そ
の

手
斧
は
、
舟
木
を
技
巧
み
に
切
り
出
す
人
の
下
で
木
を
裂
い
て
い
き
、

人
の
力
を
増
し
て
い
く
」︵
第
三
歌
60
～
62
行
︶

と
、
斧
は
ま
さ
し
く
人
の
手
の
力
を
増
幅
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い

る
。乗

馬
の
術
に
つ
い
て
は
次
の
ネ
ス
ト
ー
ル
の
語
る
驚
く
べ
き
訓
戒
が
あ

る
。
内
容
も
乗
馬
の
名
人
な
ら
で
は
で
あ
る
が
、
同
時
に
表
現
も
さ
す
が

弁
舌
の
達
人
で
あ
る
。

「
そ
れ
を
神
の
如
き
ア
キ
レ
ウ
ス
が
目
標
と
し
た
の
だ
。
そ
れ
に
お

前
は
車
と
馬
を
近
づ
け
掠
め
な
が
ら
進
め
、
自
分
は
身
体
を
よ
く
編

ん
だ
車
体
の
中
で
そ
っ
と
左
に
傾
け
よ
。
そ
し
て
掛
け
声
を
か
け
な

が
ら
右
の
馬
を
け
し
か
け
、
手
で
手
綱
を
緩
め
よ
。
目
標
に
左
の
馬

を
掠
ら
せ
し
め
よ
、
良
く
作
ら
れ
た
車
輪
の
轂
が
柱
の
端
に
触
れ
る

か
と
見
え
る
ま
で
。
し
か
し
そ
の
標
石
に
ぶ
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
せ

よ
」︵
第
二
十
三
歌
333
～
340
行
︶

 

﹁
傾
け
るκλινθῆναι

ク
リ
ン
テ
ー
ナ
イ
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
な
ど
ネ
ス

ト
ー
ル
は
身
体
を
傾
け
て
語
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
聴
い
て
い
る
ア
ン
テ
ィ

ロ
コ
ス
も
傾
け
る
に
違
い
な
い
︵
そ
し
て
我
々
も
︶。
思
わ
ず
身
体
が
動

く
の
だ
。

も
っ
と
さ
さ
や
か
な
手
仕
事
の
例
も
豊
富
だ
。
一
つ
だ
け
例
を
あ
げ
よ

う
。「

さ
な
が
ら
、
広
い
庭
で
強
い
風
と
篩
う
人
の
力
と
に
よ
っ
て
大
き

な
箕
か
ら
黒
い
皮
の
豌
豆
ま
め
や
団
扇
豆
が
飛
び
跳
ね
る
よ
う
に
」

︵
第
十
三
歌
588
～
590
行
︶

こ
の
よ
う
な
手
仕
事
は
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
時
代
か
ら
つ
い
数
十
年
前
ま

で
世
の
東
西
を
問
わ
ず
身
近
に
ふ
ん
だ
ん
に
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。

Ｊ
．
度
量
衡

﹁
人
間
は
万
物
の
尺
度
で
あ
る
﹂。
度
量
衡
の
起
源
に
は
し
ば
し
ば
人
の

身
体
が
、あ
る
い
は
身
体
の
基
本
的
動
き
が
あ
る
。
英
語
の
フ
ィ
ー
ト︵
フ

ラ
ン
ス
語
の
ピ
エ
︶
や
日
本
古
来
の
尋
︵
両
手
を
広
げ
た
と
き
の
左
右
の

手
先
の
間
の
距
離
︶
と
か︻
註
３
︼。﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
単

位
が
そ
の
誕
生
時
の
原
初
の
姿
で
顕
わ
れ
て
い
る
。
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先
ず
、
道
の
長
さ
が
槍
の
飛
ぶ
距
離
で
示
さ
れ
る
。

「（
濠
の
）
中
に
崩
し
て
長
く
広
い
道
を
造
っ
た
、
そ
の
長
さ
は
男
が

力
を
試
そ
う
と
し
て
放
つ
槍
の
飛
距
離
く
ら
い
も
あ
っ
た
」

︵
第
十
五
歌
357
～
359
行
︶

次
い
で
、
敵
の
斥
候
と
の
距
離
が
騾
馬
の
一
息
に
鋤
く
距
離
で
示
さ
れ

る
。「

し
か
し
丁
度
、
深
い
畑
で
組
鋤
を
引
く
こ
と
に
お
い
て
牛
に
勝
る

騾
馬
が
一
息
で
鋤
く
距
離
ほ
ど
離
れ
た
と
き
」︵
第
十
歌
351
～
353
行
︶

も
っ
と
近
い
距
離
の
例
も
見
よ
う
。

徒
競
走
で
前
の
走
者
と
追
い
縋
る
走
者
と
の
距
離
を
、
機
織
り
の
仕
事

の
情
景
を
ひ
い
て
こ
う
表
現
す
る
。

「
さ
な
が
ら
、
糸
巻
き
を
経
糸
の
間
に
潜
ら
せ
て
い
く
と
き
、
帯
美

し
い
女
の
胸
に
機
織
棹
が
う
ま
く
手
繰
ら
れ
て
近
づ
く
、
そ
し
て
胸

の
近
く
に
支
え
ら
れ
る
、
そ
の
よ
う
に
間
近
に
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は

迫
っ
た
、
後
ろ
か
ら
（
前
走
者
の
）
足
跡
を
砂
埃
が
落
ち
る
前
に
踏

ん
で
行
く
」︵
第
二
十
三
歌
760
～
764
行
︶

距
離
の
描
写
に
ひ
か
れ
る
も
の
は
投
擲
で
あ
り
、
農
耕
馬
で
あ
り
、
機

織
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
身
体
に
親
し
い
も
の
ば
か
り
だ
。
そ
し
て
、
こ
の

最
後
の
例
に
な
る
と
、
度
量
衡
と
い
う
べ
き
か
、
詩
的
比
喩
と
い
う
べ
き

か
微
妙
だ
。
し
か
し
そ
れ
は
無
用
の
詮
索
だ
ろ
う
。
も
と
も
と
度
量
衡
も

比
喩
も
同
起
源
で
あ
り
、
詩
人
は
そ
の
共
通
の
発
生
の
姿
を
捉
え
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
ら
。

と
こ
ろ
で
、
上
記
の
例
の
よ
う
に
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
で
は
度
量
衡
の
う

ち
、
度
︵
長
さ
︶
に
つ
い
て
は
豊
富
な
表
現
が
み
ら
れ
る
が
、
量
︵
容
積
︶

と
衡
︵
重
さ
︶
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
、
詩
人

が
﹁
動
き
﹂
に
格
別
の
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、
長
さ
が
﹁
動
き
﹂
と
密
接

で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

Ｋ
．
声

声
と
は
身
体
が
出
す
音
の
一
部
だ
。
身
体
が
息
と
咽
喉
を
使
っ
て
発
す

る
音
だ
。
そ
の
音
は
波
動
と
な
っ
て
空
気
中
を
伝
わ
り
、
他
人
の
鼓
膜
を

振
動
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
し
さ
せ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ

は
身
体
が
属
し
て
い
る
物
理
的
世
界
の
一
現
象
だ
。

現
代
の
我
々
は
普
段
あ
ま
り
声
を
そ
の
よ
う
に
は
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
な

い
か
も
し
れ
な
い
が
、﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
は
そ
の
事
実
を
思
い
出
さ
せ
て

く
れ
る
。

「
ゲ
レ
ー
ン
の
騎
士
ネ
ス
ト
ー
ル
は
呼
び
か
け
て
起
こ
し
た
。
す
る

と
声
は
彼
（
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
）
の
心
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
」
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︵
第
十
歌
138
～
139
行
︶

﹁
声
が
行
っ
た
﹂
の
で
あ
り
﹁
声
が
聞
こ
え
た
﹂
の
で
は
な
い
。
声
は

一
種
の
物
な
の
だ
。

次
の
例
も
そ
う
だ
。

「
脚
速
き
馬
の
音
が
私
の
耳
の
ま
わ
り
を
打
つ
（βάλλει

）」

︵
第
十
歌
535
行
︶

﹁
打
つ
﹂
と
訳
し
たβάλλω

︵
バ
ッ
ロ
ー
︶
は
石
を
ぶ
つ
け
た
り
、
飛

び
道
具
を
当
て
た
り
す
る
運
動
を
い
う
動
詞
だ
。
音
が
物
の
一
種
だ
か
ら

こ
そ
﹁
打
つ
︵βάλλω

す
る
︶﹂
の
だ
ろ
う
。

声
の
も
と
が
息
で
あ
る
こ
と
も
次
の
例
は
示
し
て
い
る
。

「
そ
し
て
三
回
叫
ん
だ
、
頭
が
容
れ
る
限
り
で
」︵
第
十
一
歌
462
行
︶

そ
れ
も
抽
象
的
な
息
で
は
な
く
、体
積
を
も
っ
た
﹁
頭
が
容
れ
る
限
り
﹂

の
息
だ
。
こ
れ
は
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
に
あ
ら
わ
れ
た
体
積
の
尺
度
の
稀
な

例
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

声
は
物
の
世
界
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
起

こ
る
。「

そ
の
（
盾
の
）
陰
に
身
を
か
が
め
た
。
青
銅
の
槍
が
そ
の
上
を
飛
び

越
え
る
と
、
盾
は
か
す
め
て
い
く
槍
に
乾
い
た
音
を
立
て
た
」

︵
第
十
三
歌
408
～
410
行
︶

こ
の
﹁
音
を
立
て
たἄϋσεν

︵
ア
ユ
ー
セ
ン
︶﹂
は
ほ
と
ん
ど
﹁
声
を

上
げ
た
﹂
だ
。
こ
こ
で
盾
は
ほ
と
ん
ど
咽
喉
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
よ

り
咽
喉
は
そ
も
そ
も
こ
こ
の
盾
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
べ
き
な
の
だ
ろ

う
。声

は
単
に
意
味
を
運
ぶ
も
の
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
身
体
か
ら
発

し
た
声
は
、
そ
れ
自
体
が
身
体
に
直
接
働
き
か
け
て
く
る
何
も
の
か

だ︻
註
４
︼。

Ｌ
．
女
性

ホ
メ
ー
ロ
ス
が
女
性
美
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
か
。
人
の
身
体

に
つ
い
て
様
々
な
角
度
か
ら
飽
く
こ
と
な
い
観
察
と
深
い
洞
察
を
行
っ
て

い
る
詩
人
だ
け
に
、
こ
れ
は
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
に
は
女
性
の
容
姿
を
表
す
枕
詞
的
形
容
詞
が
あ
る
。

καλλιπάρῃος

︵
頬
美
し
き
︶

ἠΰκομος

︵
髪
よ
き
︶

λευκώλενος

︵
腕
白
き
︶

ἐΰζωνος
︵
帯
よ
き
︶

καλλίσφυρος
︵
踝
美
し
き
︶
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な
る
ほ
ど
、
頬
、
髪
、
腕
、
腰
︵
帯
︶、
踝
な
ど
に
詩
人
の
女
性
美
の

ポ
イ
ン
ト
が
あ
っ
た
の
か︻
註
５
︼。

踝
は
ち
ょ
っ
と
意
外
だ
が
面
白
い
。

「
つ
や
や
か
な
足
に
サ
ン
ダ
ル
を
履
い
た
」︵
第
十
四
歌
186
行
︶

と
い
う
慣
用
的
表
現
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
戦
士
の
鎧
う
際
に
も
で
て
く

る
が
、
引
用
し
た
詩
行
で
は
、
履
い
た
の
は
女
神
ヘ
ー
レ
ー
だ
。
精
一
杯

着
飾
っ
た
と
き
最
後
に
履
い
た
の
が
サ
ン
ダ
ル
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
サ
ン

ダ
ル
か
ら
は
踝
が
見
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

現
代
人
だ
っ
た
ら
重
要
視
す
る
で
あ
ろ
う
目
鼻
立
ち
や
、
胸
、
脚
な

ど
が
で
て
こ
な
い
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
。
美
の
基
準
が
異
な
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、﹁
帯
よ
き
﹂
が
ヒ
ン
ト
に

な
り
そ
う
だ
。﹁
帯
よ
き
﹂
は
帯
そ
の
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
当
然
腰
ま
わ

り
の
美
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
同
様
、﹁
頬
美
し
き
﹂
は
目
鼻
立
ち
の
美

も
含
ん
で
お
り
、﹁
踝
美
し
き
﹂
は
脚
全
体
の
美
を
象
徴
し
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
胸
に
つ
い
て
は
、
枕
詞
で
は
な
い
が
﹁
美
し
き
の

どπερικαλλέα δειρήν

﹂
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
こ
の
場
合
の
﹁
の
ど

δειρήν

﹂
も
女
性
の
胸
を
言
外
に
指
し
て
い
る
婉
曲
語
法
で
あ
る
可
能
性

が
あ
る︻
註
６
︼。

も
う
一
つ
謎
め
い
て
い
る
の
は
、
絶
世
の
美
女
と
さ
れ
る
ヘ
レ
ネ
ー
に

つ
い
て
も
こ
れ
ら
の
定
型
句
的
表
現
の
域
を
出
て
い
な
い
こ
と
だ
。﹁
髪

よ
き ἠΰκομος

﹂
と
﹁
腕
白
きλευκώλενος

﹂
の
形
容
は
あ
る
が
そ
れ

以
上
の
容
姿
の
具
体
的
描
写
は
な
さ
れ
な
い
の
だ
。

し
か
し
次
の
詩
行
は
老
賢
人
の
言
葉
だ
け
に
真
実
味
が
あ
る
。

「
彼
ら
は
櫓
に
向
っ
て
く
る
ヘ
レ
ネ
ー
を
見
る
な
り
翼
あ
る
言
葉
を

ひ
そ
や
か
に
交
わ
し
た
。『
こ
れ
ほ
ど
の
女
性
の
た
め
で
あ
れ
ば
ト

ロ
イ
ア
人
と
脛
当
て
よ
き
ア
カ
イ
ア
人
達
が
長
い
間
苦
し
ん
だ
と
し

て
も
咎
め
ら
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
。
そ
の
容
姿
は
恐
ろ
し
い
ほ
ど
不

死
の
女
神
に
似
か
よ
っ
て
い
る
。
し
か
し
た
と
え
そ
う
で
あ
ろ
う
と

も
、
船
に
乗
っ
て
帰
る
べ
き
だ
、
我
々
と
子
孫
と
に
禍
を
の
こ
さ
な

い
た
め
に
』」︵
第
三
歌
154
～
160
行
︶

ホ
メ
ー
ロ
ス
の
詩
心
は
、
上
記
の
婉
曲
語
法
の
よ
う
に
、
間
接
的
な
し

か
し
想
像
力
を
か
き
た
て
る
表
現
法
を
選
ん
だ
よ
う
だ
。﹁
咎
め
ら
れ
る

べ
き
い
わ
れ
は
な
いοὐ νέμεσις

﹂
と
い
う
二
重
否
定
的
表
現
は
語
ら
れ

ぬ
ヘ
レ
ネ
ー
の
美
し
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

Ｍ
．「
足
が
運
ぶ
」

﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
に
は
﹁
足
が
︵
人
を
︶
運
ぶ
﹂
と
い
う
一
風
奇
妙
な

表
現
が
何
回
か
出
て
く
る
。
何
故
﹁
歩
く
﹂
と
か
﹁
歩
を
進
め
た
﹂
と
い

わ
ず
に
﹁
足
が
︵
人
を
︶
運
ぶ
﹂
と
い
う
の
か
。
そ
こ
に
は
何
か
詩
人
に

そ
う
い
わ
せ
る
心
性
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

先
ず
﹁
足
が
パ
ト
ロ
ク
ロ
ス
を
運
ん
だ
﹂
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。
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「『
あ
な
た
の
世
話
は
だ
れ
か
従
卒
に
任
せ
、
私
は
ア
キ
レ
ウ
ス
の
許

に
急
ぎ
戦
い
へ
と
促
そ
う
、
神
の
助
力
で
説
得
し
て
彼
の
心
を
奮
い

立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
誰
が
い
え
よ
う
、
友
の
勧
め
は
よ
き

も
の
故
。』
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
彼
を
足
が
運
ん
だ
」

︵
第
十
五
歌
401
～
405
行
︶

パ
ト
ロ
ク
ロ
ス
は
潰
走
す
る
ア
カ
イ
ア
勢
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
何

と
か
し
て
戦
列
を
離
脱
し
て
い
る
ア
キ
レ
ウ
ス
を
促
し
復
帰
さ
せ
ね
ば
と

思
い
、
彼
の
も
と
に
向
っ
て
い
る
。
し
か
し
戦
列
離
脱
の
原
因
で
あ
る
怒

り
は
深
い
。
そ
し
て
僚
友
で
あ
る
自
分
に
と
っ
て
さ
え
、

「
恐
ろ
し
い
男
で
、
咎
な
き
者
を
す
ぐ
に
も
咎
め
だ
て
し
か
ね
な
い
」

︵
第
十
一
歌
654
行
︶

そ
の
よ
う
な
男
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て

説
得
し
よ
う
か
。
そ
の
こ
と
が
意
識
を
領
し
て
い
る
。

も
う
一
つ
見
て
み
よ
う
。
上
の
第
十
五
歌
の
引
用
か
ら
事
態
は
進
み
、

今
度
は
パ
ト
ロ
ク
ロ
ス
が
討
た
れ
、
そ
の
悲
報
を
知
ら
せ
よ
う
と
ア
キ
レ

ウ
ス
の
も
と
に
泣
き
な
が
ら
向
う
ア
ン
テ
ィ
ロ
コ
ス
を
﹁
足
が
運
ぶ
﹂。

「
涙
を
流
し
て
い
る
彼
を
足
が
運
ん
だ
、
悲
し
い
報
せ
を
ペ
ー
レ
ウ

ス
の
子
ア
キ
レ
ウ
ス
に
も
た
ら
さ
ん
と
す
る
彼
を
」︵

第
十
七
歌
700
行
︶

意
識
が
何
か
に
没
頭
し
捉
わ
れ
て
い
る
と
き
、
身
体
は
意
識
の
指
令
を

待
つ
ま
で
も
な
く
み
ず
か
ら
動
く
の
で
は
な
い
か
。

更
に
事
態
は
進
展
し
、
パ
ト
ロ
ク
ロ
ス
の
復
讐
を
せ
ん
も
の
と
ア
キ
レ

ウ
ス
は
戦
列
復
帰
を
決
意
す
る
。
そ
の
ア
キ
レ
ウ
ス
の
武
具
製
作
依
頼
の

た
め
ヘ
ー
パ
イ
ス
ト
ス
の
も
と
に
赴
く
テ
テ
ィ
ス
を
﹁
足
が
運
ぶ
﹂。

「
自
分
の
息
子
に
栄
え
あ
る
武
具
を
持
っ
て
こ
よ
う
と
出
か
け
て

い
っ
た
。
そ
の
彼
女
を
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
へ
と
足
が
運
ん
で
い
っ
た
」

︵
第
十
八
歌
147
～
148
行
︶

こ
の
と
き
テ
テ
ィ
ス
の
心
を
領
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
思
い
、
そ
れ
は
少

し
先
で
ヘ
ー
パ
イ
ス
ト
ス
に
語
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
自
ら
の
つ
た
な

い
運
命
、そ
し
て
そ
れ
以
上
に
息
子
の
つ
た
な
い
運
命
へ
の
思
い
で
あ
る
。

こ
の
﹁
足
が
運
ぶ
﹂
の
表
現
の
他
の
い
く
つ
か
の
箇
所
も
、
あ
る
い
は

戦
闘
で
憔
悴
し
た
り
あ
る
い
は
逆
に
自
ら
の
雄
姿
に
酔
っ
た
り
し
て
心
こ

こ
に
あ
ら
ず
の
く
だ
り
で
あ
る
。

内
臓
の
動
き
や
呼
吸
、
脈
拍
な
ど
は
勿
論
だ
が
、
そ
れ
ら
に
限
ら
ず
身

体
は
常
に
意
識
の
支
配
下
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
身
体
の
地
平
は
意
識
の

領
域
を
こ
え
て
彼
方
に
広
が
っ
て
い
る︻
註
７
︼。
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お
わ
り
に

本
稿
冒
頭
で
、
人
の
死
後
に
つ
い
て
、﹁
魂
﹂
と
﹁︵
自
身
で
あ
る
と
こ

ろ
の
︶
身
体
﹂
が
対
比
し
て
語
ら
れ
る
一
節
を
引
用
し
た
。

死
後
、
ま
ず
魂
の
方
は
ど
う
な
る
の
か
。
魂
が
身
体
を
離
れ
る
瞬
間
を

歌
っ
た
詩
行
が
あ
る
。

「
魂
は
四
肢
を
出
て
冥
界
へ
と
飛
ん
で
行
っ
た
、
彼
の
死
を
嘆
き
な

が
ら
、
雄
々
し
さ
と
若
々
し
さ
を
残
し
て
」

︵
第
十
六
歌
856
～
857
行
、
第
二
十
二
歌
362
～
363
行
︶

魂
が
﹁
彼
の
死
を
嘆
く
﹂
と
は
悲
痛
で
あ
る
。

次
い
で
、
亡
き
パ
ト
ロ
ク
ロ
ス
の
魂
が
ア
キ
レ
ウ
ス
の
夢
見
に
立
っ
た

直
後
の
、
こ
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

「
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
彼
は
自
分
の
手
を
伸
ば
し
た
が
つ
か
め
な

か
っ
た
、
魂
は
小
さ
な
声
を
上
げ
な
が
ら
煙
の
よ
う
に
地
下
に
消
え

て
し
ま
っ
た
。
茫
然
と
し
た
ア
キ
レ
ウ
ス
は
両
手
を
打
ち
嘆
息
し
て

言
っ
た
。『
お
お
な
ん
と
、冥
界
に
お
い
て
も
何
も
の
か
が
あ
る
の
だ
、

魂
と
か
亡
霊
と
か
が
、
全
き
生
気
は
な
い
に
し
て
も
』」

︵
第
二
十
三
歌
99
～
104
行
︶

身
体
を
失
っ
た
魂
は
煙
の
よ
う
で
あ
り
手
で
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な

い
。さ

て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
魂
が
去
っ
た
あ
と
、
身
体
す
な
わ
ち
遺
体
の

方
は
ど
う
な
る
の
か
。
死
者
へ
の
礼
で
あ
る
哀
悼
を
捧
げ
ら
れ
た
上
で
火

を
も
っ
て
葬
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
詩
篇
冒
頭
四
行
目
の
よ
う
に
﹁
犬

ど
も
に
喰
わ
れ
る
﹂
の
か
、
そ
れ
が
戦
場
で
死
に
ゆ
く
勇
者
に
と
っ
て
究

極
の
関
心
事
だ
っ
た
。

一
つ
前
に
引
用
し
た
詩
行
︵﹁
魂
は
四
肢
を
出
て
⋮
⋮
﹂︶
は
第
十
六
歌

と
第
二
十
二
歌
と
全
く
同
一
詩
句
で
出
て
く
る
。
第
十
六
歌
で
は
パ
ト
ロ

ク
ロ
ス
の
死
を
歌
い
、
第
二
十
二
歌
で
は
ヘ
ク
ト
ー
ル
の
死
を
歌
う
。

前
者
パ
ト
ロ
ク
ロ
ス
の
遺
体
は
ア
キ
レ
ウ
ス
に
よ
っ
て
死
者
へ
の
礼
を

尽
く
し
た
後
、
手
厚
く
葬
ら
れ
る
。
一
方
後
者
ヘ
ク
ト
ー
ル
の
遺
体
は
危

う
く
犬
ど
も
に
喰
わ
れ
よ
う
と
し
、
そ
こ
で
大
団
円
の
プ
リ
ア
モ
ス
と
ア

キ
レ
ウ
ス
の
面
会
の
場
面
へ
と
繋
が
る
。
老
父
プ
リ
ア
モ
ス
は
殺
戮
者
ア

キ
レ
ウ
ス
に
息
子
の
遺
体
返
還
を
懇
請
し
、ア
キ
レ
ウ
ス
は
そ
れ
を
許
す
。

詩
篇
最
終
節
は
ヘ
ク
ト
ー
ル
の
葬
礼
に
捧
げ
ら
れ
、
詩
人
は
ヘ
ク
ト
ー
ル

の
遺
体
へ
の
愛
惜
を
籠
め
て
こ
の
身
体
の
証
言
集
を
閉
じ
る
。

「
こ
の
よ
う
に
彼
ら
は
馬
を
駆
る
ヘ
ク
ト
ー
ル
の
弔
い
を
営
ん
だ
の

で
あ
っ
た
」

ὣ
ς οἵ γ᾽ ἀμφίεπον τάφον  Ἕκτορος ἱπποδάμοιο.

︵
第
二
十
四
歌
804
行
︶
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『イーリアス』における身
からだ

体
　

全
一
万
五
千
行
か
ら
な
る
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
の
最
終
行
が
こ
れ
だ
。
繰

り
返
さ
れ
る [o

] 

音
か
ら
は
ヘ
ク
ト
ー
ル
挽
歌
の
木
霊
が
聞
こ
え
て
く
る

よ
う
だ
。

註︻
１
︼　

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
日
本
語
の
表
現
で
も
﹁
自
身
﹂
は
﹁
身
体
﹂

の
﹁
身
﹂
を
含
ん
で
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、﹁
身
︵
み
︶﹂
と
い
う
和

語
そ
の
も
の
に
古
代
か
ら
﹁
体
﹂
の
語
義
と
﹁
自
身
﹂
の
語
義
が
あ
っ

た
よ
う
だ
。
例
え
ば
﹁
古
語
大
辞
典
﹂︵
小
学
館
、
一
九
九
三
年
︶
を

み
る
と
、﹁
身
︵
み
︶﹂
の
項
の
説
明
と
し
て
第
一
に
﹁︵
心
に
対
し
て
︶

体
、
肉
体
﹂
の
語
義
を
掲
げ
、
第
二
に
﹁
わ
が
身
、
自
身
﹂
の
語
義

を
掲
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
者
に
は

し
ら
ぬ
ひ 

筑
紫
の
綿
は
身
に
つ
け
て 

い
ま
だ
は
着
ね
ど 

暖
か
に

見
ゆ
︵
三
三
六
︶

の
用
例
を
、
後
者
に
は

し
ず
た
ま
き 

数
に
も
あ
ら
ぬ 

身
に
は
あ
れ
ど 

千
年
に
も
が
と 
思

ほ
ゆ
る
か
も
︵
九
〇
三
︶

の
用
例
を
付
し
て
い
る
︵﹁
し
ず
た
ま
き
＝
倭
文
手
纏
﹂
は
粗
末
な
織

物
の
腕
輪
で
﹁
数
に
も
あ
ら
ぬ
﹂
に
か
か
る
枕
詞
︶。
ホ
メ
ー
ロ
ス

に
限
ら
ず
古
代
人
は
﹁
自
身
﹂
や
﹁
み
ず
か
ら
﹂
と
は
﹁
身
体
﹂
の

こ
と
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

︻
２
︼　

日
本
語
で
﹁
思
わ
ず
膝
を
打
つ
﹂
と
い
う
時
、﹁
膝
を
﹂
と
は
い

う
も
の
の
実
際
の
動
作
で
打
つ
の
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
﹁
大
腿
を
叩

く
﹂
と
同
じ
よ
う
に
大
腿
だ
。
し
た
が
っ
て
動
作
と
し
て
は
同
じ
だ

が
、
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
異
な
る
よ
う
だ
。
日
本
語
の
﹁
思
わ
ず

膝
を
打
つ
﹂
は
何
か
思
い
つ
い
た
り
感
心
し
た
と
き
の
仕
草
で
あ
り
、

一
方
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
嘆
き
や
怒
り
の
仕
草
で
あ
る
。

︻
３
︼　

古
代
ギ
リ
シ
ア
語
に
も
、
英
語
の
フ
ィ
ー
ト
に
対
応
し
たπούς  

、

日
本
語
の
尋︵
ひ
ろ
︶に
対
応
し
たὀργυιά

が
あ
る
。
前
者
は
ホ
メ
ー

ロ
ス
に
用
例
が
な
い
が
、
後
者
は
ネ
ス
ト
ー
ル
の
こ
と
ば
の
な
か
に

出
て
く
る
。

﹁
乾
い
た
木
が
立
っ
て
い
る
、
地
面
の
上
に
一
尋
︵ὀργυιά

︶
ほ
ど

の
だ
﹂︵
第
二
十
三
歌
327
行
︶

た
だ
し
、
こ
こ
のὀργυιά

は
既
に
単
位
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
用

例
の
よ
う
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
本
文
に
引
用
す
る
例
に
お
い
て
は
、

い
ず
れ
も
身
体
に
由
来
す
る
尺
度
が
も
と
も
と
の
身
体
感
覚
を
生
き

生
き
と
し
た
状
態
で
保
っ
て
い
る
。

︻
４
︼　

身
体
か
ら
発
し
た
声
は
意
味
を
運
ぶ
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
そ

れ
自
体
が
身
体
に
直
接
働
き
か
け
て
く
る
何
も
の
か
だ
。
こ
の
事
実

を
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
と
い
う
詩
編
の
存
在
そ
の
も
の
が
証
し
て
い
る
。

﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
は
そ
の
意
味
内
容
を
伝
え
る
だ
け
の
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
も
、﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄が
も
と
も
と
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
声
で
あ
っ

て
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
に
よ
っ
て
吟

唱
さ
れ
た
こ
の
詩
篇
は
、
脈
拍
や
歩
行
の
リ
ズ
ム
の
如
く
反
復
さ
れ

る
六
脚
詩
律
と
随
所
で
出
会
う
広
義
の
擬
声
、
擬
態
的
音
調
な
ど
に

よ
っ
て
、
そ
の
事
実
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
も

﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
の
原
詩
を
音
読
し
た
り
そ
の
音
読
を
聴
い
た
り
す

る
時
、
詩
篇
は
よ
り
力
強
く
響
き
詩
情
が
一
層
深
ま
る
感
を
お
ぼ
え
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る
。
そ
れ
は
そ
の
時
、
わ
れ
わ
れ
も
ホ
メ
ー
ロ
ス
や
そ
の
聴
衆
と
同

様
、
詩
律
や
音
調
を
咽
喉
で
そ
し
て
鼓
膜
で
体
感
す
る
か
ら
に
違
い

な
い
。

︻
５
︼　

頬
、
髪
、
腕
、
腰
、
踝
の
内
、
髪
に
つ
い
て
は
万
葉
集
に
も
よ
く

詠
ま
れ
て
い
る
。

を
と
め
ら
が 

放
︵
ハ
ナ
︶
り
の
髪
を 

由
布
の
山 

雲
な
た
な
び
き 

家
の
あ
た
り
見
む
︵
一
二
四
四
︶

朝
寝
髪 
我
は
け
づ
ら
じ 

愛
︵
ウ
ル
ハ
︶
し
き 

君
が
手
枕 

触
れ
て

し
も
の
を
︵
二
五
七
八
︶

　

ま
た
腰
に
つ
い
て
も
、
長
歌
中
に
腰
の
く
び
れ
を
じ
が
蜂
︵
す
が

る
︶
に
擬
し
た
詩
句
が
あ
る
。

⋮
⋮
腰
細
の 

す
が
る
を
と
め
の 
そ
の
か
ほ
の 

き
ら
き
ら
し
き
に 

･･･

︵
一
七
三
八
︶

︻
６
︼　

咽
と
胸
の
両
義
を
持
つ
フ
ラ
ン
ス
語go

rge

が
想
起
さ
れ
る
。

︻
７
︼　

日
本
語
で
も
例
え
ば
、
大
好
物
に
は
﹁
手
を
の
ば
す
﹂
で
は
な
く

﹁︵
思
わ
ず
︶
手
が
の
び
る
﹂
と
言
う
し
、
相
撲
の
熱
戦
を
見
て
い
て

引
き
込
ま
れ
る
と
﹁︵
思
わ
ず
︶
身
体
が
動
く
﹂
の
で
あ
っ
て
﹁
身
体

を
動
か
す
﹂
の
で
は
な
い
。

 

　

こ
う
考
え
て
み
る
と
﹁
歩
み
﹂
に
つ
い
て
も
︵
意
識
が
何
か
に
と

ら
わ
れ
て
い
る
時
︶﹁
足
を
動
か
す
﹂
で
は
な
く
﹁
足
が
動
く
﹂
と

表
現
す
る
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
。
し
か
し
ホ
メ
ー
ロ
ス
は
更
に
進

め
て
﹁
足
が
︵
人
を
︶
運
ぶ
﹂
と
い
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
詩
的
諧

謔
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
表
現
上
の
技
巧
で
は
決
し
て

な
い
。
こ
の
表
現
の
奥
に
は
身
体
が
自
身
︵αὐτούς

︶
で
あ
る
と
す

る
心
性
が
脈
打
っ
て
い
る
よ
う
だ
。




