
詩
人
「
ホ
メ
ー
ロ
ス
」
の
作
と
し
て
伝
わ
る
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
は
１

、

主
人
公
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
十
年
に
渡
る
ト
ロ
イ
ア
戦
争
の
後
、
更
に
十

年
に
渡
る
放
浪
と
苦
難
の
末
、
故
郷
イ
タ
ケ
ー
へ
帰
還
す
る
と
い
う
物
語

で
あ
る
。
ト
ロ
イ
ア
戦
争
に
参
加
し
た
そ
の
他
の
英
雄
た
ち
も
帰
還
し
た
。

メ
ネ
ラ
ー
オ
ス
に
は
メ
ネ
ラ
ー
オ
ス
の
、
ネ
ス
ト
ー
ル
に
は
ネ
ス
ト
ー
ル

の
帰
還
の
物
語
が
あ
り
、
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
に
は
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
の
帰

還
の
物
語
が
あ
っ
た
。
帰
還
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
『
オ

デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
は
数
あ
る
帰
還
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な

い
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
帰
還
物
語
の
内
部
か
ら
主
人
公
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ

ス
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、『
オ
デ
ュ
ッ
セ

イ
ア
』
は
英
雄
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
自
分
自
身
の
失
わ
れ
た
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
ー
を
取
り
戻
す
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
英
雄
オ
デ
ュ
ッ

セ
ウ
ス
の
「
失
わ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
と
は
多
様
な
も
の
で
あ

る
２

。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
、
ラ
ー
エ
ル
テ
ー
ス
の
息
子
と
し
て
の
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
で
あ
り
、
ア
ウ
ト
リ
ュ
コ
ス
の
孫
と
し
て
の
オ
デ
ュ
ッ
セ

ウ
ス
で
あ
り
、
ペ
ー
ネ
ロ
ペ
ー
の
夫
と
し
て
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
で
あ
り
、

テ
ー
レ
マ
コ
ス
の
父
親
と
し
て
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
で
あ
り
、
イ
タ
ケ
ー

の
領
主
と
し
て
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
で
あ
り
、
女
神
ア
テ
ナ
の
寵
愛
を
受

け
た
英
雄
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
で
あ
り
、
策
略
に
よ
っ
て
ト
ロ
イ
ア
を
征
服

し
た
高
名
な
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
で
あ
り
、
競
技
と
戦
闘
に
お
い
て
も
弁
舌

に
お
い
て
も
他
者
を
凌
駕
す
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
で
あ
り
、
不
死
な
る
仙

女
た
ち
を
、
少
女
ナ
ウ
シ
カ
ー
や
パ
イ
ア
ケ
ス
人
ら
を
魅
了
し
、
彼
ら
か

ら
愛
情
と
親
愛
を
獲
得
し
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に

列
挙
し
て
行
け
ば
き
り
が
な
い
。『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
に
お
い
て
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
英
雄
不
在
の
故
郷
イ
タ
ケ
ー
へ
帰
還
す
る
こ
と
は
、
イ

タ
ケ
ー
が
英
雄
を
回
復
す
る
こ
と
で
も
あ
る
し
、
英
雄
が
イ
タ
ケ
ー
を
回

『
オ
デ
ュッ
セ
イ
ア
』第
６
歌
〜
第
１１
歌
の
構
造
に
つ
い
て

野

津

寛
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復
す
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
英
雄
自
身
に
と
っ
て
は
失
わ

れ
た
諸
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
回
復
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
多
様
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
回

復
さ
れ
る
べ
き
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
ー
も
多
様
で
あ
り
、
物
語
も
自
然
と
多
種

多
様
な
要
素
を
含
む
こ
と
に
な
る
。『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
と
は
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
こ
の
多
様
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
次
々
と
想
起
さ

れ
、
回
復
さ
れ
、
実
現
さ
れ
、
再
び
英
雄
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
自
身
の
性
質

と
し
て
確
保
さ
れ
て
行
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

以
前
に
私
は
「
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
関
す
る
ノ
ー

ト
」
と
題
す
る
論
考
を
『
言
語
文
化
』
に
寄
稿
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
３

。
そ

の
論
考
の
中
で
、『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
に
お
い
て
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
像

を
構
成
す
る
「
主
要
な
三
要
素
」
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。
こ
の
三
要
素

に
よ
っ
て
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
こ
そ
が
「
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
」
で
あ
る
。

（
繰
り
返
し
に
な
る
が
）
そ
こ
で
私
が
列
挙
し
た
「
主
要
な
三
要
素
」
と
は
、

第
一
に
「
嘆
願
」
と
い
う
制
度
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
「
節
度
」
と
「
調

和
」
の
思
想
で
あ
り
、
第
二
に
「
競
技
」
と
い
う
行
為
の
前
提
に
な
っ
て

い
る
「
自
由
」
と
「
平
等
」
の
精
神
で
あ
り
、
第
三
に
、
弁
舌
に
よ
っ
て
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
他
者
を
欺
く
と
し
て
も
、
自
分
自
身
は
他
者
に
よ
っ
て

決
し
て
欺
か
れ
な
い
と
い
う
「
懐
疑
」
と
「
合
理
性
」
の
知
恵
で
あ
る
。
こ

う
し
た
三
要
素
は
、
後
に
古
典
期
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
的
諸
特
徴
（
調
和
と

節
度
の
思
想
、
平
等
と
競
争
の
原
理
、
理
性
と
言
論
に
対
す
る
信
頼
）
と

な
り
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
古
典
古
代
の
精
神
と
し
て
継
承
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
他
な
ら
ぬ
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
に
よ
っ
て
、

オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
中
に
、
こ
れ
ら
三
要
素
が

統
一
的
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
本
質
的
三
要
素
の
統
一
的
な
担
い
手

で
あ
る
が
ゆ
え
、『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
こ
そ
が
「
最

初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
」
で
あ
る
と
す
る
（
か
な
り
大
ざ
っ
ぱ
な
）
議
論
を

行
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
細
を
知
り
た
い
方
は
、
論
考
そ
の
も
の
を

お
読
み
頂
き
た
い
。

「
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」
は
非
常

に
広
範
な
主
題
を
扱
う
「
ノ
ー
ト
（
覚
書
）」
で
あ
り
、
諸
々
の
主
題
の
細

部
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
が
出
来
る
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
具
体
的
な
テ
キ
ス
ト
に
則
し
て
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
上
記
三
要
素
の
統
一
的
担
い
手
と
し
て
登
場
す
る
場
面

の
分
析
を
詳
し
く
行
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
上
記
の
三
要

素
が
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
お
互
い
に
密
接

に
関
連
し
合
い
な
が
ら
現
れ
る
の
は
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
第
６
歌
か
ら

第
８
歌
を
中
心
と
す
る
パ
イ
ア
ケ
ス
人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
い
て
で
あ
る

が
、
こ
の
個
所
で
上
記
三
要
素
が
お
互
い
に
密
接
に
関
連
し
合
っ
て
現
れ

る
よ
う
に
見
え
る
の
は
単
な
る
偶
然
に
よ
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
ホ
メ
ー

ロ
ス
」
の
名
の
も
と
に
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
作
者
と
し
て
了
解
さ
れ

る
詩
人
の
思
想
と
語
り
の
統
一
性
に
よ
る
も
の
な
の
か
と
い
っ
た
基
本
的

な
問
題
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
議
論
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

「
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」
は
こ
の
よ

う
な
欠
落
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
欠
落
を
本
稿
に
よ
っ
て
幾

ら
か
補
う
こ
と
が
出
来
た
ら
幸
い
で
あ
る
と
考
え
る
。
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最
初
に
、
次
の
よ
う
な
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
姿
を
想
像
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
、
仲
間
も
船
も
失
い
着
衣
に
至
る
ま
で
あ

ら
ゆ
る
持
ち
物
を
失
い
、
寒
さ
を
し
の
ぐ
た
め
裸
に
落
葉
を
か
け
、
極
度

の
疲
労
の
た
め
に
ひ
と
り
異
国
の
河
辺
に
眠
っ
て
い
る
４

。
外
的
な
要
素

を
全
て
そ
ぎ
落
と
さ
れ
、
自
分
自
身
の
身
体
と
精
神
だ
け
に
な
っ
た
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
パ
イ
ア
ケ
ス
人
の
島
に
漂
着
し
、
深
い
眠
り
に
落
ち
て

い
る
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
理
解
す
る
上
で
、

こ
の
場
面
ほ
ど
理
想
的
な
状
況
設
定
は
あ
り
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
時
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
自
分
自
身
の
他
に
何
も
持
っ

て
い
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
続
け

る
な
ら
ば
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
命
は
や
が
て
そ
の
場
で
消
滅
し
て
い
た

こ
と
だ
ろ
う
。（
女
神
ア
テ
ナ
の
導
き
に
よ
り
）
た
ま
た
ま
河
辺
に
洗
濯

を
し
に
や
っ
て
き
て
い
た
ナ
ウ
シ
カ
ア
ー
と
侍
女
た
ち
の
か
ん
高
い
叫
び

声
に
よ
っ
て
目
を
覚
ま
す
と
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
そ
の
声
が
人
間
の
声

で
あ
る
の
か
ど
う
か
そ
の
目
で
確
か
め
る
た
め
、
茂
み
か
ら
出
て
行
く
こ

と
に
な
る
。
こ
の
時
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
単
に
裸
体
で
あ
っ
た
と
い
う

だ
け
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
見
掛
け
上
は
人
間
の
住
む
世
界
か
ら
七
年

間
も
隔
離
さ
れ
た
「
野
蛮
人
」
で
あ
る
５

。
葉
の
つ
い
た
若
枝
に
よ
っ
て

辛
う
じ
て
男
の
陰
部
を
隠
し
つ
つ
、
茂
み
か
ら
ナ
ウ
シ
カ
ー
た
ち
に
向

か
っ
て
這
い
出
し
て
ゆ
く
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
姿
は
、
獲
物
に
襲
い
か
か

る
ラ
イ
オ
ン
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
。

「
這
い
出
て
行
く
ゆ
く
そ
の
姿
は
、
さ
な
が
ら
山
育
ち
の
獅
子
の
よ

う
、
己
が
力
を
恃
ん
で
自
信
に
満
ち
、
雨
も
風
も
も
の
か
は
、
両
眼

は
燃
え
る
火
の
如
く
、
堂
々
と
し
て
進
む
。
牛
や
羊
の
群
れ
に
突
入

す
る
か
と
思
え
ば
、
山
野
に
棲
む
鹿
を
逐
い
、
胃
の
腑
に
攻
め
ら
れ

て
は
家
畜
を
狙
っ
て
、
堅
固
な
屋
敷
へ
も
入
り
込
む
│
そ
の
獅
子
に

も
似
て
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
切
羽
つ
ま
っ
て
今
は
や
む
な
く
、
裸

身
を
も
顧
み
ず
に
髪
美
わ
し
い
娘
た
ち
の
群
れ
に
入
ろ
う
と
し

た
。」６

こ
の
光
景
は
ま
さ
に
「
美
女
と
野
獣
」
で
あ
る
。
不
幸
な
運
命
に
よ
っ
て

野
獣
の
姿
に
変
え
ら
れ
た
男
が
、
婚
期
に
達
し
た
勇
気
あ
る
善
良
な
若
い

王
女
に
助
け
ら
れ
た
後
、
高
名
な
英
雄
と
い
う
自
分
自
身
の
正
体
を
明
か

し
、
め
で
た
く
そ
の
王
女
を
妻
に
す
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
。
こ
の

『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
が
内
包
す
る
メ
ル
ヘ
ン
的
な
可
能
性
を
詩
人
が
意

識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
事
実
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は

ア
ル
キ
ノ
オ
ス
の
宮
殿
に
い
る
間
、
第
９
歌
に
至
る
ま
で
自
分
自
身
の
既

婚
者
で
あ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
誰
に
も
明
か
さ
な
い
７

。

こ
の
潜
在
的
な
別
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
可
能
性
が
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ

ア
』
の
物
語
の
進
行
に
緊
張
感
と
サ
ス
ペ
ン
ス
を
与
え
て
い
る
８

。

獲
物
に
襲
い
か
か
る
恐
る
べ
き
野
獣
に
譬
え
ら
れ
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス

が
、
ナ
ウ
シ
カ
ー
に
「
嘆
願
」
す
る
。
こ
れ
は
何
と
美
し
い
ア
イ
ロ
ニ
ー

で
あ
る
こ
と
か
。
こ
こ
で
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
行
う
「
嘆
願
」
は
、
身
体

接
触
を
伴
う
通
常
の
嘆
願
で
は
な
く
、
純
粋
に
言
葉
に
よ
る
嘆
願
で
あ
る
。

そ
の
外
見
の
如
何
に
関
わ
ら
ず
、
こ
の
言
葉
そ
の
も
の
こ
そ
が
、
オ

『オデュッセイア』第６歌～第11歌の構造について
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デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
完
成
さ
れ
た
文
明
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
り

る
も
の
で
あ
り
、
後
代
の
弁
論
家
た
ち
が
競
っ
て
手
本
に
し
た
で
あ
ろ
う

内
容
と
形
式
を
備
え
て
い
る
。

『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
構
造
と
い
う
面
か
ら
観
察
す
る
な
ら
ば
、
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
嘆
願
は
こ
れ
が
最
初
で
は
な
い
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に

よ
る
一
連
の
嘆
願
は
、
彼
が
パ
イ
ア
ケ
ス
人
の
島
に
上
陸
す
る
以
前
か
ら

始
ま
っ
て
お
り
、
嘆
願
は
全
部
で
三
回
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
の
第
一
回
目
は
、
河
の
神
に
対
す
る
嘆
願
で
あ
る
。
荒
波
に
揉
ま
れ
つ

つ
パ
イ
ア
ケ
ス
人
の
国
に
上
陸
す
る
方
法
を
探
し
て
い
る
時
、
オ
デ
ュ
ッ

セ
ウ
ス
は
名
前
も
知
ら
な
い
河
の
河
口
を
見
つ
け
、
そ
の
河
の
神
に
向

か
っ
て
こ
う
言
っ
て
い
る
…
…

「
お
名
前
は
存
じ
ま
せ
ん
が
、
神
よ
、
お
聞
き
下
さ
い
。
ポ
セ
イ
ド

ン
の
お
咎
め
を
避
け
つ
つ
海
上
か
ら
逃
れ
、
祈
り
に
祈
っ
た
甲
斐

あ
っ
て
よ
う
や
く
あ
な
た
の
許
へ
辿
り
着
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
今

の
わ
た
く
し
が
、
散
々
艱
苦
を
嘗
め
た
末
、
あ
な
た
の
流
れ
と
お
膝

に
す
が
っ
て
神
助
を
乞
う
よ
う
に
、
漂
白
の
人
間
が
膝
に
す
が
っ
て

く
れ
ば
、
神
々
も
無
下
に
は
な
さ
ら
ぬ
も
の
。
ど
う
か
神
よ
、
お
憐

れ
み
下
さ
い
。
わ
た
し
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
嘆
願
者
と
し
て
あ
な
た

の
許
へ
参
っ
た
の
で
す
。」９

そ
れ
ゆ
え
、
ナ
ウ
シ
カ
ー
に
対
す
る
嘆
願
（O

d.6.148−185

）
は
第
二
回

目
で
あ
り
、
第
三
回
目
が
ア
ル
キ
ノ
オ
ス
王
の
お
妃
ア
レ
テ
ー
に
対
す
る

嘆
願
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
（O

d.
7.146−156

）。

最
初
の
嘆
願
が
パ
イ
ア
ケ
ス
人
の
島
ス
ケ
リ
エ
ー
へ
の
上
陸
と
ナ
ウ
シ

カ
ー
に
対
す
る
嘆
願
を
（
嘆
願
の
第
二
段
階
）、
す
な
わ
ち
ナ
ウ
シ
カ
ー

を
中
心
と
す
る
第
６
歌
の
内
容
を
用
意
す
る
（
パ
イ
ア
ケ
ス
人
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
の
第
一
段
階
）。
第
二
の
嘆
願
で
あ
る
ナ
ウ
シ
カ
ー
へ
の
嘆
願
が

ア
ル
キ
ノ
オ
オ
ス
の
宮
殿
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
、
第
三
の
嘆
願
で
あ
る
ア
ル

キ
ノ
オ
ス
の
妃
ア
レ
テ
ー

へ
の
嘆
願
（
嘆
願
の
第
三

段
階
）
を
、
す
な
わ
ち
ア

レ
テ
ー
を
中
心
と
す
る
第

７
歌
の
内
容
を
準
備
す
る

（
パ
イ
ア
ケ
ス
人
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
の
第
二
段
階
）。

こ
の
よ
う
に
オ
デ
ュ
ッ
セ

ウ
ス
に
よ
る
一
連
の
嘆
願

場
面
は
、
第
三
回
目
の
嘆

願
に
よ
っ
て
オ
デ
ュ
ッ
セ

ウ
ス
の
当
面
の
目
的
が
、

す
な
わ
ち
パ
イ
ア
ケ
ス
人

の
王
ア
ル
キ
ノ
オ
ス
に

よ
っ
て
故
郷
イ
タ
ケ
ー
へ

送
り
届
け
て
も
ら
う
と
い

う
確
約
が
成
就
さ
れ
る
よ
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う
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
ア
レ
テ
ー
を
中
心
と
す
る
第
７
歌

は
ア
ル
キ
ノ
オ
ス
を
中
心
と
す
る
第
８
歌
を
用
意
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
三
段
階
構
造
は
、
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ

ス
を
構
成
す
る
第
二
の
要
素
と
し
て
指
摘
し
た
「
競
技
」
つ
い
て
も
観
察

さ
れ
る
。
パ
イ
ア
ケ
ス
人
た
ち
に
よ
る
競
技
の
場
面
（O

d.8.104−255

）

は
、
デ
ー
モ
ド
コ
ス
の
二
つ
の
歌
の
場
面
（O

d.8.62−103,8.256−

380

）
の
間
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
に
ラ
オ
ダ
マ
ス
の
提
案
に
対

す
る
反
応
で
あ
る
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
最
初
の

言
葉
（O

d.8.152−157

）、

第
二
に
エ
ウ
リ
ュ
ア
ロ
ス

の
挑
発
に
対
す
る
反
応
で

あ
る
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の

第
二
の
言
葉
（O

d.8.165

−185

）、
第
三
に
円
盤
投

げ
の
競
技
に
参
加
し
て
こ

れ
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
記
録

を
凌
駕
し
た
オ
デ
ュ
ッ
セ

ウ
ス
の
言
葉
（O

d.8.199

−233

）
を
較
べ
る
と
、
こ

の
場
面
も
三
段
階
構
造
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。

第
一
段
階
に
お
け
る
ラ
ー
オ
ダ
マ
ス
の
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
丁
重
な
提
案

に
対
し
て
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
嘆
願
者
で
あ
る
と
い
う
自
分
の
身
分
を

考
慮
し
て
、
競
技
へ
の
参
加
を
辞
退
す
る
。
第
二
段
階
に
お
け
る
エ
ウ

リ
ュ
ア
ロ
ス
の
意
図
的
な
侮
辱
を
含
ん
だ
挑
発
に
対
し
て
、
オ
デ
ュ
ッ
セ

ウ
ス
は
エ
ウ
リ
ュ
ア
ロ
ス
の
無
礼
に
対
し
て
憤
り
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
そ

し
て
最
後
の
第
三
段
階
に
お
い
て
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
競
技
者
・
戦
う

ギ
リ
シ
ア
人
の
英
雄
と
し
て
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
、
明
ら
か

に
す
る
。

「
ト
ロ
イ
エ
の
国
に
在
っ
て
。
わ
れ
ら
ア
カ
イ
ア
勢
が
弓
を
引
く
時
、

わ
た
し
に
勝
っ
た
の
は
ひ
と
り
ピ
ロ
ク
テ
テ
ス
の
み
で
あ
っ
た
。
彼

を
除
け
ば
、
今
こ
の
世
に
生
き
て
飯
を
食
っ
て
い
る
人
間
の
誰
よ
り

も
、
弓
の
腕
前
で
は
わ
た
し
が
遥
か
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
断
言
し
て

も
よ
い
。」１０

こ
の
場
面
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
「
弓
の
腕
前
」
に
言
及
す
る
必
然

性
は
な
い
。
パ
イ
ア
ケ
ス
人
の
競
技
種
目
の
中
に
弓
の
競
技
は
見
当
た
ら

な
い
。「
弓
」
は
む
し
ろ
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
イ
タ
ケ
ー
に
帰
還
し
た
暁

に
求
婚
者
た
ち
を
虐
殺
す
る
武
器
で
あ
る
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
も
、
三

段
階
構
造
に
よ
っ
て
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
ひ
と

つ
が
想
起
さ
れ
、
そ
の
所
有
が
確
認
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
と
同
じ
よ
う
な
三
段
階
構
造
が
、
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
を
構
成
す
る
第
三
の
要
素
に
関
し
て
も
指
摘
出
来
な
い
だ
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ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
弁
舌
と
い
う
要
素
で
あ
る
。

し
か
し
、
第
８
歌
の
構
造
を
ざ
っ
と
見
る
限
り
、
こ
こ
で
三
段
階
構
造
を

持
っ
て
い
る
の
は
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
で
は
な
く
、
デ
ー
モ
ド
コ
ス
の
歌
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

先
ご
ろ
、
一
橋
大
学
で
開
催
さ
れ
た
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
に
関
す
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
も
、『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
第
８
歌
に
含
ま
れ

る
所
謂
「
デ
ー
モ
ド
コ
ス
の
三
つ
の
歌
」
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
発
表
者
と
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
内

容
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
問
題
設
定
そ
の
も
の
に
つ
い

て
、
こ
こ
で
反
論
し
た
り
弁
護
し
た
り
す
る
意
図
は
全
く
な
い
。
こ
こ
で

私
が
行
い
た
い
こ
と
は
、
所
謂
「
デ
ー
モ
ド
コ
ス
の
三
つ
の
歌
」
と
い
う

「
グ
ル
ー
プ
化
」
を
も
う
少
し
大
き
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
に
お
い
て
捉

え
直
す
こ
と
で
あ
る
。
特
に
所
謂
「
第
２
番
目
の
歌
（O

d..266−366

）」

と
「
第
３
番
目
の
歌
（O

d.8.499−520

）」
に
つ
い
て
、『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ

ア
』
の
よ
り
広
範
な
関
連
性
に
照
ら
し
て
構
造
上
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

所
謂
「
デ
ー
モ
ド
コ
ス
の
最
初
の
歌
（O

d.8.72−82
）」
が
、
所
謂

「
第
２
番
目
の
歌
」
と
所
謂
「
第
３
番
目
の
歌
」
だ
け
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て

い
る
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
ら
三
つ
の
デ
ー
モ
ド
コ
ス
の
歌
だ
け
を
一
つ
の

グ
ル
ー
プ
と
見
做
し
、
独
立
さ
せ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
同
じ
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の

席
上
に
お
い
て
、
す
で
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
大
芝
芳
弘
氏
が
正
当
な
疑

い
を
示
し
て
お
ら
れ
た
。
デ
ー
モ
ド
コ
ス
は
ア
ル
キ
ノ
オ
ス
の
宴
の
最
中

「
何
度
も
」
歌
っ
て
お
り
、
三
回
だ
け
歌
っ
た
と
は
限
定
で
き
な
い
こ
と

が
大
芝
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

別
の
観
点
か
ら
デ
ー
モ
ド
コ
ス
の
三
つ
の
歌
に
つ
い
て
考
察
す
る
な
ら

ば
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
に
も
な
る
。
デ
ー
モ
ド
コ
ス
が
「
歌
っ
て
い
る

詩
人
」
と
し
て
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
に
よ
り
演
劇
的
に
登
場
す
る
の
は
一
回

き
り
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
「
歌
っ
た
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の

で
あ
る
。
所
謂
「
デ
ー
モ
ド
コ
ス
の
最
初
の
歌
（O

d.8.72−82

）」
は

デ
ー
モ
ド
コ
ス
が
「
歌
っ
た
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
１１

、
少

な
く
と
も
デ
ー
モ
ド
コ
ス
が
「
ミ
メ
ー
シ
ス
」
に
よ
っ
て
演
劇
的
に
歌
っ

て
い
る
所
謂
「
第
２
番
目
の
歌
」
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
デ
ー
モ
ド
コ
ス
の
「
最
初
の
歌
」
は
「
第
２
の
歌
」

に
較
べ
余
り
に
短
い
。

デ
ー
モ
ド
コ
ス
の
所
謂
「
デ
ー
モ
ド
コ
ス
の
最
初
の
歌
」
と
そ
れ
以
外

の
「
何
度
も
」
歌
わ
れ
た
歌
の
グ
ル
ー
プ
（cf.O

d.8.90−92,13.27−29

）

と
、
所
謂
「
第
２
番
目
の
歌
（O

d.8.266−366

）」
と
「
第
３
番
目
の
歌

（O
d.8.499−520

）」
の
グ
ル
ー
プ
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
前
者
の
グ
ル
ー
プ
は
デ
ー
モ
ド
コ
ス
が
任
意
の
主
題
で
歌
い
始

め
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
の
グ
ル
ー
プ
は
デ
ー
モ
ド
コ
ス
が
そ
れ
ぞ
れ

ア
ル
キ
ノ
オ
ス
と
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
命
じ
ら
れ
あ
る
い
は
依
頼
さ
れ
て

歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
グ
ル
ー
プ
の
「
歌
」
は
、
物
語
の
中
で
は

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
背
景
に
属
し
、
聴
衆
が
注
意
を
そ
こ
に
集
中
す
べ
き

出
来
事
で
あ
る
と
は
見
做
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
強
い
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、「
デ
ー
モ
ド
コ
ス
の
歌
」
と
名
付
け
ら
れ
、
何
ら
か
の
構
造
的
要
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素
と
見
做
さ
れ
る
べ
き
「
歌
」
は
、
所
謂
「
第
２
番
目
の
歌
（O

d.8.266−

366

）」
と
「
第
３
番
目
の
歌
（O

d.8.499−520

）」
だ
け
に
限
定
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
以
下
の
よ
う
に
も
言

え
る
。
所
謂
「
第
２
の
歌
」
と
所
謂
「
第
３
の
歌
」
は
所
謂
「
最
初
の
歌
」

と
較
べ
、
明
ら
か
に
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
依
頼
さ
れ
た
上
で
歌
わ
れ
た

「
歌
」
は
、
パ
イ
ア
ケ
ス
人
の
場
面
に
関
し
て
は
、
デ
ー
モ
ド
コ
ス
に
よ

る
も
の
が
二
つ
、
別
の
登
場
人
物
に
よ
る
も
の
が
ひ
と
つ
、
合
計
三
つ
し

か
な
い
こ
と
が
気
づ
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
三
つ
の
歌
と
は
、
す
な

わ
ち
デ
ー
モ
ド
コ
ス
の
「
第
２
番
目
の
歌
（O
d.8.266−366

）」
と
「
第

３
番
目
の
歌
（O

d.8.499−520

）」に
加
え
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
自
身
が

ア
ル
キ
ノ
オ
オ
ス
の
求
め
に
応
じ
て
行
う
、
第
９
歌
か
ら
第
１２
歌
ま
で
を

占
め
る
長
大
な
、
英
雄
自
身
の
放
浪
物
語
で
あ
る
（O

d.9−12
）
１２

。敢
え

て
言
う
な
ら
ば
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
『
オ
デ
ュ
セ
ウ
ス
』
に
お
い
て

デ
ー
モ
ド
コ
ス
を
凌
駕
す
る
詩
人
で
あ
り
、『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
全
体

の
六
分
の
一
を
歌
う
こ
と
に
な
る
。
デ
ー
モ
ド
コ
ス
の
所
謂
「
第
２
番
目

の
歌
（O

d.8.266−366

）」
と
「
第
３
番
目
の
歌
（O

d.8.499−520

）」
は
、

い
わ
ば
こ
の
長
大
な
「
歌
」
へ
の
準
備
段
階
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
と
は

考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
三
段
構
造
を
以
下
に
図
示
し
て
み
た
い
。

こ
う
し
て
、
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
オ
デ
ユ
ッ
セ
ウ
ス
を
構
成
す
る
第

三
の
要
素
も
、
同
じ
よ
う
な
三
部
構
造
に
よ
っ
て
そ
れ
以
外
の
三
部
構
造

と
の
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
並
べ
ら
れ
、
第
５
歌
か
ら
第
１２
歌
ま
で
続
く
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
人
間
世
界
へ
の
再
イ
ン
テ
グ
レ
ー
ト
と
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
の
物
語
の
中
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、
イ
タ
ケ
ー
へ
の

帰
還
と
い
う
『
オ
デ
ュ
ッ
セ

イ
ア
』
前
半
に
お
け
る
究
極

的
目
的
が
、
そ
れ
ぞ
れ
三
段

階
構
造
の
ス
テ
ッ
プ
に
よ
っ

て
行
わ
れ
る
三
要
素
の
回
復

と
同
時
に
実
現
さ
れ
る
よ
う

に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

観
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
Ａ

－

Ｂ－

Ｃ
三
段
階
構
造
は

『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
前

半
部
分
に
お
い
て
何
度
も
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
テ
ー
レ
マ
コ
ス

物
語
」
に
お
け
る
ネ
ス
ト
ー
ル
の
帰
還
物
語
と
メ
ネ
ラ
ー
オ
ス
の
帰
還
物

語
は
、
テ
ー
レ
マ
コ
ス
の
イ
タ
ケ
ー
帰
還
の
み
な
ら
ず
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ

ス
の
壮
大
な
帰
還
物
語
を
用
意
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
做
す
こ
と
が
出
来

る
だ
ろ
う
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
自
身
の
語
り
に
よ
る
放
浪
の
物
語
に
お
い

て
も
、
キ
ュ
ク
ロ
プ
ス
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
中
心
に
す
る
第
９
歌
で
は
キ
ュ

ク
ロ
プ
ス
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
前
に
キ
コ
ー
ネ
ス
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
ロ
ー
ト

パ
ゴ
イ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
置
か
れ
て
い
る
し
、
キ
ル
ケ
ー
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
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を
中
心
と
す
る
第
１０
歌
で
は
キ
ル
ケ
ー
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
前
に
ア
イ
オ
ロ

ス
の
島
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
ラ
イ
ス
ト
リ
ュ
ゴ
ネ
ス
族
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
置

か
れ
て
い
る
。
パ
ラ
レ
ル
を
指
摘
し
て
行
け
ば
、
他
に
単
純
な
も
の
も
複

合
的
な
も
の
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
網
羅
的
で
あ
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。

最
初
に
提
示
し
た
「
三
要
素
が
お
互
い
に
密
接
に
関
連
し
合
っ
て
現
れ

る
よ
う
に
見
え
る
の
は
単
な
る
偶
然
に
よ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ホ
メ
ー
ロ

ス
の
名
の
も
と
に
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
作
者
と
し
て
了
解
さ
れ
る
詩

人
の
思
想
と
語
り
の
統
一
性
に
よ
る
も
の
な
の
か
」
と
い
う
問
題
に
対
す

る
答
え
は
以
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
以
上
に
述
べ
た
通
り
、
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
想
起
さ
れ
、
回
復
さ
れ
、
実

現
さ
れ
、
再
び
英
雄
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
自
身
の
性
質
と
し
て
確
保
さ
れ
て

行
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
三
要
素
が
統
一
的
な
語
り
の
方
法
で
提

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

１

本
稿
で
は
特
に
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
前
半
部
分
（O

d.1.1−
13.

92

）
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
が
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
帰
還
が
求

婚
者
た
ち
に
対
す
る
復
讐
に
よ
っ
て
成
就
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、

『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
全
体
が
帰
還
物
語
と
み
な
さ
れ
よ
う
。

２

『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
第
１
歌
の
冒
頭
（O

d.1.1

）
で
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ

ス
はpolytropos

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
形
容
詞
は
日
本
語
訳
（
岩

波
文
庫
、
松
平
千
秋
訳
）
で
は
「
機
略
縦
横
な
る
」
と
な
っ
て
い
る
。

文
字
通
り
、
と
ら
え
所
の
な
い
、
非
常
に
訳
し
に
く
い
形
容
詞
で
あ
る
。

オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
様
々
な
方
向
に
さ
迷
っ
た
こ
と
、
持
ち
前
の
巧
妙

さ
に
よ
り
機
転
が
き
く
こ
と
、
様
々
な
ひ
ね
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
等

を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

３

明
治
学
院
大
学
言
語
文
化
研
究
所
『
言
語
文
化
』
第
十
八
号
（
二
〇
〇

一
年
）、p.99−

123.

４

O
d.
5.474−

493.

５

カ
リ
ュ
プ
ソ
ー
は
人
間
で
は
な
い
。

６

O
d.
6.130−

136

（
岩
波
文
庫
、
松
平
千
秋
訳
）。

７

オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
が
身
に
つ
け
て
い
る
着
物
に
見
覚
え
の
あ
る
ア
レ

テ
ー
が
「
客
人
よ
、
わ
た
し
が
第
一
に
お
訊
ね
し
た
い
の
は
、
そ
な
た

が
い
か
な
る
お
人
で
、
ど
こ
か
ら
お
い
で
に
な
っ
た
か
、
ま
た
そ
の
着

物
は
何
者
が
そ
な
た
に
あ
げ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
。（O

d.7.226−
239

、

岩
波
文
庫
、
松
平
千
秋
訳
）」
と
尋
ね
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
オ

デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
ア
レ
テ
ー
の
質
問
の
前
半
部
分
に
関
し
て
意
図
的
に

「
は
ぐ
ら
か
し
」
を
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
（cf.7.240

−
297,ibid

）。

８

オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
正
体
が
知
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、
ナ
ウ
シ
カ
ー

自
身
の
「
こ
の
よ
う
な
殿
方
が
こ
の
国
に
住
み
つ
い
て
、
わ
た
し
の
夫

と
呼
ば
れ
た
ら
ど
ん
な
に
よ
い
こ
と
だ
ろ
う
（O

d.244−
245

、
岩
波
文

庫
、
松
平
千
秋
訳
）」
と
い
う
発
言
も
、
ア
ル
キ
ノ
オ
ス
の
「
そ
な
た

の
よ
う
な
立
派
な
男
が
、
│
│
そ
れ
に
考
え
も
わ
し
と
同
じ
の
そ
な
た

が
、
こ
の
地
に
留
ま
っ
て
わ
し
の
娘
を
妻
に
し
、
わ
し
の
婿
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
ら
ど
ん
な
に
よ
か
ろ
う
（O

d.6.311−
313,ibid.

）」
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と
い
う
発
言
も
、
そ
れ
ほ
ど
非
現
実
的
な
も
の
で
は
な
い
。

９

O
d.
5.445−

450

（
岩
波
文
庫
、
松
平
千
秋
訳
）。

１０

O
d.
8.215−

222

（
岩
波
文
庫
、
松
平
千
秋
訳
）。

１１

A
.F.G

arvie
も
そ
の
註
釈
付
テ
キ
ス
トO

dyssey,books
V
I−
V
III

（C
am
bridge

U
.P.,1994

）
の
中
で
、
デ
ー
モ
ド
コ
ス
の
問
題
の
歌
を

“D
em
odocus’s

firstsong”

と
呼
び
な
が
ら
、“is

presented
briefly

and

entirely
in
reported

speech”

と
し
て
い
る
。

１２

オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
自
身
に
よ
る
こ
の
長
大
な
物
語
は
途
中
で
一
度
だ

け
中
断
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
断
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
考
慮
し
な

い
（cf.O

d.
11.333−

377

）。

『オデュッセイア』第６歌～第11歌の構造について
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