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よ
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知
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に
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シ
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史
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ヴ
ォ
ル
フ W

olf 1

の
継
承
者
た
ち
の
主
張
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
ホ
メ
ー

ロ
ス
の
叙
事
詩
は
じ
つ
に
異
常
な
状
態
を
呈
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
フ

リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ルFrédéric Schlegel 2

の
言
い
方
に
よ
れ

ば
、 ︽
こ
の
作
品
は
着
想
さ
れ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
生
れ
た

後
、
自
然
に
大
き
く
な
っ
た
も
の
で
あ
る
︾。
こ
の
文
を
構
成
す
る
そ
れ

ぞ
れ
の
語
自
体
の
意
味
は
明
ら
か
だ
が
、
全
体
と
し
て
何
を
言
っ
て
い
る

の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
ヤ
ー
コ
ブ
・
グ
リ
ムJacob G

rim
m

3

の
言
い
方

は
も
っ
と
極
端
で
あ
る
、 ︽
真
の
叙
事
詩
と
は
そ
れ
自
体
生
成
す
る
。
ど

ん
な
詩
人
に
よ
っ
て
で
あ
れ
書
か
れ
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
︾。
以
前

そ
う
い
う
こ
と
も
一
度
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
が
こ
こ
で
は
箴
言

に
な
っ
て
い
る
。
次
に
は
、
思
考
が
不
明
瞭
に
な
っ
た
と
き
必
ず
現
わ
れ

る
大
げ
さ
な
語
が
来
る
。︽
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
叙
事
詩
は
有
機
物
で
あ
る
︾。

最
後
に
は
こ
う
だ
、 ︽
力
に
あ
ふ
れ
て
い
る
︾ (

哲
学
者
シ
ュ
タ
イ
ン
タ
ー

ル Steinthal 4

の
言
葉
︶。
つ
ま
り
お
そ
ら
く
外
に
負
う
も
の
は
な
に
も
な

く
、
自
体
に
発
展
す
る
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。

  

こ
う
し
た
表
現
に
ド
イ
ツ
語
は
じ
つ
に
都
合
が
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
表

現
に
は
不
明
瞭
の
な
か
に
な
に
か
高
圧
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ラ
ッ
ク
マ

ン Lachm
ann

5

の
著
作
は
こ
う
し
た
表
現
に
満
ち
て
い
る
。
我
が
国
の
文

学
史
は
五
十
年
も
前
か
ら
、
こ
う
し
た
表
現
を
取
り
入
れ
、
大
い
に
使
用

し
た
。
わ
れ
わ
れ
の
先
輩
を
驚
か
せ
た
こ
う
し
た
表
現
を
、
次
世
代
の

人
々
は
あ
ま
り
考
え
も
な
く
繰
り
返
し
た
。
こ
う
し
た
表
現
に
よ
っ
て
巻

き
起
こ
さ
れ
た
長
い
論
議
は
少
し
ず
つ
お
さ
ま
り
、
残
っ
た
の
は
な
か
ば

そ
れ
に
説
得
さ
れ
た
人
々
で
あ
る
。
交
す
べ
き
新
し
い
考
え
が
尽
き
、
議

論
は
収
束
し
た
に
思
わ
れ
た
が
、
こ
こ
三
十
年
来
の
考
古
学
的
発
掘
は
、

再
び
人
々
の
注
意
を
そ
こ
に
引
き
戻
し
た
。

　

ヒ
ッ
サ
ル
リ
ク6

、
ミ
ュ
ケ
ー
ナ
イ7

、
テ
ィ
リ
ュ
ン
ト
ス8

で
な
さ
れ
た
驚
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く
べ
き
発
見9

を
前
に
し
て
、
叙
事
詩
的
物
語
が
事
実
で
あ
っ
た
と
い
う
証

拠
を
そ
こ
に
認
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
一
瞬
で
し
か

な
か
っ
た
。
冷
静
に
な
っ
て
み
る
と
、
こ
の
発
掘
か
ら
ま
っ
た
く
別
の
教

え
が
導
き
だ
さ
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
現
在
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
時
代
の
ギ
リ

シ
ャ
に
は
、
二
つ
な
い
し
三
つ
の
文
明
層
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い

る
。
わ
れ
わ
れ
の
時
代
か
ら
非
常
に
遠
く
に
見
え
て
い
た
も
の
が
、
よ
く

見
る
と
昨
日
の
過
去
に
な
っ
て
い
る
。

　

ホ
メ
ー
ロ
ス
の
な
か
で
区
別
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
々
の

想
像
力
を
魅
す
る
箇
所
、
幻
想
的
世
界
の
行
動
を
語
る
箇
所
と
、
あ
ま
り

語
ら
れ
な
い
も
う
一
つ
の
箇
所
、
つ
ま
り
こ
の
叙
事
詩
の
真
の
姿
を
映
す

箇
所
、
そ
れ
な
し
で
は
時
代
、
環
境
、
文
明
、
そ
し
て
詩
人︵
作
者
︶
を

誤
解
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
箇
所
で
あ
る
。
幻
想
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、

戦
場
か
ら
巧
み
に
拉
致
さ
れ
、
遠
く
に
運
ば
れ
て
し
ま
う
戦
士
た
ち
、
人

の
言
葉
を
し
ゃ
べ
る
馬10

、
ヴ
ル
カ
ヌ
ス
神11

の
呼
び
か
け
に
ひ
と
り
で
に
駆

け
寄
る
三
本
足
の
か
な
え12

。
ま
た
煙
道
を
伝
っ
て
降
り
て
来
た
り13

、
鳥
の

姿
で
木
に
と
ま
る
ア
テ
ー
ナ
イ
神
が
あ
る14

。
こ
う
し
た
細
部
に
民
衆
信
仰

と
か
、
時
代
の
認
識
、
あ
る
い
は
作
者
の
心
性
を
認
め
る
な
ら
間
違
い
も

は
な
は
だ
し
い
。
そ
れ
な
ら
、
十
五
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
が
ロ
ラ
ン︵
の
歌
︶

の
事
件
を15

、
イ
タ
リ
ア
史
の
一
場
面
と
解
釈
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
真
の
ホ
メ
ー
ロ
ス
、
つ
ま
り
今
度
は
、
面
白
が
り
、
楽
し
み
た
い

ま
せ
た
子
供
相
手
で
は
な
く
、
大
人
相
手
に
、
自
分
の
す
べ
て
の
真
摯
な

能
力
を
働
か
せ
て
い
る
者
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
う
し
た
作
者
を
求
め
る

な
ら
ば
、
そ
の
場
は
、
ア
キ
レ
ウ
ス
の
も
と
に
︵
総
大
将
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー

ン
か
ら
︶
送
ら
れ
た
︵
補
償
︶
交
渉
団
を
描
く
時
、
つ
ま
り
有
能
で
説
得

力
の
あ
る
交
渉
役
と
し
て
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
、
本
当
の
忠
実
な
友
と
し

て
の
ポ
イ
ニ
ー
ク
ス
、
イ
ラ
つ
き
、
怒
っ
た
戦
友
と
し
て
の
ア
イ
ア
ー
ス

を
語
る
時
で
あ
る
。
規
模
、
背
景
の
違
い
は
あ
れ
、
ど
ん
な
国
家
元
首
、

あ
る
い
は
将
軍
の
会
見
も
、
こ
の
場
面
以
上
の
高
潔
さ
、
威
厳
を
し
め
す

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
、
ど
ん
な
演
説
も
こ
れ
以
上
の
重
々
し
さ

や
力
強
さ
を
も
っ
て
着
想
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
例
え
ば
、
プ

リ
ア
モ
ス
王
が
息
子
︵
ヘ
ク
ト
ー
ル
︶
の
遺
体
を
引
き
取
り
た
い
と
や
っ

て
来
る
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
の
最
終
巻
を
見
よ
う
。
い
か
な
る
現
代
の
作
家

で
も
こ
の
場
面
に
、
こ
れ
以
上
の
感
動
と
荘
厳
さ
の
特
徴
を
刻
み
こ
む
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

  

│
│
︵
こ
れ
ら
は
︶
初
期
の
作
品
と
は
無
縁
の
部
分
、
事
後
に
付
け
加

え
ら
れ
た
部
分
で
は
な
い
か
！  

本
当
の
イ
ー
リ
ア
ス
︵﹁
原
イ
ー
リ
ア
ス
﹂

U
r–Ilias) 

は
ヘ
ク
ト
ー
ル
の
死
で
終
わ
っ
て
い
る
、
ま
た
は
、
ヘ
ク
ト
ー

ル
の
死
の
す
ぐ
後
に
起
こ
る
ア
キ
レ
ウ
ス
の
死
で
終
わ
る
、
と
い
う
考
え

方
も
あ
る
│
と
い
う
よ
う
な
説
の
議
論
に
は
ま
だ
入
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
な
か
に
は
事
後
に
付
け
加
え
ら
れ
た
節
│
あ
る
い

は
巻
ま
る
ご
と
│
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
私
も
思
っ
て
い
る
が
、
こ

れ
ら
の
見
分
け
は
簡
単
だ
。
付
け
加
え
ら
れ
た
部
分
は
わ
れ
わ
れ
に
な
に

も
教
え
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
別
の
形
式
の
も
と
、
別
の
登
場
人
物

の
も
と
で
、
既
知
の
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
過
去
の

こ
と
に
つ
い
て
、
昔
の
表
現
が
再
利
用
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
つ
ま
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り
、
す
で
に
ホ
メ
ー
ロ
ス
に
は
枕
詞
、
婉
曲
表
現
、
半
句
あ
る
い
は
数
行

ま
る
ご
と
の
使
用
ス
ト
ッ
ク
が
あ
り
、
ま
た
言
説
の
組
み
合
わ
せ
、
比
喩

の
選
択
肢
さ
え
知
ら
れ
た
も
の
ば
か
り
な
の
で
、
読
者
は
そ
れ
に
出
会
う

前
に
予
測
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
事
後
の
付
け
加
え
で
な
い
部
分
と
は
、

事
態
を
進
行
さ
せ
、
必
要
な
結
果
を
も
た
ら
す
部
分
、
状
況
を
描
い
た
部

分
、
あ
る
い
は︵
登
場
人
物
の
︶性
格
的
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
部
分

で
あ
る
。
私
は
後
で
、
詩
を
そ
の
原
形
に
戻
す
と
と
い
う
口
実
の
も
と
で

結
局
は
詩
の
最
も
美
し
い
部
分
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い

批
評
的
仕
事
の
意
味
を
説
明
す
る
つ
も
り
だ
。
し
か
し
ま
ず
、
語
ら
ね
ば

な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
な
し
で
は
他
の
す
べ
て
が
宙
ぶ
ら
り
ん
に
な
っ
て

し
ま
う
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。
示
し
た
い
の
は
、
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
叙
事
詩

は
、
す
で
に
揺
籃
期
か
ら
遠
く
に
き
て
し
ま
っ
た
人
間
の
時
代
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
叙
事
詩
が
現
し
て
い
る
も
の
は
始
ま
っ
た
ば
か

り
の
文
明
な
ど
で
は
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
が
な
に
か
原
始
的
な
感
じ
を
与
え
る
理
由
の
一
つ
は
、
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
注
意
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
あ
る
種
の
演
出
の
せ
い
で
あ
る
。
ま

た
も
う
一
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
現
代
の
読
者
が
持
ち
込
ん
だ
学
説
の
せ
い
で

あ
る
。
文
明
に
は
あ
る
種
の
モ
ノ
、
多
少
な
り
と
貴
重
な
モ
ノ
が
つ
き
も

の
だ
が
、
こ
の
モ
ノ
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
話
題
に
な
ら
ず
、
語
り
手
に

よ
っ
て
も
言
及
が
避
け
ら
れ
て
い
る
。
と
は
言
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
モ
ノ

が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
私
は
こ
れ
か
ら
、
論
駁
で

き
な
い
証
拠
で
も
っ
て
、
こ
の
モ
ノ
が
ギ
リ
シ
ャ
叙
事
詩
の
遠
い
昔
を
さ

ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
モ
ノ
が
、
こ
の
時
代
の
作
者

に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
そ
う
と
思
う
。

そ
れ
が
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
ジ
ャ
ン
ル
の
持
つ
法
則
に
よ
っ
て

禁
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ル
の
法
則
と
い
う
も
の
が
あ
り
、

そ
の
法
則
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
プ
ロ
の
詩
人
達
が
い
た
。
古
さ
の
証
拠

と
思
わ
れ
た
も
の
は
、
す
で
に
洗
練
さ
れ
た
文
化
と
、
歌
い
手
に
強
制
さ

れ
て
い
た
あ
る
し
き
た
り
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
詩
人
達
は
、
文
字
の
術
に
つ
い
て
は
決
し
て
語
ら
な
い
よ
う
に
し

て
い
る
。
し
か
し
世
の
中
で
は
は
る
か
以
前
か
ら
文
字
は
使
用
さ
れ
て
い

た
。
小
ア
ジ
ア
か
ら
ほ
ど
遠
く
な
い
エ
ジ
プ
ト
や
ア
ッ
シ
リ
ア
の
宮
殿
の

壁
面
は
碑
文
で
覆
わ
れ
て
い
た
。
破
壊
と
何
世
紀
も
の
ほ
っ
た
ら
か
し
と

の
後
に
、
わ
れ
わ
れ︵
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
︶の
博
物
館
は
い
ま
、
毎
年
何
百
と
い

う
碑
文
を
収
蔵
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
世
界
を
何

か
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う

し
た
主
張
は
十
年
前
だ
っ
た
ら
通
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
ク
レ
タ
島
の
発

掘16

に
よ
っ
て
、
文
字
に
覆
わ
れ
た
無
数
の
レ
ン
ガ
の
存
在
が
世
に
明
ら
か

に
な
っ
た
。
一
種
類
で
は
な
い
二
種
類
の
こ
の
書
記
法
は
、
い
く
つ
か
の

固
有
名
詞
を
永
続
さ
せ
る
た
め
の
碑
文
文
字
で
は
な
く
、
生
活
の
ふ
だ
ん

の
使
用
の
た
め
の
日
常
的
文
字
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
時
期
を

紀
元
前
十
五
世
紀
に
置
い
て
も
、
時
代
を
誇
張
し
た
こ
と
に
は
ま
っ
た
く

な
ら
な
い
。

　

し
か
し
ホ
メ
ー
ロ
ス
時
代
の
詩
人
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
︵
文
字
に

関
す
る
︶
沈
黙
は
完
璧
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
言
語
に
お
い
て
文
字
の
術
か
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ら
生
ま
れ
、
様
々
に
用
い
ら
れ
た
隠
喩
表
現
さ
え
避
け
ら
れ
て
い
る
。
ホ

メ
ー
ロ
ス
の
言
葉
で
は
、
動
詞
グ
ラ
ポ
ー graphô 

︵
書
く
︶は
、﹁
掻
く
、

引
っ
掻
く
﹂
と
い
う
意
味
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
。
作
品
に
文
字
を
介
入

さ
せ
る
機
会
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
に
は
、
い

く
つ
も
の
伝
言
、
取
決
め
が
語
ら
れ
、
栄
誉
の
観
念
は
す
べ
て
の
ペ
ー
ジ

に
あ
る
の
に
文
字
は
一
切
現
れ
な
い
。
た
っ
た
一
度
だ
け
、
ベ
レ
ロ
ポ
ン

テ
ー
ス
の
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド17

で
は
、
詩
人
は
文
字
へ
の
言
及
を
避
け
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
プ
ロ
イ
ト
ス
王
の
怒
り18

を
蒙
っ
た
勇
者
ベ
レ
ロ

ポ
ン
テ
ー
ス
は
、
王
か
ら
、
リ
キ
ア
王
へ
の
あ
る
伝
言
を
託
さ
れ
る
。
託

さ
れ
た
者
に
と
っ
て
内
容
不
明
の
こ
の
伝
言
に
は
、
こ
の
伝
言
を
持
っ
て

行
っ
た
者
を
殺
せ
、
と
あ
っ
た
。
困
惑
し
た
語
り
手
は
、
で
き
る
だ
け
漠

と
し
た
表
現
を
探
し
、﹁
不
吉
な
記
号
﹂、﹁
死
を
招
く
し
る
し
﹂
と
言
う

の
で
あ
る
。︵
文
字
と
い
う
︶
語
そ
の
も
の
を
忌
避
し
よ
う
と
い
う
こ
の

気
遣
い
は
後
の
多
く
の
注
釈
を
生
み
出
し
た
が
、
こ
れ
は
文
字
の
存
在
を

示
す
語
り
手
な
り
の
証
言
で
あ
る
。

　

文
字
は
し
た
が
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
文
字
は
ギ
リ
シ
ャ
詩

人
の
眼
前
に
広
が
っ
て
い
た
。
か
れ
ら
は
そ
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
そ
れ
を
語
る
機
会
は
何
度
と
な
く
あ
っ
た
。
し
か
し
か
れ
ら
は

そ
の
語
を
発
音
す
る
の
を
避
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
決
心
は
な
に
か

ふ
つ
う
で
は
な
い
。

　

こ
の
い
わ
ゆ
る
﹁
文
字
の
不
在
﹂
か
ら
、
あ
る
高
名
な
学
派
は
ど
の
よ

う
な
結
論
を
出
す
に
至
っ
た
か
。
こ
れ
が
熟
慮
詩
と
自
発
詩
と
の
区
別
の

発
端
で
あ
っ
た
。
現
在
、
我
が
国
の
学
派
で
重
き
を
な
し
て
い
る
文
学
理

論
の
基
盤
は
そ
こ
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
ホ
メ
ー

ロ
ス
詩
に
﹁
存
在
し
な
い
﹂
モ
ノ
に
つ
い
て
の
検
討
を
続
け
よ
う
。

　

文
字
同
様
、
言
及
さ
れ
て
い
な
い
モ
ノ
に
彫
像
、
絵
画
が
あ
る
。
こ
の

沈
黙
は
い
っ
そ
う
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
古
代
世
界
に
お
い
て
信
じ
ら

れ
な
い
ほ
ど
多
く
生
産
さ
れ
た
彫
刻
に
、
ギ
リ
シ
ャ
叙
事
詩
の
世
界
が
無

縁
で
あ
っ
た
の
は
、
ど
ん
な
に
た
ぐ
い
ま
れ
な
例
外
に
よ
る
も
の
な
の

か
？　

ギ
リ
シ
ャ
、
小
ア
ジ
ア
の
植
民
地
に
は
ま
だ
そ
れ
ら
が
ま
っ
た
く

導
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？　

し
か
し
ク
レ
タ
島
・
ク
ノ
ー

ソ
ス
に
あ
る
、
ミ
ノ
ス
王
の
宮
殿
と
ふ
つ
う
呼
ば
れ
て
い
る
建
造
物
に

は
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
、
少
な
く
と
も
六
世
紀
前
に
位
置
さ
せ
る
べ
き
時
代

の
彫
像
や
絵
画
の
破
片
が
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
。﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
の
冒

頭
、
大
神
官
ク
リ
ュ
セ
ー
ス
が
何
度
と
な
く
雄
牛
や
ヤ
ギ
の
も
も
肉
を
捧

げ
た
祭
壇
で
、
ク
リ
ュ
サ19

、
ス
キ
ュ
ラ20

、
テ
ネ
ド
ス21

を
治
め
る
ア
ポ
ロ
ー

ン
を
呼
び
寄
せ
る
時
、
こ
の
よ
う
な
場
、
こ
の
よ
う
な
祭
壇
で
彼
が
指
し

示
し
て
い
る
も
の
が
、
木
像
で
あ
れ
、
石
像
で
あ
れ
、
ま
た
大
理
石
の
像

で
あ
れ
、
そ
こ
に
目
に
見
え
て
実
在
す
る
神
体
で
な
い
は
ず
が
な
い
だ
ろ

う
。
城
砦
に
登
っ
た
ア
ン
ド
ロ
マ
ケ
ー
が
ア
テ
ー
ナ
イ
神
の
神
殿
を
開
か

せ
、
女
神
の
膝
の
上
に
貴
重
な
ヴ
ェ
ー
ル
を
広
げ
る
と
き22

、
原
文
で
は
曖

昧
だ
が
こ
れ
︵
ア
テ
ー
ナ
イ
神
︶
は
像
で
あ
る
と
理
解
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
装
飾
技
術
、
現
在
な
ら
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
ア
ー
ト
、
と
呼
ぶ

も
の
は
例
外
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
詩
の
語
り
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の
中
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
宝
石
や
武
器
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
装
飾
物

に
つ
い
て
の
神
懸
か
り
的
な
描
写
を
だ
れ
も
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。
装
飾
技
術
が
宗
教
芸
術
を
差
し
置
い
て
存
在
し
た
な
ど
と
い
う
の
は

お
か
し
い
。
盾
を
あ
れ
ほ
ど
精
巧
に
彫
っ
て
い
た
人
が
神
像
に
挑
戦
し
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？　

し
な
か
っ
た
と
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
こ
の

二
作
四
十
八
巻
の
中
に
、
神
の
表
象
に
つ
い
て
明
瞭
に
言
及
し
て
い
る
部

分
は
一
つ
も
な
い
の
で
あ
る
。

　

彫
刻
だ
け
で
な
く
絵
画
も
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
に
は
あ
る
。
は
っ
き
り
と

露
出
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
隠
さ
れ
、
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
あ
る
種
の
枕
詞
は
、﹁
金
冠
の
﹂
ヘ
ー
レ
ー
と
か
﹁
青
衣
の
﹂
ポ
セ

イ
ド
ー
ン
の
よ
う
に
、
自
然
な
本
来
の
現
象
と
し
て
説
明
さ
れ
が
ち
だ
が

絵
画
に
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ア
カ
イ
ア
勢
を
救
お
う
と
隠
棲

し
て
い
る
場
所
か
ら
飛
び
出
し
た
ア
キ
レ
ウ
ス
は
、
武
器
を
も
た
ず
に
幕

舎
の
外
を
進
ん
で
行
く
途
中
、
突
然
頭
の
周
り
に
明
る
い
金
色
の
雲
が
広

が
る23

。
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
の
壷
の
紋
様
と
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
図
像
学

に
も
伝
わ
っ
た
が
、
太
陽
神
が
ふ
つ
う
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
後
光
、
あ
る

い
は
光
の
冠
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

三
つ
目
の
さ
い
ご
の
モ
ノ
、
こ
れ
は
つ
ね
に
言
及
さ
れ
な
い
せ
い
で
な

お
さ
ら
目
立
っ
て
い
る
モ
ノ
で
あ
る
と
言
っ
て
お
き
た
い
。
貨
幣
の
こ
と

で
あ
る
。
値
は
、﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
に
お
い
て
は
牧
畜
を
業
と
す
る
人
々

に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
家
畜
の
頭
数
で
数
え
ら
れ
る
。
良
好
な

状
態
の
ふ
つ
う
の
大
き
さ
の
釣
り
鍋
は
牛
一
頭
。
青
銅
の
大
鼎
は
十
二
頭
。

よ
い
状
態
の
甲
冑
に
は
雄
牛
か
雌
牛
九
頭
が
払
わ
れ
る
。
仕
事
に
慣
れ
た

奴
隷
の
女
に
は
た
っ
た
雌
牛
四
頭
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
本
物
の
値
段
表
と

考
え
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
私
が
た
だ
示
そ
う
と
思
う
の
は
、
つ
ぎ
の

例
外
を
除
き
、
金
属
製
の
貨
幣
は
存
在
し
な
い
ら
し
い
と
い
う
こ
と
。
ド

ラ
ク
マ24

は
銀
鉱
山
同
様
、
詩
人
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

貨
幣
も
銀
鉱
山
も
世
界
で
は
と
て
も
古
い
も
の
だ
、
と
い
う
の
は
す
で
に

紀
元
三
千
年
前
の
ハ
ム
ラ
ビ
法
典
に
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
か
ら
。
あ
る
時

は
ま
た
古
い
慣
習
に
従
っ
て
、
た
ら
い
や
鼎か
な
えに
よ
っ
て
値
が
決
め
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
﹁
貨
幣
﹂
は
実
際
に
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
が
、
古

人
に
よ
れ
ば
銀
の
貨
幣
化
が
発
明
さ
れ
た
と
さ
れ
る
国
│
│
富
で
名
高
い

リ
デ
ィ
ア
王
国
の
こ
と
だ
が
│
│
に
も
っ
と
も
近
い
国
の
こ
と
だ
と
だ

れ
が
思
う
だ
ろ
う
か
？　

こ
の
王
国
︵
リ
デ
ィ
ア
︶
は
、
ち
ょ
う
ど
同
じ

頃
、
カ
ン
ダ
ウ
レ
ー
ス25

、
ギ
ュ
ゲ
ー
ス26

、
ク
レ
ジ
ュ
ス27

と
い
っ
た
王
の
下

で
も
っ
と
も
繁
栄
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
奇
妙
な
こ
と
に
、
銀
貨
や
銅
貨

を
知
ら
な
い
フ
リ
を
し
た
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
詩
は
タ
ラ
ン
ト
ン28

の
こ
と
は
何

度
も
口
に
し
て
い
る
。
し
か
し
数
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
通
貨
な
の
か
重

さ
と
し
て
な
の
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
だ
。
パ
ト
ロ
ク
ロ
ス
追
悼
記
念
競
技

会
で
の
イ
ー
ド
メ
ネ
ウ
ス
と
ア
イ
ア
ー
ス
と
の
間
の
賭
け
は
ま
だ
﹁
か
な

え
﹂
と
﹁
大
た
ら
い
﹂
で
な
さ
れ
て
い
る29

。
一
方
、
こ
の
競
技
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
二
十
三
巻
は
新
し
い
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確

か
だ
。
詩
人
が
古
い
名
称
と
古
い
通
貨
制
度
に
縛
ら
れ
る
伝
統
は
こ
れ
ほ

ど
変
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
様
々
な
点
に
つ
い
て
見
ら
れ
る
﹁
沈
黙
﹂
に
ま
し
て
太
古
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の
風
情
を
裏
付
け
る
も
の
は
演
出
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ェ
ヌ
ロ
ン

Fénelon

30

が
﹁
原
始
の
世
界
の
愛
す
べ
き
素
朴
さ
﹂31

と
い
う
非
常
に
美
し

い
表
現
で
呼
ん
だ
風
俗
の
古
さ
の
こ
と
だ
。
イ
タ
ケ
ー
の
王
、
オ
デ
ュ
ッ

セ
ウ
ス
は
、
自
分
の
住
居
の
も
っ
と
も
奥
深
い
場
所
で
、
妻
ペ
ー
ネ
ロ
ペ

イ
ア
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
寝
台
を
ど
の
よ
う
に
し
て
作
っ
た
か
を
語

る32

。﹁
中
庭
に
は
柱
の
太
さ
の
繁
っ
た
立
派
な
オ
リ
ー
ブ
の
木
が
あ
っ
た
。

私
は
そ
の
周
り
に
大
き
な
石
で
、
頑
丈
で
き
っ
ち
り
と
閉
ま
る
扉
の
つ
い

た
屋
根
付
き
の
寝
室
を
作
っ
た
。
そ
れ
か
ら
オ
リ
ー
ブ
の
木
の
葉
っ
ぱ
を

削
ぎ
落
と
し
、
木
の
幹
を
根
元
か
ら
切
り
、
そ
れ
に
青
銅
の
た
が
を
し
っ

か
り
と
は
め
、
平
に
し
て
か
ら
、
穴
を
く
り
ぬ
き
、
内
側
に
は
牛
革
を
張

め
ぐ
ら
し
た
﹂。
こ
こ
ま
で
は
詩
人
は
黄
金
時
代
の
風
俗
に
忠
実
で
あ
る
。

だ
が
な
ぜ
こ
こ
で
、
寝
台
の
美
し
さ
を
引
き
立
た
せ
る
た
め
の
金
、
銀
、

象
牙
、
そ
れ
に
緋
色
の
布
の
使
用
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
？　

﹁
原
始
の
世
界
の
素
朴
さ
﹂
は
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。﹃
ア

イ
ネ
ー
ア
ー
ス
﹄
の
な
か
で
ヴ
ィ
ル
ギ
リ
ウ
ス
が
、
善
王
エ
ウ
ア
ン
デ
ル33

の
粗
末
な
小
屋
と
木
の
葉
の
床
を
語
っ
た
後
で
、
息
子
パ
ラ
ス
の
玉
虫
色

に
か
が
や
く
甲
冑
と
短
い
マ
ン
ト
を
描
写
す
る
と
き
も
同
じ
種
類
の
素
朴

さ
で
あ
る
。
粗
末
な
洞
穴
に
テ
ー
レ
マ
コ
ス
を
迎
え
る
フ
ラ
ン
ス
の
カ

リ
ュ
プ
ソ34

が
、
そ
こ
で
彼
に
、
雪
の
白
さ
よ
り
白
い
き
め
の
細
か
い
羊
毛

の
上
着
と
、
金
色
に
刺
繍
さ
れ
た
緋
色
の
長
衣
を
見
せ
る
の
も
同
じ
趣
向

で
あ
る
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
で
も
ヴ
ィ
ル
ギ
リ
ウ
ス
で
も
素
朴
さ
が
様
式
な
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
当
時
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
風
俗
な
の
だ
。
そ
れ
は
詩

人
が
こ
の
よ
う
な
描
写
を
念
入
り
に
行
う
気
遣
い
自
体
か
ら
わ
か
る
。
友

達
と
共
に
泉
に
洗
濯
に
行
く
パ
イ
エ
ー
ケ
ス
族
の
王
女 

ナ
ウ
シ
カ
ア
ー35

を
表
す
の
に
、
も
し
こ
れ
が
同
時
代
の
婦
人
の
姿
で
あ
り
習
慣
で
あ
る
な

ら
、
詩
人
は
こ
れ
ほ
ど
描
写
に
淫
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
ナ
ウ
シ
カ

ア
ー 

の
父
の
宮
廷36

は
本
物
で
、
客
人
を
も
て
な
す
た
め
、
デ
ル
フ
ォ
イ

や
オ
リ
ン
ピ
ア
で
行
わ
れ
る
よ
う
な
遊
戯
を
催
す
の
で
あ
る
。
現
代
の
あ

る
批
評
家
は
こ
う
し
た
矛
盾
を
除
去
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
が
、
そ

ん
な
こ
と
を
し
た
ら
、
こ
の
作
品
の
根
底
を
成
す
も
の
が
直
接
傷
つ
け
ら

れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
の
詩
の
環
境
は
、
約
束
事
と
想
像
の
古
代
で
あ

る
。
詩
人
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
に
注
意
を
う
な
が
し

て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
登
場
人
物
は
み
な
神
の
系
譜
に
つ
な
が
り
、
小

さ
な
島
で
も
十
二
人
を
越
え
る
王37

が
い
て
、
豚
飼
エ
ウ
マ
イ
オ
ス
で
さ
え

王
家
の
血
を
引
く38

。
彼
ら
に
は
つ
ね
に
神
、
神
々
の
息
子
、
神
に
も
似

た
、
と
い
っ
た
枕
詞
が
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
つ
、
あ
る
言
語

事
実
が
示
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
詩
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
、

﹁
英
雄
﹂
と
い
う
物
語
的
人
物
に
慣
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ホ
メ
ー
ロ

ス
で
は
﹁
英
雄
﹂︵hêrôs)

と
い
う
語
は
使
わ
れ
す
ぎ
て
単
な
る
敬
称
に

落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
︵
こ
の
語
に
つ
い
て
は
本
書
の
二
部
﹃
語
彙
﹄
の

な
か
に
語
源
の
説
明
あ
り39

︶。
慣
用
が
語
源
的
意
味
か
ら
遠
く
な
っ
て
い

る
様
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の seigneur (

殿
︶、
英
語
の lord (

卿
︶
と
同
じ

で
あ
る
。

　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
を
翻
訳
し
た
ダ
シ
エ
夫
人M

m
e D

acier 40

は
、
至
る

所
に
王
侯
貴
族
を
見
い
だ
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
真
実
か
ら
遠
い
わ
け
で

は
な
い
。
現
代
の
我
が
国
の
翻
訳
者41

は
、
ギ
リ
シ
ャ
と
ト
ロ
イ
ア
の
戦
士
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を
、
血
の
時
代
の
現
代
人
、
野
蛮
と
殺
人
の
時
代
の
粗
野
な
人
間
に
し
て

い
る
が
、
夫
人
は
彼
ら
と
違
い
、
こ
の
人
為
的
社
会
の
精
髄
を
誤
解
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
の
英
雄
は
高
貴
な
生
ま
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
勇
気
を

持
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
主
な
者
に
は
そ
れ
に
劣
ら
な
い
長
所
が
あ

る
。
弁
舌
の
才
能
で
あ
る
。
行
動
と
弁
舌
、
こ
の
永
遠
の
対
立
命
題
は

ギ
リ
シ
ャ
の
文
人
に
は
な
じ
み
の
も
の
だ
が
、
す
で
に
ホ
メ
ー
ロ
ス
に
存

在
し
て
い
る
。
ア
キ
レ
ウ
ス
は
こ
の
双
方
に
秀
で
る
た
め
家
庭
教
師
ケ
イ

ロ
ー
ン42

に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
、
と
わ
ざ
わ
ざ
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

そ
う
だ
ろ
う
。
ア
ゴ
ラ︵
演
説
広
場
︶の
生
活
は
す
で
に
十
分
に
組
織
化
さ

れ
て
い
る
。
詩
人
は
我
々
を
、
あ
る
と
き
は
元
老
た
ち
の
会
議
に
、
ま
た

あ
る
と
き
は
人
民
会
議
に
立
ち
会
わ
せ
て
く
れ
る
。
作
法
は
つ
ぎ
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
聖
な
る
人
物
で
あ
る
伝
令
は
会
議
を
招
集
し
、
言
葉
を

言
う
権
利
を
正
当
に
有
す
る
印
で
あ
る
笏
杖
を
弁
士
に
手
渡
す
。
す
ぐ
れ

た
弁
士
は
だ
れ
か
、
か
れ
ら
の
弁
舌
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
か
、
聴

衆
は
前
も
っ
て
知
っ
て
い
る
。
メ
ネ
ラ
ー
オ
ス
は
、
言
葉
は
激
し
く
お
こ

り
っ
ぽ
い
。
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
、
話
し
始
め
る
前
は
取
る
に
足
り
な
い
、

ほ
と
ん
ど
愚
鈍
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
一
度
立
ち
上
が
る
と
彼

に
比
肩
さ
れ
う
る
人
間
は
い
な
い
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
言
語
に
は
、
こ
の
弁

舌
の
い
ろ
い
ろ
な
綾
を
示
す
語
彙
が
あ
る
。
皮
肉
、
ほ
の
め
か
し
を
示
す

名
前
が
あ
る
。
み
ん
な
の
前
で
し
ゃ
べ
る
、
と
い
う
習
慣
は
と
て
も
大
き

な
も
の
で
、﹁
長
広
舌
を
ふ
る
う
﹂
と
﹁
話
す
﹂
の
区
別
は
も
は
や
な
い
。

ペ
ー
ネ
ロ
ペ
イ
ア
が
自
分
の
乳
母
と
密
談
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
用
い
ら

れ
る
動
詞
は
﹁
公
言
す
る agoreuô

﹂
で
あ
る
。
こ
の
種
族
に
生
れ
つ
き

の
も
の
で
あ
る
弁
舌
の
才
能
は
、
さ
ら
に
教
育
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
。
ケ

イ
ロ
ー
ン
に
育
て
ら
れ
た
ア
キ
レ
ウ
ス
の
よ
う
に
、
テ
ー
レ
マ
コ
ス
は
メ

ン
ト
ー
ル
に
、
ア
イ
ネ
ー
ア
ー
ス
は
ア
ル
カ
ト
オ
ス
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ

た
。

　

さ
て
、
す
で
に
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
学
者
に
強
い
印
象
を
与
え
た

﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
の
特
徴
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
詩
の
い
く
つ
か

の
箇
所
に
は
教
育
的
性
格
が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
模
範
、
手
本
と
な
る
べ
き
人
物
像
を
詩
人
は
な
ぞ
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
二
十
二
歌
の
戦
車
競
争
に
お
け
る
ネ
ス
ト
ー
ル
の
演
説
、
あ
る
い
は

十
九
歌
で
、
腹
の
減
っ
た
部
隊
を
戦
い
に
連
れ
て
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と

言
う
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
長
広
舌
、
あ
る
い
は
ま
た
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
の
、

話
始
め
に
は
ど
ん
な
に
練
達
の
弁
士
で
も
考
え
の
糸
を
失
っ
て
し
ま
う
か

ら
話
を
中
断
す
る
な
、
と
い
う
頼
み
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
新
し
い
部
分

だ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
古
い
部
分
に
お
い
て
、
す
で
に
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー

ン
は
完
璧
な
将
軍
、
総
司
令
官
の
模
範
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。
自
分
の

陣
営
の
守
備
を
固
め
る
た
め
に
細
心
の
注
意
を
は
ら
い
、
自
分
の
部
隊
の

士
気
を
維
持
す
る
た
め
に
将
兵
各
々
に
適
切
な
言
葉
を
用
い
、
必
要
に

よ
っ
て
は
、
指
揮
官
と
し
て
の
苦
労
の
哲
学
を
短
く
ま
と
め
る
こ
と
さ
え

で
き
る
。
彼
は
あ
る
負
け
い
く
さ
の
翌
日
、
弟
︵
メ
ネ
ラ
ー
オ
ス
︶
に
言

う
。﹁
連
中
を
元
気
づ
け
て
や
れ
。
お
の
お
の
の
名
前
と
そ
の
親
の
名
前

を
言
っ
て
部
下
を
元
気
づ
け
て
や
れ
。
彼
ら
を
讃
え
ろ
。
だ
が
自
慢
し
て
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は
だ
め
だ
。
ど
に
か
く
仕
事
を
す
る
こ
と
だ
。
こ
の
惨
め
な
定
め
は
ゼ
ウ

ス
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
た
も
の

な
の
だ
﹂43

。
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
格
言
詩
、
教
訓
詩
で
あ
る
。

　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
に
太
古
の
感
じ
を
与
え
て
い
る
も
の
は
、
な
か
ん
ず

く
戦
闘
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
歴
史
時
代
の
ギ
リ
シ
ャ
で
は
も
は
や

用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
戦
術
、
前
七
世
紀
、
前
六
世
紀
の
ど
ん
な
文
学
作

品
に
も
、
さ
ら
に
は
ア
ル
キ
ロ
コ
ス44

、
ア
ル
カ
イ
オ
ス45

、
テ
ュ
ル
タ
イ
オ

ス46

な
ど
の
戦
争
詩
で
も
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
戦
術
が
あ
る
。
戦
車
の
こ

と
で
あ
る
。
逆
に
ト
ロ
イ
ア
平
原
で
は
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

騎
馬
の
術
は
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
で
は
言
及
さ
れ
な
い
。

　

こ
の
戦
車
の
出
所
は
ど
こ
か
？　

ル
ー
ブ
ル
や
大
英
博
物
館
の
部
屋

を
歩
き
回
っ
て
い
る
人
は
答
え
に
窮
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
戦

車
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
直
接
的
に
、
エ
ジ
プ
ト
と
ア
ッ
シ
リ
ア
の
浮

彫
り
か
ら
来
て
い
る
。
完
全
な
一
致
だ
。
し
っ
か
り
と
一
体
化
し
た
二
人

の
戦
士
が
前
部
に
立
ち
、
一
人
は
手
綱
を
握
り
、
も
う
一
人
は
手
投
げ
や

り
を
振
り
回
し
て
い
る
。
昔
の
い
さ
お
し
で
頭
を
満
た
し
て
い
る
吟
遊
詩

人
は
、
こ
れ
が
昔
の
戦
い
の
い
で
た
ち
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
に
違
い
な

い
。
こ
う
し
た
彫
刻
を
彼
の
出
身
地
で
よ
く
見
た
か
ら
か
、
近
く
の
ク
レ

タ
島
や
、
キ
プ
ロ
ス
で
同
じ
よ
う
な
も
の
を
見
つ
け
た
か
ら
か
、
あ
る
い

は
そ
う
し
た
も
の
を
う
わ
さ
で
知
っ
た
だ
け
か
ら
な
の
か
、
彼
は
名
前
の

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
英
雄
が
こ
う
し
て
戦
っ
て
い
た
と
思
っ
て
い
た
に
違

い
な
い
。
こ
う
し
た
同
一
化
は
い
つ
の
時
代
に
も
よ
く
あ
る
こ
と
だ
。
オ

リ
エ
ン
ト
に
は
今
日
で
も
な
お
、
そ
の
多
く
の
例
が
あ
る
。
ペ
ル
シ
ャ
で

は
、
描
か
れ
た
り
、
彫
ら
れ
た
り
し
た
戦
士
の
顔
に
は
す
べ
て
ル
ー
ス
テ

ンRoustem

と
か
フ
ェ
リ
ド
ゥ
ー
ンFéridoun

47

と
い
う
名
が
つ
い
て
い

る
が
、
吟
唱
師
に
と
っ
て
は
こ
れ
ら
の
浮
き
彫
り
が
表
し
て
い
る
の
は
ア

キ
レ
ウ
ス
や
グ
ラ
ウ
コ
ス48

あ
る
い
は
、
何
度
と
な
く
称
揚
さ
れ
た
他
の
英

雄
の
だ
れ
か
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
同
一
化
は
、
歌
に
古
い
神
話
的
名
残

が
混
じ
る
の
で
一
層
容
易
に
な
る
の
で
あ
る
。
中
世
が
、
甲
冑
に
身
を
か

た
め
た
人
に
よ
っ
て
擬
人
化
さ
れ
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
の
英
雄
時
代
は
、

繋
駕
の
馬
車
を
操
る
こ
う
し
た
立
っ
た
姿
勢
の
戦
士
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ

た
。
現
在
で
も
な
お
見
つ
か
る
七
宝
、
宝
石
、
沈
み
彫
り
に
似
た
無
数
の

小
物
に
は
す
べ
て
同
じ
よ
う
な
場
面
が
模
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
エ

ジ
プ
ト
、
あ
る
い
は
フ
ェ
ニ
キ
ア
か
ら
商
売
で
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
だ
が
、

詩
人
に
と
っ
て
は
模
写
の
原
型
で
あ
り
証
拠
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
う
い
う
わ
け
で
早
脚
で
名
高
い
ア
キ
レ
ウ
ス
は
ふ
だ
ん
徒
足
で
戦
う

の
で
あ
り
、
ま
た
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
、
メ
ネ
ラ
ー
オ
ス
、
イ
ー
ド
メ
ネ
ウ

ス
は
エ
ジ
プ
ト
風
の
英
雄
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
戦
車
の
表
現
に
は

見
か
け
以
上
の
重
要
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
一
対
一
の
戦
闘
が
限
り

な
く
続
く
と
い
う
、
こ
の
詩
全
体
の
調
子
が
こ
れ
で
決
ま
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
お
互
い
に
助
け
合
う
と
か
、
戦
友
を
呼
ば
わ
る
こ
と
は
な
い
。
正
規

で
訓
練
さ
れ
た
大
部
隊
が
お
互
い
に
作
戦
し
合
う
時
代
、
何
百
年
も
ま
え

か
ら
、
小
ア
ジ
ア
で
は
、
ア
ッ
シ
リ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
の
軍
隊
は
近
く
か
ら

見
ら
れ
知
ら
れ
て
い
た
時
代
に
、
ギ
リ
シ
ャ
人
と
ト
ロ
イ
ア
人
の
戦
い
は

一
連
の
騎
士
道
的
い
さ
お
し
と
い
う
形
態
で
人
々
の
記
憶
に
定
着
し
た
の
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で
あ
っ
た
。

　

ホ
メ
ー
ロ
ス
の
詩
の
真
実
を
、
比
喩
的
事
跡
と
一
致
す
る
か
ど
う
か
で

証
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
ど
の
程
度
の
誤
り
が
生
ま
れ
、
ど
ん
な
ひ
ど
い

悪
循
環
に
陥
る
か
が
今
や
わ
か
る
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
は
戦
士
の
い
で
た
ち
を

細
か
く
長
々
と
描
写
す
る
。
彼
は
戦
士
の
武
具
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
品
に
ま

で
注
意
を
払
っ
て
悦
に
入
る
。
こ
れ
が
自
分
と
同
時
代
の
戦
士
の
い
で
た

ち
だ
と
し
た
ら
、
そ
ん
な
所
に
ま
で
彼
は
注
意
を
払
わ
な
い
だ
ろ
う
。
現

在
の
モ
ノ
を
記
そ
う
と
い
う
こ
と
は
、
文
学
で
は
後
世
の
思
い
つ
き
で
あ

る
。
詩
人
に
望
ま
れ
て
い
た
も
の
、
詩
に
求
め
ら
れ
て
い
た
も
の
は
、
勇

者
、
昔
の
伝
説
的
英
雄
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
の
文
体
に
移
ろ
う
。
規
則
正
し
く
静
か
な
歩
調

で
歩
む
文
体
、
最
も
俗
な
モ
ノ
の
前
で
も
退
か
ず
、
ま
た
い
き
な
り
思
い

が
け
な
い
と
き
に
非
常
に
高
潔
な
思
想
ま
で
持
ち
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
か
ら

極
め
て
自
然
に
ふ
だ
ん
の
足
取
り
に
戻
る
文
体
。
こ
の
語
り
の
様
式
の
見

事
さ
の
説
明
と
し
て
、
稀
な
る
詩
的
才
能
を
想
定
す
る
の
は
十
分
で
は
な

い
。
形
式
が
ず
っ
と
以
前
か
ら
柔
軟
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
認
め
ね

ば
な
ら
な
い
。
詩
人
と
伝
統
と
が
同
時
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

詩
人
に
負
う
て
い
る
の
は
、
語
り
の
枠
の
大
き
さ
、
性
格
の
真
実
性
、
行

動
の
面
白
さ
、
全
体
の
調
和
で
あ
る
。
伝
統
に
負
う
も
の
は
、
詩
の
韻
律
、

豊
富
な
語
彙
、
豊
か
な
文
法
形
態
、
人
生
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
の
た
め
の
こ

な
れ
た
表
現
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
枕
詞
と
定
着
し
た
婉
曲
表
現
の
使
用

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
な
く
し
て
こ
れ
ほ
ど
の
規
模
の
作
品
は
考
え

ら
れ
ず
、
ま
た
詩
人
の
才
能
な
く
し
て
は
、
連
作
詩
人
の
平
凡
な
作
詩
に

行
き
つ
く
だ
け
だ
っ
た
。

　

叙
事
詩
の
長
期
に
わ
た
る
試
作
期
間
が
先
行
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
の
証
拠
と
し
て
、
絶
え
ざ
る
語
り
か
ら
流
れ
出
る
紋
切
り
型
の
熟
語
が

あ
り
、
し
き
た
り
と
な
っ
て
い
る
た
め
気
取
り
を
感
じ
さ
せ
な
い
が
、
か

な
り
奇
妙
な
口
調
が
あ
る
。
戦
い
は
ふ
つ
う
、﹁
ア
レ
ー
ス
︵
戦
い
の
神
︶

の
狂
騒
﹂、
死
は
﹁
宿
命
の
日
﹂
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
肥
沃
な
領
地

は
﹁
農
耕
の
乳
房
﹂49

、
経
験
豊
富
な
指
導
者
は
﹁
山
道
﹂
あ
る
い
は
、﹁
戦

争
の
通
路
﹂
を
知
る
、
と
表
現
さ
れ
る
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
名
の
下
で
有
名

に
な
っ
た
枕
詞
﹁
魚
影
豊
か
な
﹂
海
、﹁
単
蹄
の
﹂
馬
、﹁
脚
を
曲
げ
て
歩

む
﹂
牛
。
こ
れ
ら
は
詩
的
試
行
の
長
い
過
去
か
ら
生
ま
れ
た
澱
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
よ
く
言
わ
れ
た
よ
う
な
外
界
の
無
意
識
的
な
投
影
を
見
て
は
な

ら
な
い
。
見
る
べ
き
も
の
は
む
し
ろ
、
作
詩
の
習
慣
か
ら
生
じ
る
よ
う

な
、
あ
る
い
は
記
憶
の
す
き
間
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
か
す
な
思
い
出
で
あ

る
。
時
に
は
こ
の
枕
詞
は
具
合
が
悪
い
と
き
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

兜
の
緒
を
語
っ
て
い
る
時
に
、﹁
残
酷
に
殺
さ
れ
た
﹂
牛
の
話
が
出
て
く

る
。﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
の
冒
頭50

で
は
、
ア
イ
ギ
ス
ト
ス
の
犯
罪51

が
想

起
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
そ
の
と
き
に
、
彼
は
﹁
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な

い
男
﹂
と
呼
ば
れ
る
。
す
り
減
っ
た
歯
車
の
よ
う
に
、
詩
句
が
ひ
と
り
で

に
滑
っ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
が
表
現
し
て
い
る
も
の
は
詩
的
時
代
の
成
熟
期

で
あ
り
、
あ
け
ぼ
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
作
品
に
用
い
ら
れ
て
い

る
形
式
が
徹
頭
徹
尾
、
六
脚
韻
で
あ
る
の
を
見
る
と
、
こ
の
こ
と
を
疑
う
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こ
と
は
で
き
な
い
。
ヴ
ィ
ラ
モ
ヴ
ィ
ッ
ツW

ilam
ow

itz 52

が
示
し
て
い
る

よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
様
々
な
韻
律
法
の
う
ち
、
六
脚
韻
と
い
う
の

は
、
最
も
厳
格
な
規
則
下
に
あ
る
韻
律
法
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
詩

人
の
自
由
に
任
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
わ
ず
か
な
部
分
で
あ
り
、
長
音
、
短

音
の
場
所
は
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る
。
韻
律
の
決
ま
り
も
こ
れ
に

劣
ら
ず
厳
格
で
あ
る
。
一
つ
の
長
音
が
短
音
二
つ
に
等
し
い
と
い
う
原
則

は
も
ち
ろ
ん
な
に
か
勝
手
に
決
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
子
音
の
二
連
続

は
音
節
を
長
め
る
と
い
う
原
則
も
こ
れ
に
劣
ら
ず
習
慣
的
な
も
の
だ
。
実

際
、
民
衆
か
ら
出
た
詩
に
耳
を
傾
け
る
と
、
そ
こ
に
は
様
々
な
韻
律
、
リ

ズ
ム
が
あ
り
、
長
音
化
あ
り
、
短
音
化
あ
り
、
音
節
全
体
の
削
除
が
あ
っ

て
、
叙
事
詩
の
六
脚
韻
の
決
ま
っ
た
韻
律
法
か
ら
は
遠
い
と
こ
ろ
に
位
置

し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
十
二
脚
韻
詩
と
同
様
、
六
脚
韻
詩
は
長
い
進
化

の
結
果
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

こ
の
韻
律
の
理
由
そ
れ
だ
け
で
、﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
は
独
立
し
た
小
詩

を
並
べ
た
も
の
だ
と
考
え
る
ラ
ッ
ク
マ
ンLachm

ann
の
説
を
反
駁
す
る

に
十
分
だ
ろ
う
。
言
語
の
均
一
性
は
厳
密
に
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
よ

い
。
と
い
う
の
は
、
自
分
の
方
言
に
す
べ
て
を
移
し
込
ん
だ
最
後
の
吟
遊

師
が
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
だ
か
ら
。
し
か
し
は
る
か
昔
か
ら
記
憶
に
ゆ

だ
ね
ら
れ
、
人
々
の
賞
賛
に
よ
っ
て
固
ま
っ
た
作
品
を
、
た
っ
た
一
種
の

同
じ
韻
律
に
は
め
込
も
う
と
す
る
韻
律
師
が
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　

ホ
メ
ー
ロ
ス
の
言
語
は
そ
れ
で
も
驚
き
を
引
き
起
こ
す
よ
う
に
作
ら
れ

て
い
る
。
い
た
る
所
で
発
見
が
な
さ
れ
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
さ
ま
ざ
ま
な
方

言
の
サ
ン
プ
ル
が
増
え
て
来
て
い
る
が
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
方
言
と
い
う
の
は

ま
だ
ど
こ
に
も
見
つ
か
ら
な
い
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
言
葉
の
音
声
学
的
不
安

定
さ
、
文
法
形
式
の
不
統
一
に
言
語
学
者
は
面
喰
ら
っ
て
来
た
。
こ
の
不

規
則
性
を
説
明
す
る
た
め
様
々
な
説
が
出
さ
れ
た
。
し
ま
い
に
は
吟
遊
師

は
、
そ
の
聴
衆
集
団
に
よ
っ
て
詩
の
言
葉
を
変
え
、
最
終
編
集
の
と
き
に

こ
う
し
た
絶
え
ざ
る
入
れ
替
え
の
跡
が
残
っ
た
の
だ
と
想
定
さ
れ
た
。
あ

り
え
な
い
説
明
で
は
な
い
。
し
か
し
言
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

こ
の
入
れ
替
え
の
し
き
た
り
は
古
く
か
ら
の
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、

こ
の
入
れ
替
え
に
よ
っ
て
一
種
の
混
合
言
語
が
生
ま
れ
、
吟
遊
詩
人
た
ち

が
そ
こ
か
ら
自
分
に
都
合
の
よ
い
形
を
選
び
取
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
詩
は
こ
の
混
合
言
語
で
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ

の
言
語
が
こ
の
叙
事
詩
の
言
葉
だ
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
し
て
我
が
国
の
ト

ル
ー
バ
ド
ゥ
ー
ル
︵
吟
遊
詩
人
︶
は
二
世
紀
の
間
、
カ
タ
ロ
ニ
ア
語
、
プ

ロ
ヴ
ァ
ン
ス
語
、
ま
た
イ
タ
リ
ア
語
の
形
が
見
ら
れ
る
リ
モ
ー
ジ
ュ
語

︵
南
仏
語
の
一
つ
︶
で
作
詩
し
た
。

　

次
の
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
デ
ィ
ガ
ン
マ53

の
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
十
八
世
紀
、
ベ
ン
ト
レ
ー Bentley

54

に
よ
っ
て
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
な

か
に
推
定
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
正
直
な
学
者
を
大
い
に
と
ま
ど
わ
せ
て
き

た
。
彼
ら
は
︵
語
形
、
韻
律
ほ
か
の
説
明
の
︶
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
こ
れ
を

便
法
と
し
た
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ガ
ン
マ
と
は
、
詩
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
、

ergon (

仕
事
︶
に
対
し
て w

ergon 

と
い
う
よ
う
に
、
あ
る
種
の
語
頭
に

想
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
Ｖ (

英
語
の
Ｗ
の
音
︶
の
文
字
の
こ
と
で
あ

る
。﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
時
期
を
確
定
す
る
方
法
が
こ

の
文
字
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
研
究
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
こ
の
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方
法
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
文
字
が
あ
る
べ
き
と

こ
ろ
す
べ
て
に
こ
れ
を
再
現
す
る
こ
と
は
作
詩
法
で
は
許
さ
れ
な
い
だ
け

で
な
く
、
こ
の
文
字
は
そ
れ
だ
け
で
は
古
い
時
代
の
証
拠
と
は
な
ら
な
い

ら
し
い
の
で
あ
る
。
あ
る
方
言
は
こ
の
デ
ィ
ガ
ン
マ
を
四
世
紀
ま
で
保
持

し
た
。
こ
の
し
る
し
を
信
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
ホ
メ
ー

ロ
ス
よ
り
古
い
時
代
の
碑
文
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
ホ

メ
ー
ロ
ス
詩
で
は
、
い
ま
に
も
消
滅
す
る
ば
か
り
の
音
の
よ
う
に
、
そ
れ

が
用
い
ら
れ
た
り
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
り
し
て
い
る
と
き
、
こ
う
し
た
分

節
を
示
す
べ
く
非
常
に
確
か
な
碑
文
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
だ
。

　

私
は
次
の
こ
と
も
ぜ
ひ
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
ホ
メ
ー
ロ

ス
の
テ
キ
ス
ト
が
絶
対
的
な
確
実
さ
を
持
つ
と
決
し
て
考
え
て
は
な
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
。
人
口
に
膾
炙
し
た
こ
の
詩
に
は
、
必
然
的
に
新
語
が

混
じ
り
込
ん
だ
り
、
あ
る
節
が
改
変
さ
れ
た
り
、
ま
た
別
の
節
は
消
え
て

し
ま
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
い
く
つ
か
意
義
深
い
警

告
が
存
在
す
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
ま
で
到
達
し
た
版
に

は
欠
け
て
い
る
詩
句
を
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
か
ら
引
い
て
い
る
。
エ
ジ
プ
ト

で
見
つ
か
っ
た
パ
ピ
ル
ス
文
書
に
は
か
な
り
多
く
の
異
文
が
あ
る
。
ホ

メ
ー
ロ
ス
の
言
語
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
若
返
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
の
だ
。

し
か
し
留
保
は
あ
る
程
度
必
要
だ
。
こ
の
懐
疑
主
義
を
押
し
進
め
、
現
在

の
あ
る
ド
イ
ツ
人
の
批
評
家
の
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
原
テ
キ
ス
ト
に
あ
っ

た
詩
句
は
一
行
た
り
と
わ
れ
わ
れ
は
持
た
な
い
、
と
ま
で
言
っ
て
は
な
ら

な
い
。

　

今
度
は
、
な
ぜ
現
代
の
批
評
家
が
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
歌
を
あ
ま
り
に
遠
い

過
去
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
の
二
つ
目
に
つ
い

て
述
べ
た
い
。
こ
の
理
由
は
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
そ

の
な
か
で
育
っ
た
文
学
理
論
、
と
く
に
、﹁
民
衆
叙
事
詩
﹂Folksepik 

と

い
う
考
え
か
ら
生
じ
て
い
る
。
こ
の
種
の
考
え
ほ
ど
魅
力
的
な
も
の
は
な

い
。
し
か
し
そ
れ
は
真
実
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
考
え
を
流
行
ら
せ
た
最
初
の
人
は
ヴ
ォ
ル
フW

olf

で
は
な

い
。
彼
の
前
に
、
イ
タ
リ
ア
人
の
ヴ
ィ
ー
コ V

ico

55

、
デ
ン
マ
ー
ク
人
の

ツ
ォ
ェ
ガZoega

56

が
あ
る
種
の
巧
み
な
言
葉
で
世
に
紹
介
し
て
い
る
。

　

こ
の
遠
い
時
代
で
は
、
と
彼
ら
は
言
う
、
文
化
は
す
べ
て
の
人
に
と
っ

て
ほ
ぼ
同
一
で
あ
っ
た
。
あ
る
者
が
知
っ
て
い
る
こ
と
は
他
の
者
も
知
っ

て
い
た
。
お
の
お
の
の
中
に
す
べ
て
の
民
族
の
合
一
さ
れ
た
力
が
生
き
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
同
じ
歌
が
こ
こ
あ
す
こ
と
沸
き
上
が
っ
た
。
最
初
の

歌
い
手
が
見
い
だ
し
た
も
の
を
、
別
の
歌
い
手
が
引
き
継
ぎ
、
発
展
さ
せ
、

さ
ら
に
美
化
し
た
。
歌
は
言
語
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
間

の
共
同
作
業
で
あ
る
。
人
民
全
体
が
ホ
メ
ー
ロ
ス
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら

個
々
の
作
品
は
融
合
し
、
全
体
を
構
成
し
た
。
最
後
に
、﹁
組
み
立
て
人
﹂

ホ
メ
ー
ロ
ス
︵
こ
の
名
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
意
味
で
あ
っ
た
、
と
付
け

加
え
ら
れ
た
︶
が
す
べ
て
を
収
集
し
た
。
生
き
残
る
価
値
の
な
い
作
品
は

消
え
、
忘
れ
去
ら
れ
た
。

　

ヘ
ル
ダ
ー H

erder 57

が
そ
の
熱
狂
を
吹
き
込
み
、
ヴ
ォ
ル
フW

olf

が
学

識
の
権
威
で
裏
付
け
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
考
え
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見

方
に
な
に
か
魅
力
的
な
も
の
が
あ
る
こ
と
は
繰
り
返
し
て
言
う
が
、
今
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日
、
民
衆
詩
と
い
う
も
の
の
真
の
性
格
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
、

ツ
ォ
ェ
ガZoega

や
ヴ
ィ
ー
コV

ico

の
時
代
よ
り
も
っ
と
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。

　

ま
ず
民
衆
詩
は
短
い
。
二
十
四
巻
の
構
成
が
民
衆
詩
か
ら
な
る
と
す
る

と
は
気
違
い
沙
汰
で
あ
る
。
一
連
の
独
立
小
詩
を
想
定
す
る
に
し
て
も
、

民
衆
詩
神
の
程
度
を
越
え
る
。

　

民
衆
の
口
か
ら
出
て
来
た
本
当
の
歌
を
読
ん
で
み
る
が
よ
い
。
た
と
え

少
し
手
を
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
パ
ー
シ
ー Percy

58

や
ブ
レ
ン

タ
ー
ノBrentano

59

の
選
集
で
読
ん
で
み
る
と
よ
い
。
民
衆
の
詩
の
言
葉

は
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
、
不
明
瞭
で
あ
り
、
物
語
風
な
と
こ
ろ
は
ち
っ
と
も

な
く
、
場
面
描
写
は
も
っ
と
ひ
ど
い
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
短
い
対
話
と
、

ま
っ
た
く
不
適
当
な
細
部
が
あ
る
。
民
衆
詩
に
は
、
探
そ
う
と
し
な
く
て

も
感
動
的
な
語
は
見
つ
か
る
が
、
長
く
筋
が
通
っ
た
場
面
は
見
つ
か
ら
な

い
。
ふ
つ
う
民
衆
詩
に
一
番
欠
け
て
い
る
も
の
は
脈
絡
で
あ
る
。
一
つ
の

語
、
一
つ
の
暗
示
、
一
つ
の
母
音
の
繰
り
返
し
で
、
民
衆
詩
は
軌
道
か
ら

外
れ
て
し
ま
う
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
詩
は
ま
っ
た
く
こ
の
逆
で
あ
る
。
語
り

の
一
貫
性
、
と
き
ど
き
秀
で
た
知
性
の
日
の
光
の
よ
う
な
も
の
に
彩
ら
れ

る
思
考
の
こ
の
不
変
の
落
ち
着
き
、
こ
う
し
た
も
の
を
民
衆
詩
に
認
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
を
民
衆
詩
に
求
め
る
の
は
不
当
で
あ
ろ
う
と
付

け
加
え
て
お
き
た
い
。

　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
の
作
者
に
先
行
す
る
者
が
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ

と
を
信
じ
る
者
は
だ
れ
も
い
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
彼
自
身
、
メ

レ
ア
グ
ロ
ス60

と
か
、
ベ
レ
ロ
ポ
ン
テ
ー
ス
の
よ
う
な
他
の
英
雄
の
讃
歌
で

あ
る
︵
古
い
︶
詩
に
言
及
し
て
い
る
か
ら
だ
。
一
方
同
じ
よ
う
に
、﹃
イ
ー

リ
ア
ス
﹄
に
は
加
筆
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な
い
。

主
人
︵
聴
衆
︶
の
側
に
自
分
の
場
所
を
確
保
し
た
い
と
い
う
願
望
、
と
く

に
現
地
の
英
雄
が
讃
え
ら
れ
た
ら
喜
ぶ
は
ず
の
聴
衆
を
前
に
し
た
と
き
、

こ
う
し
た
願
望
に
逆
ら
う
に
は
、
吟
遊
師
に
と
っ
て
よ
ほ
ど
の
自
己
否
定

の
気
持
ち
が
必
要
だ
っ
た
ろ
う
。
イ
ー
ド
メ
ネ
ウ
ス
の
武
勲
に
あ
て
ら
れ

た
巻61

は
ク
レ
タ
島
で
は
歓
迎
さ
れ
た
巻
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

言
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
部
分
は
、
ど
こ
か
ら
出
て
き
た

か
わ
か
ら
な
い
数
枚
が
適
当
に
原
文
に
挿
入
さ
れ
る
よ
う
に
、
事
後
、
当

て
ず
っ
ぽ
う
に
こ
の
大
叙
事
詩
に
加
わ
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
全
体
が
ち
ゃ
ん
と
頭
の
な
か
に
あ
る
プ
ロ
の
人
た

ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
、
本
体
に
あ
る
場
所
を
占
め
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
み
て
は
じ
め
て
︵
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
あ
い
だ
で
︶
言
語
と
韻

律
が
相
似
し
、
さ
ら
に
文
体
が
同
一
の
様
相
を
し
て
い
る
わ
け
が
わ
か
る
。

ま
た
部
分
部
分
が
巧
み
な
準
備
、
い
か
に
も
真
実
ら
し
い
記
憶
の
想
起
で

も
っ
て
、
本
体
に
接
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
歌
い

手
の
腕
前
の
せ
い
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
は
船
乗
り
の
詩
、﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
は
兵
士
の
詩

と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
表
現
が
正
し
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。

少
な
く
と
も
説
明
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
詩
に
は
民
衆
は
不
在
で

あ
る
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
言
及
さ
れ
た
と
し
て
も
、
半
句
で
簡
単
に
、

し
か
も
﹁
人
々
は
死
ん
で
行
っ
た
﹂olekonto de laoi 

と
言
わ
れ
る
以
外

の
注
意
は
払
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
長
い
詠
唱
の
対
象
で
あ
る
聴
衆
は
と
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に
か
く
、
忙
し
く
な
い
聴
衆
で
あ
る
。
こ
の
聴
衆
は
、
登
場
人
物
の
系
譜

だ
け
で
は
な
く
、
弁
士
の
演
説
、
人
の
手
か
ら
手
へ
と
移
り
渡
っ
た
笏
杖

の
話
、
何
世
代
も
の
英
雄
の
所
有
物
で
あ
っ
た
兜
の
話
を
聴
く
ヒ
マ
が

あ
っ
た
。
面
白
が
り
、
楽
し
み
た
い
聴
衆
な
の
だ
。
こ
の
聴
衆
は
一
体
ど

う
い
う
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

　

こ
の
聴
衆
が
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
を
描
い
た
も
の
を
ホ
メ
ー
ロ
ス
に
三
度
ま
で
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
ま
ず
、
ピ
ュ
ロ
ス
に
あ
っ
た
メ
ネ
ラ
ー
オ

ス
の
宮
廷62

。
そ
れ
か
ら
、
パ
イ
エ
ー
ケ
ス
人
の
と
こ
ろ
の
ア
ル
キ
ノ
オ
ス63

の
宮
廷64

。
最
後
は
、
イ
タ
ケ
ー
の
テ
ー
レ
マ
コ
ス
の
宮
廷65

で
あ
る
。
詩
人

は
そ
の
た
び
に
そ
こ
に
注
意
を
向
け
描
写
し
て
悦
に
入
る
。
つ
ま
り
、
場

面
を
彼
は
よ
く
知
っ
て
い
て
、
デ
ー
モ
ド
コ
ス66

と
か
ペ
ー
ミ
オ
ス67

の
姿
で

表
さ
れ
て
い
る
の
は
詩
人
自
身
で
あ
る
。
詩
人
は
惜
し
み
な
く
聴
衆
へ
賛

辞
を
送
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
聴
衆
は
笏
杖
を
手
に
す
る
王
以
下
の
者
で

は
な
い
。
集
会
を
主
宰
す
る
者
は
賢
い
王
妃
ア
レ
ー
テ
ー
、
ま
た
の
名
、

ア
ル
キ
ノ
オ
ス
王
の
有
徳
の
王
妃
、
あ
る
い
は
ま
た
ピ
ュ
ロ
ス
の
女
王
、

神
々
し
い
ヘ
レ
ネ
ー
自
身
で
あ
る
。
長
い
列
を
つ
く
り
、
料
理
が
山
と
積

ま
れ
た
食
卓
の
席
に
つ
く
一
方
、
神
か
ら
霊
感
を
受
け
た
歌
い
手
が
神
々

と
英
雄
た
ち
の
出
来
事
を
語
る
、
世
の
中
で
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
喜
び
は
な

い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
﹁
教
養
の
あ
る
﹂︵
こ
の
語
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
︶

聴
衆
で
あ
る
。
昔
の
物
語
へ
の
言
及
も
す
ぐ
さ
ま
理
解
さ
れ
る
。
登
場
す

る
人
物
の
名
を
聴
衆
に
言
う
だ
け
で
十
分
な
の
だ
。
聴
衆
は
か
な
り
の
開

明
的
精
神
の
持
ち
主
で
あ
る
。︵
神
々
の
住
む
︶
オ
リ
ン
ピ
ア
の
話
が
好

き
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
真
っ
正
直
に
と
る
わ
け
で
は
な
い
。

詩
人
は
不
死
身
の
神
々
を
だ
し
に
ひ
そ
か
に
楽
し
む
こ
と
さ
え
で
き
る
の

で
あ
る
。
詩
人
は
新
種
の
話
を
案
出
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
る
の
だ
か

ら
。
例
え
ば
、
詩
人
が
ゼ
ウ
ス
と
︵
そ
の
妻
︶
ヘ
ー
レ
ー
と
の
い
さ
か
い

を
語
る
と
き68

。
あ
る
い
は
女
神
の
ア
プ
ロ
デ
ィ
テ
ー
が
、
ア
レ
ー
ス
と
同

衾
し
た
と
こ
ろ
を
ど
ん
な
工
夫
に
よ
っ
て
捕
ま
え
ら
れ
、
イ
デ
ー
山
の

住
人
︵
神
々
︶
す
べ
て
が
大
喜
び
し
た
か
を
歌
う
と
き69

。
あ
る
い
は
ま
た
、

デ
ィ
オ
メ
ー
デ
ー
ス
に
よ
っ
て
怪
我70

を
負
っ
た
ヴ
ェ
ニ
ュ
ス
神
︵
ア
プ
ロ

デ
ィ
テ
ー
︶
の
嘆
き
を
小
馬
鹿
に
す
る
、
手
に
負
え
な
い
ア
テ
ー
ナ
イ
神

の
か
ら
か
い
、﹁
父
、
ゼ
ウ
ス
よ
、
私
が
あ
な
た
に
こ
う
言
っ
た
ら
気
に

障
る
か
し
ら
？ 

│
│
キ
ュ
プ
リ
ス71

は
た
ぶ
ん
だ
れ
か
ア
カ
イ
ア
の
美
女

︵
ヘ
レ
ネ
ー
の
こ
と
︶
を
引
っ
張
り
込
み
、
な
ん
と
ま
あ
、
自
分
の
す
き

な
ト
ロ
イ
ア
人
た
ち
の
方
へ
連
れ
て
行
こ
う
と
し
て
、
彼
女
の
金
の
留
め

金
に
手
を
回
し
て
可
愛
が
っ
て
い
る
と
き
に
。︵
キ
ュ
プ
リ
ス
は
︶
怪
我

を
し
た
よ
う
で
す
よ
。﹂72

と
語
る
と
き
。

　

く
ち
さ
が
な
い
が
、
卑
俗
で
も
下
品
で
も
な
い
。
み
や
び
の
雰
囲
気
が

全
体
に
た
だ
よ
っ
て
い
る
。
こ
の
詩
の
冒
頭73

で
二
人
の
ギ
リ
シ
ャ
軍
の
長74

が
交
わ
し
合
う
罵
り
の
言
葉
か
ら
物
事
を
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
彼
ら

の
中
で
罵
倒
し
合
っ
て
い
る
の
は
﹁
怒
り
の
神
﹂
で
あ
る
。
ど
ん
な
国
で

も
、
怒
り
は
弁
舌
を
一
、
二
等
下
げ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
数
刻
た
つ
と
、

苦
し
み
で
満
ち
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ア
キ
レ
ウ
ス
は
、
ブ
リ
セ
ー
イ
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ス75

を
引
き
取
り
に
や
っ
て
き
た
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
側
か
ら
の
使
者
た
ち
に

公
正
な
言
葉
を
か
け
る
。﹁
よ
う
こ
そ
お
い
で
下
さ
っ
た
、
伝
令
、
ゼ
ウ

ス
の
使
者
、
そ
れ
に
戦
士
の
諸
君
。
さ
あ
近
う
寄
っ
て
く
れ
。
あ
な
た

方
が
悪
い
の
で
は
な
い
﹂76

。
そ
し
て
ア
キ
レ
ウ
ス
は
彼
ら
を
食
卓
に
招
く
。

一
方
、
今
し
が
た
傲
慢
で
不
当
で
あ
っ
た
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
は
、
後
に

ま
っ
た
く
違
っ
た
日
の
光
の
下
に
姿
を
現
す
。﹁
ア
ル
ゴ
ス
勢
の
皆
の
者
、

聴
い
て
く
れ
。
私
の
言
葉
を
し
っ
か
り
覚
え
て
く
れ
。
ゼ
ウ
ス
、
大
地
、

太
陽
、
そ
れ
に
、
偽
り
の
誓
い
を
罰
す
る
地
獄
の
エ
リ
ニ
ュ
ス
神
に
わ
し

は
誓
う
。
決
し
て
わ
し
の
手
は
ブ
リ
セ
ー
イ
ス
に
触
ら
な
か
っ
た
、
決
し

て
わ
し
は
こ
の
女
の
寝
床
に
は
近
づ
か
な
か
っ
た
。
わ
し
の
幕
舎
で
は
女

は
敬
意
を
も
っ
て
扱
わ
れ
た
。
も
し
わ
し
が
ウ
ソ
を
つ
い
た
ら
、
神
々
が
、

偽
誓
の
罰
と
し
て
の
不
幸
災
難
で
わ
し
を
打
ち
ひ
し
い
で
く
れ
る
よ
う

に
﹂77

。

　

育
ち
の
よ
い
人
間
の
背
負
い
合
う
関
係
が
戦
争
に
よ
っ
て
断
ち
切
ら
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
敵
と
の
関
係
も
礼
節
と
信
義
の
掟
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
て
い
た
。
ヘ
ク
ト
ー
ル
と
ア
イ
ア
ー
ス
は
激
し
く
戦
う
が
、
夜
が
来

る
と
引
き
分
け
ら
れ
る
。﹁
も
う
十
分
で
す
、
お
二
人
と
も
。
こ
れ
以
上

戦
い
は
お
や
め
な
さ
い
。
お
二
人
を
ゼ
ウ
ス
は
同
じ
よ
う
に
可
愛
が
っ
て

お
ら
れ
る
。
お
二
人
の
剛
勇
無
双
は
わ
れ
わ
れ
皆
知
っ
て
お
り
ま
す
。
も

う
夜
が
来
ま
し
た
。
夜
に
は
従
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。﹂
こ
の
よ
う
に
伝
令

︵
イ
ー
ダ
イ
オ
ス
︶が
言
う
の
で
あ
る78

。
す
る
と
ア
イ
ア
ー
ス
が
言
う
﹁
今

度
は
ヘ
ク
ト
ー
ル
が
話
す
番
だ
。
向
こ
う
が
挑
ん
だ
の
だ
。
彼
が
先
に
や

め
る
な
ら
従
お
う
﹂

　

そ
し
て
二
人
が
贈
り
物
を
交
換
し
た
後
、﹁
い
つ
か
ト
ロ
イ
ア
勢
、
ア

カ
イ
ア
勢
の
う
ち
で
こ
う
言
わ
れ
る
だ
ろ
う 

│
│ 

わ
れ
わ
れ
は
激
し
く

反
目
し
戦
っ
た
。
そ
し
て
仲
直
り
し
、
友
と
し
て
分
か
れ
た
と
﹂79

。

　

ヘ
ク
ト
ー
ル
が
中
世
の
典
型
的
人
物
の
仲
間
入
り
し
た
の
は
お
そ
ら
く

偶
然
で
は
な
い
。
思
う
に
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
の
こ
の
美
し
い
場
面
の
記
憶

は
、
翻
訳
や
模
倣
作
に
よ
っ
て
我
が
国
の
騎
士
道
物
語
ま
で
浸
透
し
た
の

で
あ
る
。

　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
に
も
っ
と
も
現
れ
る
感
情
は
愛
と
栄
光
で
あ
る
。
あ

ら
ゆ
る
戦
士
は
後
世
の
者
が
彼
ら
の
面
倒
を
見
る
と
確
信
し
て
い
る
。

﹁
将
来
や
っ
て
来
る
者
が
お
前
達
の
こ
と
を
な
ん
と
い
う
か
考
え
て
見
ろ
﹂

こ
の
思
い
は
何
度
と
な
く
繰
り
返
さ
れ
る80

。
ヘ
ク
ト
ー
ル
が
も
う
だ
め
だ

と
自
覚
し
た
時
、
最
後
の
思
い
は
自
分
に
つ
い
て
人
々
が
持
つ
だ
ろ
う
記

憶
に
つ
い
て
で
あ
る81

。
名
誉
の
感
情
は
近
代
的
な
も
の
だ
と
言
っ
た
人
が

い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
間
違
い
だ
。
名
誉
の
感
情
を
名
付
け
る
た
め
の
表

現
が
ま
だ
見
つ
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
言
葉
が
探
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が

本
当
で
あ
る
。
ア
イ
ア
ー
ス
は
言
う
。﹁
お
お
、
皆
の
者
、
も
の
の
ふ
で

あ
れ
。
戦
さ
で
は
お
互
い
に
恥
の
気
持
ち
を
持
て
﹂82

。　

　

妻
ア
ン
ド
ロ
マ
ッ
ク
の
懇
望
に
ヘ
ク
ト
ー
ル
は
こ
う
答
え
る　

│
│ 

﹁
そ
う
い
う
こ
と
は
す
べ
て
気
に
し
て
お
る
。
し
か
し
恥
を
感
じ
る
の

は
、
ト
ロ
イ
ア
の
男
た
ち
、
そ
れ
に
長
い
ヴ
ェ
ー
ル
の
ト
ロ
イ
ア
の
女
た

ち
に
対
し
て
だ
﹂83

│
│ 

デ
ィ
オ
メ
ー
デ
ー
ス
は
思
わ
ず
こ
う
言
う
﹁
そ

ん
な
こ
と
を
し
た
ら
、
そ
の
う
ち
わ
し
の
敵
︵
ヘ
ク
ト
ー
ル
の
こ
と
︶
は
、

テ
ュ
デ
ウ
ス
の
息
子
︵
自
分
の
こ
と
︶
が
船
に
向
か
っ
て
一
目
散
に
逃
げ
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た
、
と
勝
ち
誇
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
こ
と
に
な
る
く
ら
い
な
ら
、
大
地
が

わ
し
の
下
で
裂
け
て
く
れ
た
ほ
う
が
よ
い
﹂84

。

　

こ
れ
が
ま
だ
教
養
の
な
い
民
族
の
思
い
で
あ
り
、
感
情
で
あ
ろ
う
か
。

お
互
い
に
不
遜
な
挑
戦
の
言
葉
を
投
げ
合
い
、
双
方
と
も
、
な
に
よ
り
も

ま
ず
誇
り
の
掟
を
か
か
げ
た
羽
飾
り
を
付
け
た
戦
士
た
ち
の
う
ち
に
、
私

は
む
し
ろ
騎
士
道
の
最
初
の
現
れ
を
見
る
の
で
あ
る
。
近
代
に
よ
っ
て
付

け
加
わ
え
ら
れ
た
新
し
い
要
素
で
あ
る
愛
の
感
情
を
除
く
と
、
タ
ッ
ソ
ー 

Le Tasse

85

の
登
場
人
物
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
詩
の
も
っ
と
も
不
思
議
な
点
を
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い

と
し
た
ら
、
私
は
躊
躇
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
は
女
の
描
き
方
に
あ
る
と

言
っ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
ペ
ー
ネ
ロ
ペ
イ
ア86

。
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
批
評
家

の
言
う
よ
う
に
、
現
代
の
も
っ
と
も
上
手
な
作
家
で
も
こ
の
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
を
こ
れ
以
上
う
ま
く
は
描
け
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
夫
が
戻
っ
て
来
た

の
に
彼
女
は
、
十
年
の
不
在
の
後
の
彼
を
識
別
で
き
な
い
。
彼
女
は
慎
重

な
女
、
思
慮
深
い
主
婦
、
家
の
た
め
に
ひ
た
む
き
な
母
と
し
て
行
動
し
て

い
る
の
が
わ
か
る
。
ア
ン
ド
ロ
マ
ッ
ク
は
二
箇
所
し
か
現
れ
な
い87

が
、
こ

の
人
物
像
は
忘
れ
が
た
い
。
彼
女
が
夫
に
か
け
る
言
葉88

は
、
一
人
の
妻
が

こ
れ
ま
で
自
分
の
心
か
ら
絞
り
出
し
た
言
葉
の
な
か
で
最
も
感
動
的
で
あ

る
。
ま
た
例
の
見
事
な
性
格
の
ヘ
レ
ネ
ー
、﹃
フ
ァ
ウ
ス
ト
﹄
の
作
者
は

こ
の
性
格
に
驚
嘆
し
、
彼
の
永
遠
の
女
性
像
の
一
つ
に
加
え
た
。
彼
女
は

ト
ロ
イ
ア
の
女
に
な
っ
た
が
、
休
戦
が
成
立
し
た
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
と
、

じ
っ
と
し
て
い
る
こ
と
が
で
き
ず
、
行
っ
て
城
壁
の
高
み
か
ら
ギ
リ
シ
ャ

軍
の
司
令
官
た
ち
を
見
、
彼
ら
の
な
か
に
、
自
分
の
前
夫89

を
見
る
。
彼
女

は
や
さ
し
い
欲
求
に
満
た
さ
れ
、
糸
巻
き
を
捨
て
、
目
を
涙
で
濡
ら
し
て

砦
の
上
に
駆
け
つ
け
る
。
こ
の
同
じ
ヘ
レ
ネ
ー
は
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄

に
も
現
れ
る
。
彼
女
は
す
で
に
ト
ロ
イ
ア
の
人
た
ち
か
ら
離
れ
、
町
の
滅

亡
を
予
感
し
て
い
る
。
一
人
彼
女
だ
け
が
町
の
な
か
に
引
き
入
れ
た
ば
か

り
の
仕
掛
け︵
木
馬
︶に
何
が
隠
さ
れ
て
い
る
か
を
見
抜
い
て
い
る
。
そ
し

て
空
威
張
り
に
も
似
た
大
胆
さ
と
子
供
っ
ぽ
い
い
た
ず
ら
心
か
ら 

│
│ 

こ
れ
は
木
馬
の
な
か
に
隠
れ
て
い
る
兵
士
の
心
胆
を
恐
怖
で
縮
み
上
が
ら

せ
る
の
だ
が 

│
│ 

、
彼
女
は
そ
の
周
り
を
回
り
、
ギ
リ
シ
ャ
軍
の
将
兵

の
名
前
を
彼
ら
の
妻
の
声
色
を
ま
ね
て
呼
ぶ90

。
し
ま
い
に
は
、
彼
女
は
つ

い
に
ス
パ
ル
タ
の
メ
ネ
ラ
ー
オ
ス
の
側
に
い
て
、
愛
さ
れ
敬
わ
れ
て
、
自

分
の
生
涯
の
出
来
事
、
夫
の
誇
り
を
語
っ
て
楽
し
む
。
彼
女
は
ゼ
ウ
ス
の

立
派
な
娘
で
あ
り
、
ま
も
な
く
神
々
の
仲
間
入
り
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
彼
女
の
特
徴
す
べ
て
が
お
そ
ら
く
か
な
ら
ず
し
も
同
じ
作
者
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
ホ

メ
ー
ロ
ス
時
代
の
ギ
リ
シ
ャ
が
﹁
神
々
し
い
ヘ
レ
ネ
ー
﹂
を
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
た
か
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る91

。

　

こ
の
巻
を
作
者
が
、
聴
く
準
備
の
特
別
よ
く
で
き
て
い
る
ど
の
よ
う
な

聴
衆
の
た
め
に
制
作
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
始
め
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
偶
然
集
ま
っ
た
聴
衆
、
単
な
る
通
行
人
の
群
が
り
と
い
う
の
は
論

外
だ
。
こ
の
よ
う
な
条
件
で
は
、
歌
い
手
の
歌
が
生
き
延
び
る
こ
と
は
決

し
て
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
は
、
吟
唱
師
は
エ
リ
ー
ト
か
ら
成
る

聴
衆
、
ア
リ
ス
テ
ー
エ
ス
︵
優
れ
た
者
た
ち
、
貴
族
︶
と
呼
ば
れ
て
い
た

人
々
が
相
手
で
あ
る
。
舞
台
が
ス
ミ
ュ
ル
ナ
あ
る
い
は
ミ
レ
ー
ト
ス92

だ
と
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し
た
ら
、
そ
れ
は
旧
家
の
子
孫
、
家
系
の
先
頭
に
英
雄
あ
る
い
は
神
の
名

が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
人
た
ち
だ
。
そ
し
て
彼
ら
と
並
ん
で
、
商
業
や
海

上
遠
征93

で
富
が
蓄
え
ら
れ
た
こ
う
し
た
国
で
は
当
然
だ
が
、
戦
い
の
指
導

者
た
ち
、
海
賊 pirates

︵
こ
の
語
に
は
敬
称
的
意
味
し
か
な
い
︶、
緋
色

の
布
と
羊
毛
の
卸
商
人
、
エ
ジ
プ
ト
に
小
麦
、
西
の
国
に
は
鉄
や
錫
を
求

め
て
船
を
く
り
出
す
船
主
、
あ
る
い
は
艤
装
業
者
が
想
定
さ
れ
る
。
雑
多

な
聴
衆
だ
が
活
力
が
あ
り
、
神
に
愛
で
ら
れ
て
い
る
民
族
に
ふ
さ
わ
し
く

聡
明
で
好
奇
心
に
満
ち
、
芸
術
を
好
む
聴
衆
だ
。
そ
し
て
、
詩
人
に
描
か

れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
聴
衆
の
類
似
点
だ
け
を
見
て
み
る
と
、
ア
レ
ー
テ
ー
王

妃
︵
ア
ル
キ
ノ
オ
ス
王
の
妻
︶
の
代
わ
り
に
、
古
い
伝
説
の
魅
力
を
す
で

に
よ
く
知
っ
て
い
る
ミ
レ
ー
ト
ス
の
婦
人
、
あ
る
い
は
ス
ミ
ュ
ル
ナ
の
婦

人
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
と
り
わ
け
特
権
的
な
聴
衆
が
、
最
初

に
ア
キ
レ
ウ
ス
の
怒
り
の
歌
あ
る
い
は
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
彷
徨
の
歌
を

詩
人
自
身
の
口
か
ら
聴
く
と
い
う
、
世
に
も
ま
れ
な
る
喜
び
を
持
つ
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
集
ま
り
が
な
に
か
公
的
な
祝
祭
と
関
係
し
て
い
た
可
能
性
は

あ
る
。﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
と
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
が
ア
テ
ー
ナ
イ
ま
で

到
着
す
る
と
、
そ
の
詠
唱
を
ア
テ
ー
ナ
イ
神
の
祝
祭94

に
行
う
こ
と
が
法
律

で
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
位
置
は
こ
の
二
作
品
の
生
ま
れ
た
国
で
置
か
れ
て

い
た
に
違
い
な
い
位
置
と
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
詩
の
長
さ
か
ら
し
て
、

祭
り
は
何
日
間
も
続
い
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。

　

こ
の
創
作
を
通
し
て
な
に
か
本
当
の
出
来
事
が
ま
だ
垣
間
み
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
、
実
際
の
記
憶
、
歴
史
的
事
実
が
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
の
土
台

と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
つ
ね
に
問
わ
れ
て
き
た
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
は
現
実
に
ト
ロ
イ
ア
戦
争
に
参
戦

し
、
登
場
す
る
人
物
を
個
人
的
に
知
り
え
た
と
想
定
し
た
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル95

か
ら
、
こ
の
話
は
太
陽
と
雲
海
と
の
戦
い
が
核
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
考

え
に
傾
い
て
い
る
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー M

ax M
üller 96

ま
で
、
こ
れ
ま

で
あ
ら
ゆ
る
仮
説
が
出
さ
れ
て
き
た
。
登
場
人
物
の
名
前
は
詳
細
に
分
析

さ
れ
、
他
の
民
族
の
英
雄
や
神
と
比
較
さ
れ
た
。
こ
の
作
業
か
ら
十
分
説

得
的
な
も
の
は
な
に
も
生
じ
て
い
な
い
。
多
く
の
歴
史
的
、
地
理
的
、
神

話
学
的
調
査
と
研
究
の
あ
と
、
あ
る
現
代
の
学
者 N

iese 

氏97

は
落
胆
の
あ

げ
く
に
、
ト
ロ
イ
ア
戦
争
は
単
に
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
創
作
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
考
え
を
述
べ
た
が
、
こ
の
あ
き
ら
め
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。
ア
ジ
ア

の
強
大
な
王
国
に
た
い
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
遠
征
と
い
っ
た
、
実
際
の

出
来
事
が
こ
の
作
り
話
の
根
底
に
あ
る
の
は
確
か
ら
し
い
。
こ
の
出
来
事

の
周
り
に
集
ま
っ
た
神
話
や
人
物
が
結
晶
化
し
た
の
だ
が
、
人
物
の
ほ
う

は
数
世
紀
も
前
か
ら
人
々
の
想
像
の
中
に
存
在
し
、
他
の
印
欧
語
族
の

人
々
の
あ
い
だ
で
は
違
っ
た
名
で
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
が
ま
っ

た
く
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
ら
し
い
。
詩
人
は
、
ト
ロ
イ
ア
の
地
形

を
ぼ
ん
や
り
と
は
知
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
平
原
の
様
々
な
場

所
を
名
付
け
て
い
る
し
、
町
の
近
く
を
流
れ
て
い
る
温
水
の
源
泉
の
こ
と

を
語
っ
て
い
る98

。
ア
キ
レ
ウ
ス
と
パ
ト
ロ
ク
ロ
ス99

が
共
に
眠
る
墓
は
、
だ

れ
も
が
知
る
記
念
碑
と
し
て
、
何
度
も
言
及
さ
れ
る
。
ま
た
、
ギ
リ
シ
ャ

勢
が
自
軍
の
防
御
の
た
め
に
海
岸
に
つ
く
っ
た
防
壁
を
、
後
に
神
々
が
、
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恐
れ
か
ら
か
嫉
妬
か
ら
か
、
大
き
な
自
然
災
害
を
起
こ
し
て
破
壊
し
て
し

ま
う
が
、
こ
の
防
壁
に
は
な
に
か
こ
の
土
地
の
伝
統
の
名
残
が
ま
だ
認
め

ら
れ
る
。
ま
っ
た
く
の
空
想
的
状
況
の
中
で
は
あ
る
が
、
な
ん
ら
か
の
現

実
み
を
帯
び
た
よ
う
に
見
え
る
人
物
、
そ
れ
は
︵
ト
ロ
イ
ア
の
︶
プ
リ
ア

モ
ス
王
で
あ
る
。
彼
は
莫
大
な
富
と
壮
大
な
宮
殿
、
百
人
の
妻
と
五
十
人

の
息
子
と
五
十
人
の
婿
を
も
つ
東
洋
風
の
本
物
の
君
主
で
あ
る
。
こ
の
君

主
は
、
一
夫
一
婦
制
が
き
ま
り
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
世
界
、
ま
た
、
浮
気
は

よ
く
あ
る
が
、
正
妻
は
一
人
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
の
神
々
の
世
界
と
は
対
比

を
な
し
て
い
る
。

　

ホ
メ
ー
ロ
ス
の
読
者
を
ま
ご
つ
か
せ
る
も
の
は
、
詩
人
と
そ
の
祖
国
、

そ
の
時
代
に
つ
い
て
の
言
及
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
の
あ
る
登
場
人
物100

の
よ
う
に
、
こ
う
詩
人
に
訊
い

て
み
た
い
も
の
だ
。﹁
お
前
の
氏
素
性
は
な
に
か
、
ど
こ
か
ら
お
い
で
か

教
え
て
お
く
れ
。
お
前
は
お
と
ぎ
話
に
あ
る
よ
う
に
、
樫
の
木
、
あ
る
い

は
石
か
ら
出
て
来
た
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
﹂。
こ
の
さ
わ
が
し
い
数

百
年
の
間
、
優
位
を
争
っ
た
多
く
の
民
族
の
う
ち
、
ど
れ
も
厳
密
に
は
言

及
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
も
な
く
ギ
リ
シ
ャ
の
町
を
従
え
よ
う
と
し
て
い
た

リ
デ
ィ
ア
人101

に
つ
い
て
は
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
は
名
前
を
言
わ
な
い
。
そ
れ
に

つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と
、
メ
オ
ニ
ア
と
い
う
古
い
語
を
探
し

て
く
る
。
カ
リ
ア102

人
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
の
言
葉
は
野
蛮
と
言
う
だ
け
で

あ
る
。
フ
ィ
リ
ジ
ア103

人
は
、
ト
ロ
イ
ア
と
同
盟
を
結
ん
で
い
る
事
実
か
ら

言
及
さ
れ
る
。
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
は
こ
す
い
商
人
と
し
て
引
か
れ
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
だ
け
な
の
だ
。
ギ
リ
シ
ャ
人
の
名
前
を
言
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な

る
と
詩
人
は
ペ
ラ
ス
ゴ
イ
と
か
、
ダ
ナ
オ
イ
、
ア
カ
イ
オ
イ
、
ア
ル
ゲ
イ

オ
イ
の
よ
う
な
、
定
義
の
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
︵
古
い
︶
語
彙
を
用
い

る
の
で
あ
る
。
彼
は
現
在
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　

こ
う
し
た
沈
黙
を
理
由
に
し
て
ホ
メ
ー
ロ
ス
と
い
う
人
格
を
、
彼
の
時

代
や
環
境
の
外
に
置
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
詩
は
同
一

の
国
で
、
同
時
代
の
頃
、
そ
し
て
同
じ
よ
う
な
状
況
の
お
か
げ
で
花
開
い

た
。
こ
の
状
況
は
歴
史
が
記
憶
で
き
る
最
も
す
ば
ら
し
い
知
的
開
花
を
も

た
ら
し
た
。
こ
の
詩
は
、
タ
レ
ー
ス104

が
イ
オ
ニ
ア
哲
学
を
始
め
た
時
代
、

ヘ
カ
タ
イ
オ
ス105

が
最
初
の
歴
史
の
本
を
書
い
た
時
代
、
ア
ル
ク
マ
ン106

や
ミ

ム
ネ
ル
モ
ス107

が
叙
情
詩
を
創
っ
た
時
代
か
ら
そ
れ
ほ
ど
遡
る
も
の
で
は
な

い
は
ず
だ
。
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
よ
り
文
体
の
簡
潔
さ
を
欠
く
が
、
こ
れ

は
時
代
が
遠
い
昔
に
さ
か
の
ぼ
る
か
ら
と
言
う
よ
り
、
む
し
ろ
ジ
ャ
ン
ル

の
違
い
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
ホ
メ
ー
ロ
ス
は
こ
う
し
た
文
学
的
生
産
時

代
の
一
、
二
世
紀
前
に
置
か
れ
よ
う
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
こ

の
間
隔
は
あ
り
そ
う
に
な
い
。
こ
の
よ
う
な
偉
大
な
生
産
の
あ
と
で
こ
う

し
た
休
耕
は
異
常
だ
ろ
う
。
口
承
に
よ
る
伝
承
は
作
品
を
改
良
す
る
よ
り

は
む
し
ろ
、
損
な
い
変
形
さ
せ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る108

。
も
し
﹃
イ
ー

リ
ア
ス
﹄
が
二
世
紀
も
の
口
承
研
修
期
間
を
経
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た

ら
、
い
ま
の
わ
れ
わ
れ
に
到
達
し
て
い
る
原
文
に
見
ら
れ
る
以
上
に
、
こ

の
作
品
に
は
埋
め
草
、
繰
り
返
し
、
合
わ
な
い
枕
詞
、
ま
た
、
あ
や
し
い

エ
ピ
ソ
ー
ド
、
あ
き
ら
か
に
加
筆
さ
れ
た
部
分
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

疑
問
視
は
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
る
情
報
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
二
つ
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の
叙
事
詩
は
ピ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス109

の
こ
ろ110

、
ア
テ
ネ
で
収
集
さ
れ
、
文
字
で

定
着
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
情
報
の
価
値
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
れ
、
だ
い
た
い
こ
の
時
期
を
認
め
、
容
認
し
う
る
最
大
限
の
百
五
十

年
間
の
口
伝
に
よ
る
伝
承
期
間
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ア

ジ
ア
の
ギ
リ
シ
ャ
植
民
地
が
繁
栄
の
真
っ
只
中
で
あ
り
、
独
立
を
ま
だ
享

受
し
て
い
た
時
代
に
行
き
着
く
。
こ
れ
ら
の
数
字
を
最
大
限
認
め
る
と
し

た
ら
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
時
代
を
、
蓋
然
性
を
も
っ
て
推
定
で
き
る
の
は
紀

元
前
七
世
紀
の
始
め
の
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
お
く
。
も
っ
と

遡
り
、
八
世
紀
、
九
世
紀
あ
る
い
は
十
世
紀
ま
で
も
考
え
る
の
は
、
す
で

に
十
分
発
展
し
て
い
る
文
明
の
証
拠
の
す
べ
て
を
認
め
な
い
こ
と
に
な

る
。
形
式
の
わ
ず
か
な
違
い
を
除
き
、
家
族
、
法
、
モ
ラ
ル
と
い
っ
た
ギ

リ
シ
ャ
社
会
の
本
質
的
構
成
要
素
は
す
で
に
ホ
メ
ー
ロ
ス
に
あ
る
。
原
始

的
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄U

r–Ilias 

の
再
構
成
論
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
は
そ
の

試
み
を
議
論
す
る
場
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
五
十
年
前
か
ら
、
多

く
の
明
敏
さ
と
学
殖
が
費
や
さ
れ
た
。
ひ
と
つ
言
い
た
い
こ
と
は
、
一
般

的
に
、
手
直
し
で
古
い
叙
事
詩
が
得
る
も
の
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
と
い

う
こ
と
。
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
は
ぎ
と
ら
れ
、
少
数
の
登
場
人
物
の
あ
い
だ
で

狭
め
ら
れ
、
ま
っ
す
ぐ
に
そ
の
終
末
に
至
る
行
動
で
は
、
そ
の
魅
力
、
す

な
わ
ち
役
者
の
多
様
性
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
、
自
在
な
語
り
、
充
実
し
た
詩

的
感
興
が
失
わ
れ
る
。
最
近
あ
る
批
評
家
は
巻
数
を
四
巻
に
、
登
場
人
物

の
数
を
六
、七
人
に
減
ら
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の
豊
か
な
詩
全
体
が
枝

打
ち
さ
れ
、
裸
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
風
俗
を
野
蛮
に
す
る
こ
と
で
良
い

こ
と
を
し
た
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
る
。
ア
キ
レ
ウ
ス
は
、
情
に
ほ
だ
さ

れ
る
魂
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
敵
の
心
臓
を
自
分
の
犬
に
食
わ
せ
る
。
も

し
こ
う
し
た
も
の
が
初
期
形
の
大
団
円
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
い
っ
た
い
誰

が
そ
の
逆
に
変
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
正
に
石
の
時

代
の
風
習
な
の
だ
。
こ
の
詩
を
、
許
し
の
場
面
と
ト
ロ
イ
ア
婦
人
の
嘆
き

で
終
わ
ら
せ
た
古
代
の
イ
オ
ニ
ア
人
は
も
っ
と
人
間
的
で
あ
っ
た
。

　

私
の
示
し
た
時
代
に
据
え
ら
れ
る
と
、
な
か
ば
博
識
の
作
品
と
し
て

﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
は
不
可
解
な
作
品
で
は
な
く
な
る
。
神
秘
傾
向
の
人
は
、

蓮
が
イ
ン
ド
の
池
か
ら
生
ま
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
が
人
々
の
意
識
か
ら

完
成
さ
れ
た
状
態
で
生
れ
て
く
る
の
が
残
念
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
明

晰
な
思
想
を
愛
す
る
人
は
、﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
詩
が
す
で
に
文
化
と
芸
術

の
時
代
で
あ
っ
た
時
代
に
、
美
し
い
創
作
に
興
味
を
持
つ
人
々
、
伝
説
や

詩
歌
の
愛
好
家
の
あ
い
だ
で
創
ら
れ
た
と
知
っ
て
、
こ
の
詩
を
低
く
評
価

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
様
々
な
時
代
、
様
々
な
民
族
の
叙

事
詩
の
な
か
で
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
は
一
番
で
あ
り
、
最
も
美
し
い
。
し
か

し
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
は
そ
れ
ら
民
族
の
叙
情
詩
と
違
う
も
の
で
は
な
い
。
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註1　

フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ォ
ル
フ1759–1824

、﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
と
﹃
オ

デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
は
時
代
を
異
に
し
た
叙
事
詩
の
断
片
の
組
み
合
わ
せ

に
よ
っ
て
出
来
た
と
い
う
説
を
唱
え
た
ド
イ
ツ
の
言
語
学
者

2　

1772–1829

3　

1785–1863

4　

1823–1899

言
語
学
者
、
哲
学
者

5　

1793–1851

6　

1870

年
発
掘 

7　

1874

年
発
掘

8　

1884

年
発
掘

9　

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
リ
ー
マ
ン(1822–1890)

に
よ
る

10　

ア
キ
レ
ウ
ス
の
戦
車
を
引
く
二
頭
の
不
死
身
の
神
馬
バ
リ
オ
ス
と
ク

サ
ン
ト
ス
。﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
十
九
巻 

408–

417
で
は
、
ク
サ
ン
ト
ス
に

戦
場
で
死
ぬ
こ
と
を
予
言
さ
れ
た
ア
キ
レ
ウ
ス
は
怒
る
。
こ
れ
は
ホ

メ
ー
ロ
ス
で
は
動
物
が
し
ゃ
べ
る
唯
一
の
例

11　

鍛
冶
の
神
ヘ
ー
パ
イ
ス
ト
ス
の
ラ
テ
ン
名

12　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
十
八
巻 

373–

378
。
鍛
冶
の
神
ヘ
ー
パ
イ
ス
ト
ス
の

道
具
は
、
彼
の
意
の
ま
ま
ひ
と
り
で
に
動
く

13　
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
第
六
巻 

20
行
で
は
、
扉
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る

ナ
ウ
シ
カ
ア
の
部
屋
に
﹁
一
陣
の
風
の
よ
う
に
﹂
入
り
込
む
ア
テ
ー
ナ

イ
神
の
姿
が
あ
り
、
二
十
二
巻
201–

207
行
で
は
、
求
婚
者
た
ち
を
逃
が

さ
ず
全
員
殺
戮
す
る
た
め
き
っ
ち
り
閉
め
切
っ
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の

館
に
い
と
も
簡
単
に
ア
テ
ー
ネ
ー
神
は
入
り
込
む

14　

例
え
ば
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
第
七
巻 

58–

60
で
は
、
ト
ロ
イ
ア
側
を
応

援
す
る
ア
ポ
ロ
ー
ン
神
と
ア
カ
イ
ア
勢
を
応
援
し
て
い
る
ア
テ
ー
ナ
イ

神
の
両
神
が
、
禿
鷹
の
姿
を
借
り
て
樫
の
大
木
の
梢
に
止
ま
る

15　

シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
の
軍
隊
が
ス
ペ
イ
ン
遠
征
の
帰
途
、
サ
ラ
セ
ン

軍
︵
実
際
は
バ
ス
ク
人
︶
に
脅
か
さ
れ
た
と
い
う
伝
説
的
事
件
は
、
十

世
紀
の
終
わ
り
、
フ
ラ
ン
ス
最
古
の
武
勲

16　

ア
ー
サ
ー 

＝ 

ジ
ョ
ン
・
エ
ヴ
ァ
ン
スArthur=John Evans

卿
指
揮
下

の
イ
ギ
リ
ス
隊
に
よ
る
ク
ノ
ー
ソ
ス
の
発
掘
は 1900

年
よ
り
始
ま
っ
た

17　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
第
六
巻

18　

プ
ロ
イ
ト
ス
王
は
、
ベ
レ
ロ
ポ
ン
テ
ー
ス
に
誘
惑
さ
れ
た
と
い
う
王

妃
の
讒
言
を
ま
と
も
に
と
っ
た

19　

ト
ロ
イ
ア
王
国
の
町
。﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
第
一
巻
冒
頭
に
登
場
す
る

ク
リ
ュ
セ
ー
ス
の
領
地

20　

ギ
リ
シ
ャ
名
はSkylla

。
シ
チ
リ
ア
・
メ
ッ
シ
ナ
海
峡
に
あ
っ
た
と

さ
れ
る
岩
場
の
名
。
付
近
に
怪
物
が
住
み
、
通
る
船
を
難
破
さ
せ
た
。

隣
接
す
る
大
渦
巻
の
名
は K

harubdis

。
こ
の
難
所
を
辛
う
じ
て
抜
け

る
の
が
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
十
二
巻
目
の
主
題

21　

エ
ー
ゲ
海
、
ダ
ー
ダ
ネ
ル
海
峡
の
入
口
の
近
く
に
あ
る
島

22　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
第
六
巻
297–

304
。
ト
ロ
イ
ア
の
媼
を
連
れ
て
ア
テ
ー

ナ
イ
神
に
祈
る
の
は
ヘ
ク
ト
ー
ル
の
妻
ア
ン
ド
ロ
マ
ケ
ー
で
は
な
く
、

ト
ロ
イ
ア
・
プ
リ
ア
モ
ス
王
の
正
妻
、
王
妃
ヘ
カ
ベ
ー
で
あ
る

23　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
十
八
巻 

203–

216

24　

現
代
ギ
リ
シ
ャ
の
貨
幣
単
位
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
重
さ
の
単
位

︵3.24g)

25　

紀
元
前
八
世
紀
の
リ
デ
ィ
ア
王
。
ヘ
ラ
ク
レ
ー
ス
王
朝
最
後
の
王

26　

紀
元
前
七
世
紀
の
リ
デ
ィ
ア
王
。
ガ
ン
ダ
ウ
レ
ー
ス
の
王
位
を
簒
奪

し
た
と
さ
れ
る
。
メ
ル
ム
ナ
ー
ス
朝
の
始
祖

27　

紀
元
前
六
世
紀
の
リ
デ
ィ
ア
王
。
ギ
リ
シ
ャ
の
賢
者
ソ
ロ
ン
の
友

だ
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る

28　

金
の
重
さ
の
単
位
、
あ
る
い
は
金
貨
そ
の
も
の
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29　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
二
十
三
巻
485
行
目

30　

François Fénelon (1651–1715)

神
学
者
、
詩
人
、
作
家

31　
﹃
テ
ー
レ
マ
コ
ス
の
冒
険
﹄

32　
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
二
十
三
巻
190–

201
行

33　

伝
説
に
よ
れ
ば
、
ト
ロ
イ
ア
戦
争
の
六
十
年
ほ
ど
ま
え
に
ア
ル
カ

デ
ィ
ア
か
ら
ラ
テ
ィ
ウ
ム
に
移
り
住
ん
だ
。
ヴ
ィ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
﹃
ア

イ
ネ
ー
ア
ー
ス
﹄
に
よ
れ
ば
、
ト
ロ
イ
ア
の
滅
亡
後
イ
タ
リ
ア
に
逃
れ

ロ
ー
マ
を
建
設
し
た
ト
ロ
イ
ア
の
王
族
ア
エ
ネ
ー
ア
ー
ス
を
助
け
た

34　
﹃
テ
ー
レ
マ
コ
ス
の
冒
険
﹄
中
の
話

35　
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
六
巻

36　

パ
イ
エ
ー
ケ
ス
人
の
住
む
小
島
に
あ
る

37　
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
第
八
巻
。
パ
イ
エ
ー
ケ
ス
族
の
島
ス
ケ
リ
エ
ー

に
は
十
二
人
を
越
え
る
領
主
が
い
る

38　

乞
食
に
変
装
し
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
エ
ウ
マ
イ
オ
ス
が
会
う
の

は
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
の
十
四
巻
。
自
分
の
身
の
上
話
を
す
る
の
は

十
五
巻
。
こ
の
豚
飼
の
父
は
シ
ュ
リ
エ
ー
島
の
二
つ
の
町
の
統
治
者
で

あ
る

39　

ブ
レ
ア
ル
に
よ
れ
ば
、hêrôs 

の
原
義
は
﹁
昔
の
人
、
祖
先
、
半
神
﹂

40　

1647– 1720

。
彼
女
の
ホ
メ
ー
ロ
ス
作
品
の
翻
訳
は
第
二
次
﹁
新
旧

論
争
﹂
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

41　

今
で
も
権
威
を
持
つ
ホ
メ
ー
ロ
ス
テ
キ
ス
ト
の
注
解
・
ピ
エ
ロ
ン
版

の
出
版
は1869

年
か
ら
。
同
じ
頃
、詩
人
ル
コ
ン
ト
ド
リ
ー
ル
は
﹃
イ
ー

リ
ア
ス
﹄﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
し
出
版
し
て

い
る

42　

神
話
で
は
半
人
半
馬
の
姿
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
ア
キ
レ
ウ
ス
に
弁
舌

の
ほ
か
、
傷
の
治
療
法
を
教
え
た

43　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
第
四
巻
、
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
の
閲
兵
の
場
面
に
こ

の
言
葉
は
な
い
。﹁
親
の
名
を
言
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
戦
士
を
激
励
す
る
﹂

場
面
は
、
ア
キ
レ
ウ
ス
の
戦
線
復
帰
前
、
ヘ
ク
ト
ー
ル
率
い
る
ト
ロ
イ

ア
勢
に
よ
っ
て
追
い
つ
め
ら
れ
、
海
を
背
に
戦
う
ギ
リ
シ
ャ
勢
を
励
ま

す
ネ
ス
ト
ー
ル
の
言
葉
に
あ
る 

│
│
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
十
五
巻 

659–

667

44　

紀
元
前
七
世
紀
前
半
の
詩
人

45　

紀
元
前
七
世
紀
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
の
風
俗
詩
人

46　

紀
元
前
七
世
紀
の
軍
人
・
戦
争
詩
人

47　

双
方
と
も
中
近
東
か
ら
ロ
シ
ア
に
か
け
て
の
人
名
と
し
て
残
る

48　

ギ
リ
シ
ャ
側
の
英
雄
、
王
。
ベ
レ
ロ
ポ
ン
テ
ー
ス
の
父

49　

ア
ン
リ
四
世
統
治
下
、
財
務
大
臣
を
務
め
た
シ
ュ
リ
ー
公
爵 1560–

1641

の
言
葉
に
﹁
農
耕
と
牧
畜
は
フ
ラ
ン
ス
を
養
う
二
つ
の
乳
房
﹂
と

い
う
表
現
が
あ
る

50　

第
一
巻 

35–

38
行

51　

不
在
の
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
の
妻
、
ク
リ
ュ
タ
イ
ム
ネ
ス
ト
ラ
と
通
じ
、

ト
ロ
イ
ア
か
ら
凱
旋
し
て
来
た
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
を
殺
す
が
、
ア
ガ
メ

ム
ノ
ー
ン
と
ク
リ
ュ
タ
イ
ム
ネ
ス
ト
ラ
の
子
、
オ
レ
ス
テ
ー
ス
に
殺
さ

れ
る
。
第
三
巻 

193–

198
行

52　

1848 –1931

ド
イ
ツ
の
古
典
語
学
者

53　

 

ギ
リ
シ
ャ
文
字
γ
が
二
つ
重
な
っ
た
も
の
。
現
在
は
ϝ
と
表
記
す
る
。

六
脚
韻
の
韻
律
確
定
の
と
き
に
存
在
が
推
定
さ
れ
た

54　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
ベ
ン
ト
レ
ー 1662–1742

。
イ
ギ
リ
ス
の
教
育
者
、

古
典
語
学
者

55　

ジ
ャ
ン
バ
チ
ス
タ
・
ヴ
ィ
ー
コ 1668–1744

、
ナ
ポ
リ
の
歴
史
・
言

語
哲
学
者

56　

ゲ
オ
ル
グ
・
ツ
ォ
エ
ガ 1755–1809 

主
に
ロ
ー
マ
で
活
動
し
た
考
古

学
者

57　

ヨ
ハ
ン
・
ヘ
ル
ダ
ー1744– 1803

。
古
典
的
理
想
に
対
し
民
衆
の
精
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髄
を
鼓
舞
す
る
彼
の
理
論
は
、
ド
イ
ツ
の
文
学
運
動
﹃
疾
風
と
怒
濤
﹄

の
さ
き
が
け
と
な
っ
た

58　

ト
ー
マ
ス
・
パ
ー
シ
ー �

om
as Percy 1729–1811 

イ
ギ
リ
ス
の
宗

教
人
。1765
年
﹁
古
英
詩
集
﹂
を
出
版

59　

ク
レ
メ
ン
ス
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ C

lem
ens Brentano 1776–1842 

ド

イ
ツ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
詩
人
、
作
家
。1776

か
ら1842

年
に
か
け
、
民
謡

集
の
編
纂
に
協
力
し
出
版
し
た

60　

初
穂
の
欠
礼
に
怒
っ
た
狩
猟
の
女
神
ア
ル
テ
ミ
ス
は
、
オ
イ
ネ
ウ
ス

の
畑
を
荒
ら
す
た
め
、
白
い
大
猪
を
送
る
。
オ
イ
ネ
ウ
ス
の
息
子
メ

レ
ア
グ
ロ
ス
は
こ
れ
を
退
治
す
る
が
、
そ
の
後
女
神
の
た
た
り
を
蒙
る
。

﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
九
巻 

538–

599

61　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
十
三
巻

62　

ピ
ュ
ロ
ス
に
あ
っ
た
の
は
ネ
ス
ト
ー
ル
の
居
城
で
あ
る
。
メ
ネ
ラ
ー

オ
ス
の
居
城
は
ス
パ
ル
テ
ー
。
前
者
の
描
写
は
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄

の
第
三
巻
。
後
者
は
第
四
巻
に
あ
る

63　

王
女
ナ
ウ
シ
カ
ア
の
父
王

64　
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
七
巻

65　
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
の
後
半
は
こ
こ
が
舞
台

66　

ア
ル
キ
ノ
オ
ス
の
宮
廷
の
名
高
い
盲
目
の
吟
唱
師

67　

テ
ー
レ
マ
コ
ス
の
宮
廷
の
独
修
の
歌
い
手
。﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄

第
一
巻
に
登
場
。
二
十
二
巻
で
は
殺
戮
中
の
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
に
懇
願

し
、
命
を
救
わ
れ
る

68　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
十
五
巻
冒
頭

69　
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
第
八
巻
266–

343
行

70　

嫉
妬
す
る
女
神
ア
テ
ー
ナ
イ
の
差
し
金
に
よ
る

71　

キ
プ
ロ
ス
島
の
女
神
。
ア
プ
ロ
デ
ィ
テ
ー
の
こ
と

72　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
第
五
巻
421–

425 
行

73　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
第
一
巻
冒
頭

74　

ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン
と
ア
キ
レ
ウ
ス

75　

ア
キ
レ
ウ
ス
の
女
虜
囚

76　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
第
一
巻 

334–

336

77　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
第
十
九
巻 

258–

265
。
要
点
は
す
で
に
第
九
巻

131–

133
、
273–

275
で
も
簡
潔
に
言
わ
れ
て
い
る

78　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
第
七
巻 

279–

282

79　

ヘ
ク
ト
ー
ル
の
言
葉
。
第
七
巻
300–

302
行

80　

例
え
ば
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
十
五
巻
661–

666
行
。
ネ
ス
ト
ー
ル
の
将
兵

激
励
の
言
葉

81　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
二
十
二
巻
99–

110
行
。
あ
る
い
は 297–305

行
の

ヘ
ク
ト
ー
ル
の
独
白

82　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
十
五
巻
561–

562
。
同
じ
言
葉
が
ア
ガ
メ
ム
ノ
ー
ン

の
口
か
ら
も
発
せ
ら
れ
る 

│
│ 

第
五
巻 

529–

530

83　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
第
六
巻 

441–

442
行

84　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
第
八
巻 

148–

150

85　

1544–95

。
イ
タ
リ
ア
の
詩
人
。
初
期
の
作
品
﹃
リ
ナ
ル
ド
﹄
は
騎

士
道
叙
事
詩

86　

イ
タ
ケ
ー
の
女
王
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
妻
。
テ
ー
レ
マ
コ
ス
の
母

87　

 

実
際
は
三
箇
所
に
現
れ
る
。﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
第
六
巻
の
へ
ク
ト
ー

ル
と
の
会
見
の
場
面
と
第
二
十
二
巻
、
ア
キ
レ
ウ
ス
に
倒
さ
れ
た
ヘ
ク

ト
ー
ル
を
城
壁
の
上
か
ら
嘆
く
場
面
、
そ
れ
に
二
十
四
巻
、
プ
リ
ア
モ

ス
王
が
ア
キ
レ
ウ
ス
か
ら
購
っ
て
き
た
夫
ヘ
ク
ト
ー
ル
の
遺
体
の
頭
を

か
き
抱
い
て
泣
く
場
面

88　

と
く
に
第
六
巻
407– 

439

89　

メ
ネ
ラ
ー
オ
ス

90　

第
四
巻 
276–

280
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91　

ブ
レ
ア
ル
は
こ
う
し
た
女
性
に
王
女
ナ
ウ
シ
カ
ア
を
数
え
て
い
な
い

92　

双
方
と
も
小
ア
ジ
ア
の
西
端
の
町

93　

海
賊
行
為
？

94　

現
在
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
始
ま
り

95　

1694–1778

96　

1823–1900

97　
︵
？
︶

98　
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
二
十
二
巻
149–

150
行
。
ス
カ
マ
ン
ド
ロ
ス
河
の
源

泉
の
一
つ

99　

ア
キ
レ
ウ
ス
の
親
友
、
ア
キ
レ
ウ
ス
の
武
具
を
つ
け
て
戦
う
が
ヘ
ク

ト
ー
ル
に
殺
さ
れ
る 
│
│
﹃
イ
ー
リ
ア
ス
﹄
第
十
六
巻

100　

十
九
巻
162–

163
。
ペ
ー
ネ
ロ
ペ
イ
ア

101　

リ
デ
ィ
ア
王
国
最
後
の
王
ク
レ
ジ
ュ
ス
は
前
六
世
紀
、
イ
オ
ニ
ア
地

方
を
支
配
下
に
治
め
た

102　

小
ア
ジ
ア
の
地
方
名
、
リ
デ
ィ
ア
の
南
隣
国

103　

フ
ィ
リ
ジ
ア
王
国
は
リ
デ
ィ
ア
の
東
隣
国

104　

ミ
レ
ー
ト
ス
の
タ
レ
ー
ス
。
前
七
世
紀
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
の
科

学
者
、
哲
学
者

105　

ミ
レ
ー
ト
ス
の
ヘ
カ
タ
イ
オ
ス
、
イ
オ
ニ
ア
の
地
歴
学
者
、
前
六 

│

五
世
紀

106　

ス
パ
ル
タ
の
抒
情
詩
人
。
紀
元
前
七
世
紀

107　

紀
元
前
七
世
紀
の
ギ
リ
シ
ャ
詩
人

108　

イ
ン
ド
の
﹃
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
は
口
承
が
伝
統
で
あ
り
、
改
変
さ
れ
る
こ

と
な
く
正
確
に
伝
達
さ
れ
た

109　

前
六
世
紀
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
僭
主
。
ソ
ロ
ン
の
い
と
こ

110　

561–

528


