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本
書
は
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
つ
い
て
学
び
た
い
と
思
う
人
の
た
め
に
、
と
り
わ
け
「
鳥
」
と
い
う
視
点
か
ら
紹
介
し
、
そ

の
楽
し
み
方
に
つ
い
て
筆
者
な
り
の
考
え
を
述
べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
を
「
鳥
」
か

ら
眺
め
よ
う
と
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
事
柄
を
い
く
つ
か
記
し
て
、
導
入
に
代
え
た
い
と
思
う
。

ギ
リ
シ
ア
神
話
、
あ
る
い
は
ギ
リ
シ
ア
の
文
学
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
る
が
、
と
く
に
重
要
だ
と
思
う
こ
と

に
、
人
間
が
す
べ
て
を
知
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
言
う
と
、
神
話
的
思
考
と
い

う
言
葉
を
思
い
浮
か
べ
る
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
世
界
に
溢
れ
る
不
思
議
な
出
来
事
、
説
明
の
つ
か
な
い

事
象
に
つ
い
て
超
自
然
的
な
存
在
の
介
入
を
想
定
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
り
わ
け
科
学
的
思
考
と
の
対
比
に
お

い
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
神
話
的
思
考
に
肯
定
的
な
立
場
は
科
学
技
術
の
限
界
を
越
え
た
と
こ
ろ
へ
眼
差
し
を
向

け
る
人
間
的
な
ロ
マ
ン
に
共
鳴
し
た
り
、
そ
れ
と
反
対
の
立
場
で
は
、
結
局
そ
れ
は
非
理
性
的
世
界
の
産
物
で
あ
る
、
と

見
ら
れ
た
り
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は
も
う
少
し
即
物
的
で
切
実
な
認
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間

が
現
実
の
存
在
と
し
て
時
間
的
・
空
間
的
制
約
を
背
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
二
つ
の
面
が
あ
る
。

―
つ
は
、
個
体
と
し
て
の
人
間
が
特
定
の
時
間
に
―
つ
の
場
所
に
し
か
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
自
明
の
事

序
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実
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
が
も
っ
と
も
意
識
さ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
実
際
の
犯
罪
捜
査
、
あ
る
い
は
推
理
小

説
の
中
で
の
犯
人
さ
が
し
な
ど
で
、
ア
リ
バ
イ

(
a
l
i
b
i
)

と
い
う
言
莱
に
出
会
う
と
き
で
あ
ろ
う
。
「
不
在
証
明
」
と
訳
さ

れ
る
こ
の
言
葉
は
、
単
に
「
他
の
場
所
で
」
と
い
う
意
味
の
ラ
テ
ン
語
の
副
詞
に
由
来
し
て
い
る
。
被
疑
者
が
犯
行
時
間

に
現
場
に
い
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
に
は
、
そ
の
時
間
に
別
の
場
所
に
い
た
と
い
う
証
拠
を
示
せ
ば
よ
い
と
い
う
こ

と
だ
が
、
こ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
と
き
問
題
の
場
所
で
起
き
た
事
件
に
つ
い
て
他
の
場
所
に
い
た
人
間
は
直
接
に
は

関
知
で
き
な
い
、
つ
ま
り
、
あ
と
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
に
よ
る
限
定
的
も
し
く
は
不
完
全
な
知
識
し
か
手
に
入
れ
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
犯
人
の
供
述
で
も
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
る
の
は
犯
人
し
か
知
り
え
な
い
事
実
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
知
識
を
現
場
に
い
な
か
っ
た
人
間
は
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。

も
う
―
つ
は
、
生
物
と
し
て
の
人
間
が
い
つ
ど
こ
で
生
ま
れ
る
か
を
自
分
で
は
決
め
ら
れ
な
い
一
方
、
い
つ
か
必
ず
死

ぬ
と
い
う
動
か
し
が
た
い
事
実
に
関
わ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
歴
史
の
中
で
人
間
の
一
生
が
関
与
で
き
る
範
囲
は
偶
然
的

か
つ
限
定
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
範
囲
の
外
の
こ
と
は
「
他
の
場
所
」
か
ら
の
関
知
す
ら
で
き
な
い
。
こ
こ
で
、

自
分
が
死
ん
だ
あ
と
の
こ
と
は
と
も
か
く
、
生
ま
れ
る
前
の
こ
と
は
、
歴
史
が
明
ら
か
に
す
る
か
ぎ
り
で
知
識
を
き
わ
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
言
う
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
多
く
の
人
は
、
自
分
が
も
の
ご
こ

ろ
つ
い
て
の
ち
に
起
き
た
出
来
事
と
そ
れ
以
前
の
出
来
事
と
の
あ
い
だ
に
、
き
わ
め
て
大
き
な
隔
た
り
を
感
じ
る
で
あ
ろ

う
。
前
者
を
共
に
生
き
た
出
来
事
、
後
者
を
歴
史
の
中
の
出
来
事
と
言
っ
て
よ
い
な
ら
、
歴
史
が
仮
に
す
べ
て
の
真
実
を

包
摂
し
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
遠
い
。
飛
躍
し
た
喩
え
を
用
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
星
の
光
の
よ
う
な
も
の

か
も
し
れ
な
い
。
星
は
紛
れ
も
な
く
夜
の
空
に
輝
い
て
い
る
が
、
そ
の
光
は
遠
い
。
い
ま
確
か
に
見
え
て
い
な
が
ら
、
新

し
く
て
も
数
百
年
、
古
け
れ
ば
数
百
万
年
あ
る
い
は
数
億
年
の
隔
た
り
が
そ
の
あ
い
だ
に
介
在
す
る
。

さ
て
、
人
間
の
知
識
が
こ
の
よ
う
に
本
質
的
に
不
完
全
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
す
れ
ば
、
な
に
か
工
夫
を
講
じ
る
こ
と
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に
よ
っ
て
こ
れ
を
補
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
に
は
三
つ
の
方
向
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
対
象
に
つ
い
て
の
よ

り
精
密
で
よ
り
詳
細
な
知
識
を
得
る
た
め
に
、
も
の
を
見
る
目
そ
の
も
の
を
よ
く
す
る
こ
と
、
第
二
は
、
事
象
の
因
果
関

係
、
生
物
の
行
動
様
式
、
社
会
の
変
遷
パ
タ
ー
ン
な
ど
、
初
め
て
出
会
う
対
象
に
応
用
し
う
る
範
型
を
蓄
積
す
る
こ
と
、

第
三
は
、
一
人
の
人
間
の
限
界
を
補
う
た
め
に
、
で
き
る
だ
け
大
勢
の
人
間
が
協
力
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
第
一
は
個
別

的
能
力
と
技
術
、
第
二
は
論
理
的
帰
結
を
導
く
方
法
論
、
第
三
は
伝
統
と
交
流
と
い
う
よ
う
に
言
い
換
え
て
も
よ
い
と
思

わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
三
つ
の
観
点
か
ら
思
い
を
め
ぐ
ら
す
う
ち
に
「
鳥
」
と
「
神
話
」
が
結
び
つ
い
て
本
書
が
で
き
た
、

と
言
え
ば
奇
妙
に
聞
こ
え
る
だ
ろ
う
か
。

鳥
の
よ
う
に
空
を
飛
ぶ
こ
と
は
誰
も
が
一
度
は
抱
く
憧
れ
だ
と
思
う
が
、
地
上
に
い
る
よ
り
も
空
の
高
み
か
ら
眺
め
る

ほ
う
が
は
る
か
に
大
き
な
視
野
が
得
ら
れ
、
心
地
よ
い
。
少
な
く
と
も
、
木
を
見
て
森
を
見
ず
、
と
い
っ
た
愚
は
犯
さ
な

い
こ
と
だ
ろ
う
。
憧
れ
は
知
識
の
地
平
を
開
こ
う
と
す
る
欲
求
に
通
じ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
人
間
が
空
を
飛
ぶ
に
は
、

自
力
で
は
で
き
な
い
以
上
、
道
具
と
そ
れ
を
製
作
し
、
か
つ
使
い
こ
な
す
知
識
と
技
術
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
昔

も
今
も
変
わ
ら
ず
、
生
半
可
な
知
識
と
技
術
は
悲
劇
を
招
く
。
こ
れ
に
類
す
る
有
名
な
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
ダ
イ
ダ
ロ
ス
と

イ
ー
カ
ロ
ス
の
話
が
あ
り
、
本
書
で
も
第
I
部
の
末
尾
に
取
り
上
げ
た
。
物
語
は
、
ク
レ
ー
タ
島
に
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ

て
い
た
エ
匠
の
ダ
イ
ダ
ロ
ス
が
故
郷
の
ア
テ
ー
ナ
イ
恋
し
さ
か
ら
翼
を
作
っ
て
息
子
イ
ー
カ
ロ
ス
と
と
も
に
空
へ
脱
出
し

た
が
、
息
子
は
飛
行
を
喜
ぶ
あ
ま
り
高
く
上
が
り
す
ぎ
た
た
め
太
陽
の
熱
で
継
ぎ
目
の
鎌
が
溶
け
て
翼
を
失
い
、
海
へ
墜

落
し
て
果
て
た
と
い
う
も
の
だ
が
、
ロ
ー
マ
の
詩
人
オ
ウ
イ
デ
ィ
ウ
ス
は
翼
の
製
作
に
取
り
か
か
っ
た
と
き
の
ダ
イ
ダ
口

ス
に
つ
い
て
、

誰
も
知
ら
な
か
っ
た
技
術
に
没
頭
し
、
自
然
を
変
え
よ
う
と
す
る
。

『
変
身
物
語
』
八
・
一
八
八
ー
一
八
九
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と
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
詩
句
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
に
よ
り
、
小
説
『
若
き
芸
術
家
の
肖
像
j

で
冒
頭
の

題
辞
に
使
わ
れ
た
。
技
術
に
は
本
来
的
に
自
然
に
逆
ら
う
面
が
あ
る
ゆ
え
に
、
技
術
を
過
信
す
る
人
間
の
奢
り
や
油
断
は

つ
ね
に
戒
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
神
話
に
も
そ
う
し
た
教
訓
を
読
む
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
右
の
詩

句
は
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
が
顧
み
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
に
自
由
な
思
考
を
働
か
せ
る
と
き
、
自
然
の
力
を
越
え
ら

れ
る
よ
う
な
驚
く
べ
き
技
術
の
生
ま
れ
る
余
地
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

悲
劇
は
技
術
の
使
い
方
と
習
熟
度
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。

と
同
時
に
、
重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
の
「
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
技
術
」
が
、
ジ
ョ
イ
ス
の
場
合
に
も
、
小
説
の
中
で
主

人
公
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
デ
ィ
ー
ダ
ラ
ス
が
関
わ
る
芸
術
と
と
も
に
小
説
の
語
り
方
そ
の
も
の
を
も
指
し
て
い
る
よ
う
に
、

オ
ウ
イ
デ
ィ
ウ
ス
の
場
合
も
、
ダ
イ
ダ
ロ
ス
が
編
み
出
し
た
飛
行
術
と
と
も
に
神
話
を
題
材
に
物
語
る
詩
人
の
語
り
方
そ

の
も
の
を
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
こ
こ
で
詳
し
く
述
べ
る
余
裕
は
な
い
が
、
ま
ず
、
ダ

イ
ダ
ロ
ス
が
空
を
飛
ぶ
様
子
を
私
た
ち
が
思
い
浮
か
べ
て
驚
き
、
イ
ー
カ
ロ
ス
の
墜
落
に
悲
し
み
を
覚
え
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
詩
人
の
語
り
に
確
か
な
技
術
が
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
現
実
に
は
ど
こ
に
も
な
い
こ
と
を
あ
た

か
も
目
の
前
に
展
開
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
せ
る
実
に
驚
く
べ
き
技
術
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
に
目
を
向
け
よ
う
。
次
い

で
、
ジ
ョ
イ
ス
も
神
話
の
枠
組
み
を
独
自
の
創
意
工
夫
で
採
り
入
れ
て
小
説
を
書
い
た
よ
う
に
、
オ
ウ
イ
デ
ィ
ウ
ス
も
彼

以
前
の
は
る
か
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
神
話
に
独
自
の
改
変
を
加
え
て
物
語
を
語
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
「
誰
も
知
ら
な

か
っ
た
技
術
」
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
よ
う
。

か
く
し
て
、
右
に
挙
げ
た
観
点
の
う
ち
第
一
の
個
別
的
能
力
と
技
術
と
い
う
こ
と
で
は
、
一
方
で
、
飛
翔
と
い
う
鳥
の

能
力
は
人
間
に
と
っ
て
驚
異
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
神
話
の
語
る
不
思
議
さ
に
通
じ
て
い
る
。
他
方
、
人
間
に
飛
ぶ
こ
と

を
可
能
に
す
る
技
術
は
さ
ら
に
大
き
な
驚
嘆
の
対
象
で
あ
る
一
方
、
飛
翔
の
技
術
の
驚
異
は
物
語
を
聞
い
て
感
じ
る
驚
き

6
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と
重
な
り
合
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
か
ら
、
本
書
で
は
、
神
話
の
さ
ま
ざ
ま
な
話
形
、
神
話
を
語
る
技
法
、

神
話
を
語
り
継
い
で
き
た
人
々
に
注
意
が
払
わ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
第
I
部
で
は
、
「
鳥
」
を
実
例
と
し
て
、
神
話
を
構
成

す
る
モ
チ
ー
フ
や
物
語
展
開
の
パ
タ
ー
ン
に
留
意
し
な
が
ら
眺
め
、
第
II
部
で
は
、
と
く
に
神
話
の
言
葉
そ
の
も
の
と
、

こ
れ
を
語
り
継
ぐ
人
々
、
お
よ
び
語
る
た
め
の
技
法
に
つ
い
て
概
括
的
説
明
を
試
み
た
。

第
一
一
の
観
点
と
し
て
挙
げ
た
論
理
的
帰
結
を
導
く
方
法
論
が
神
話
と
ど
う
結
び
つ
く
の
か
、
不
思
議
に
思
う
人
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
神
話
が
語
ら
れ
る
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
自
然
な
形
は
、
範
例
な
い
し
例
話
、
つ
ま
り
、
直
面

す
る
問
題
に
対
し
て
方
策
の
モ
デ
ル
や
論
証
の
根
拠
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
例
話
」
を
表
す
ギ
リ
シ
ア
語
は
「
パ

ラ
デ
イ
グ
マ
」

(
p
a
r
a
d
e
i
g
m
a
)
、
ラ
テ
ン
語
は
「
エ
ク
セ
ン
プ
ル
ム
」

(
e
x
e
m
p
l
u
m
)

で
、
い
ず
れ
も
、
英
語
で
の
「
パ
ラ

ダ
イ
ム
」
（
P
月
a
d
i
g
m
)

や
「
イ
グ
ザ
ン
プ
ル
」

(
e
x
a
m
p
l
e
)

の
よ
う
に
欧
米
近
代
語
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
が
、
西
洋
に

特
別
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
金
田
一
京
助
に
よ
る
ア
イ
ヌ
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
記
述
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

随
分
変
に
聞
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
争
論
の
弁
論
も
歌
で
交
互
に
述
べ
ら
れ
る
。
而
か
も
幾
時
間
で
も
幾
昼
夜

で
も
続
く
大
弁
論
が
、
徹
頭
徹
尾
、
歌
で
あ
る
。
其
は
損
害
に
対
す
る
賠
償
を
要
求
し
て
提
起
す
る
厳
め
し
い
瞳
ま

し
い
問
題
で
、
敵
も
見
方
も
、
後
方
で
声
を
呑
ん
で
慄
え
て
い
る
程
の
論
戦
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
歌
で
戦
わ
さ
れ

る
。
而
も
対
句
・
対
語
で
畳
み
上
げ
た
荘
重
な
古
語
・
古
辞
の
論
戦
で
、
二
言
目
に
は
神
事
を
援
引
し
て
殆
ん
ど
現

実
の
問
題
は
そ
っ
ち
退
け
に
、
宛
然
神
話
の
知
識
と
弁
オ
と
の
戦
で
あ
る
が
、
到
頭
相
手
が
口
が
塞
る
か
、
文
句
に

窮
す
る
か
、
体
力
が
続
か
な
く
な
っ
て
へ
た
ば
っ
て
し
ま
う
ま
で
、
こ
う
し
て
続
け
ら
れ
る
。

（
「
金
田
一
京
助
全
集
」
第
八
巻
、
六
四
ー
六
五
頁
）

例
話
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
か
は
第
II
部
で
述
べ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
例
話
が
用
い
ら
れ
る
理

7
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由
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
く
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
い
、
人
間
は
す
べ
て
を
知
り
え
な
い
と
い
う
こ
と

と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
話
は
目
前
の
問
題
と
類
似
し
た
状
況
を
過
去
の
事
例
か
ら
さ
が
し
て
き
て
解

決
の
参
考
に
用
い
る
が
、
目
前
の
問
題
と
過
去
の
事
例
の
あ
い
だ
に
は
、
類
比
関
係
は
あ
っ
て
も
、
因
果
関
係
や
論
理
的

連
関
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
議
論
や
推
論
の
中
で
有
効
で
あ
り
う
る
の
か
。
そ
れ
は
、
結
局
、

そ
の
問
題
に
つ
い
て
よ
り
よ
く
思
案
す
る
手
段
が
ほ
か
に
な
い
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
以
上
の
も
の
を

知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
右
に
引
い
た
ア
イ
ヌ
の
場
合
、
神
話
を
例
証
に
論
戦
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。
金
田
一
と
同

じ
よ
う
に
、
こ
れ
を
奇
妙
に
感
じ
る
人
は
多
い
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
神
話
の
例
証
と
議
論
の
対
象
と
の
関
係
は
、

た
と
え
ば
、
裁
判
に
お
け
る
判
例
と
当
面
の
係
争
事
案
と
の
関
係
と
ど
れ
ほ
ど
違
う
だ
ろ
う
か
。
過
去
に
判
例
の
あ
る
事

案
と
当
面
の
事
案
と
は
類
似
し
て
は
い
て
も
、
そ
の
あ
い
だ
に
、
た
と
え
ば
数
式
で
結
べ
る
よ
う
な
論
理
的
対
応
関
係
は

な
い
。
類
比
関
係
を
有
効
な
証
明
手
続
き
と
し
て
認
め
る
点
は
、
神
話
の
例
証
も
判
例
の
適
用
も
変
わ
り
は
な
い
。

そ
こ
で
、
神
話
の
例
証
、
つ
ま
り
例
話
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
類
比
は
、
す
べ
て
を
知
り
え
な
い
人
間
に
と
っ
て
な
く
て

は
な
ら
な
い
論
証
手
段
、
あ
る
い
は
判
断
の
根
拠
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
類
比
関
係
は
、

あ
く
ま
で
直
接
的
な
関
連
が
な
い
も
の
同
士
を
結
び
つ
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
び
つ
け
方
が
適
切
か
つ
妥
当
で

な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
が
、
適
切
か
否
か
、
妥
当
か
否
か
と
い
う
判
断
は
類
比
を
用
い
る
人
間
の
主
観
に
大
き
く
依
存
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
主
観
的
と
い
う
の
は
非
論
理
的
あ
る
い
は
恣
意
的
と
同
じ
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ

こ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
の
資
質
に
応
じ
た
方
向
性
が
あ
る
。
本
書
で
は
、
「
鳥
」
が
、
神
話
に
つ
い
て
述
べ
る
た
め
に

筆
者
が
選
ん
だ
例
話
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
選
択
に
自
信
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
適
切
性
と
妥
当
性
の
判
断

は
読
ま
れ
る
方
々
に
委
ね
た
い
と
思
う
。

以
上
、
論
理
的
帰
結
を
導
く
方
法
論
と
い
う
こ
と
か
ら
例
話
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
続
い
て
、
伝
統
と
交
流
と
い
う
第

8
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―
―
一
の
観
点
に
つ
い
て
記
す
。
神
話
に
関
し
て
伝
統
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
と
き
、
そ
れ
は
あ
る
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
「
口
承
伝
統
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
神
話
と
は
何
か
と
い
う
定
義
自
体
、
必
ず
し
も
明

(2) 

確
で
は
な
い
が
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
神
話
は
文
字
の
使
用
を
知
ら
な
い
社
会
で
語
り
伝
え
ら
れ
た
物
語
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
、
あ
る
民
族
が
、
文
字
の
記
録
に
よ
ら
ず
に
共
同
体
に
関
わ
る
重
要
な
記
憶
を
先
祖
代
々
、
親
か
ら
子
へ
、

子
か
ら
孫
へ
と
繰
り
返
し
語
る
こ
と
を
通
じ
て
忠
実
に
受
け
継
ぐ
シ
ス
テ
ム
を
、
口
承
伝
統
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
伝
統
は
本
質
的
に
世
代
を
越
え
、
時
代
を
越
え
、
悠
久
の
時
間
の
流
れ
と
と
も
に
あ
り
、
そ
こ
に
は
無
数

の
人
々
が
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
神
話
は
人
間
の
生
物
と
し
て
の
、
個
体
と
し
て
の
限
界
を
越
え
て
存
在
し
て
お

り
、
そ
こ
に
は
一
人
の
人
間
で
は
到
達
し
え
な
い
知
恵
が
含
ま
れ
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
と
同
時
に
、
口
承
伝
統
に
は
ま
た
一
回
性
の
側
面
が
と
も
な
う
。
と
い
う
の
も
、
口
承
伝
統
に
お
い
て
文
字
に
相
当

す
る
役
割
を
果
た
す
の
は
声
で
あ
る
が
、
声
は
発
せ
ら
れ
た
瞬
間
に
の
み
存
在
し
て
、
そ
れ
を
聞
い
た
人
々
の
心
に
残
る

以
外
は
、
す
べ
て
消
失
す
る
か
ら
で
あ
る
。
神
話
は
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
た
め
に
特
定
の
語
り
手
が
特

定
の
聴
衆
を
前
に
特
定
の
時
間
と
場
所
で
発
し
た
声
は
そ
こ
に
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
神
話
を
支
え
る
口
承
伝
統
は
、
永

遠
の
相
と
刹
那
的
な
相
と
を
同
時
に
備
え
る
逆
説
的
な
営
み
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
営
み
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
点
が
二
つ
あ
る
よ
う
に
思
う
。
第
一
に
、
発
せ
ら
れ
る
た
び
に
消
え
去
る
声
が
次
に

受
け
継
が
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
だ
け
強
く
深
く
印
象
を
刻
む
力
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
そ
う
し
て
受

け
継
が
れ
る
あ
い
だ
に
伝
統
は
、
同
一
性
を
保
持
し
な
が
ら
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
変
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ

る。
声
な
い
し
言
葉
を
心
に
刻
む
の
に
も
っ
と
も
有
効
な
方
法
は
、
拍
子
を
つ
け
、
旋
律
に
の
せ
る
、
つ
ま
り
歌
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
神
々
の
系
譜
と
権
能
に
ま
つ
わ
る
縁
起
、
ま
た
英
雄
の
武
勲
な
ど
の
事
績
を
伝
え
る
歌
は
叙
事

，
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詩
と
呼
ば
れ
る
。
そ
こ
で
、
叙
事
詩
は
神
話
を
盛
る
の
に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
器
で
あ
る
と
言
え
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
場

(3) 

合
、
叙
事
詩
は
ヘ
ク
サ
メ
ト
ロ
ス
と
呼
ば
れ
る
韻
律
の
詩
行
を
連
ね
て
作
ら
れ
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
英
雄
叙
事
詩
『
イ
ー
リ

ア
ス
」
と
「
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
」
、
『
ホ
メ
ー
ロ
ス
風
讃
歌
』
と
総
称
さ
れ
る
讃
歌
群
、
ヘ
ー
シ
オ
ド
ス
の
教
訓
叙
事
詩

『
神
統
記
」
と
「
労
働
と
日
』
な
ど
が
伝
存
す
る
。

(4) 

さ
て
、
こ
れ
ら
叙
事
詩
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
詩
句
に
「
翼
あ
る
言
葉
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
詩
中
の
登
場

人
物
の
言
葉
が
直
接
話
法
で
語
ら
れ
る
場
合
に
、
そ
の
言
菓
を
指
し
て
使
わ
れ
、
神
が
下
す
威
厳
あ
る
命
令
、
英
雄
が
鋭

い
気
合
い
と
と
も
に
発
す
る
叱
咤
激
励
な
ど
、
言
葉
が
向
け
ら
れ
た
相
手
の
胸
に
勢
い
よ
く
突
き
刺
さ
る
よ
う
な
響
き
を

も
つ
。
つ
ま
り
、
叙
事
詩
が
神
話
を
聴
衆
の
心
に
深
く
刻
む
た
め
の
表
現
形
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
興
あ
る
言
葉
」
は

叙
事
詩
の
内
部
で
聞
き
手
の
心
に
強
く
働
き
か
け
る
べ
く
表
現
さ
れ
た
語
り
手
の
言
葉
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に

も
う
一
っ
「
鳥
」
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
と
言
う
と
、
や
や
強
引
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の

「
翼
あ
る
言
葉
」
は
ま
た
「
神
話
」
と
も
通
じ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
「
神
話
」
を
表
す
ギ
リ
シ
ア
語
は
ミ
ュ
ー
ト
ス

(mythos)

だ
が
、
こ
の
言
葉
は
、
と
り
わ
け
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
叙
事
詩
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
「
神
話
」
と
い
う
意
味
で

は
な
く
、
単
に
「
話
」
な
い
し
人
が
発
し
た
「
言
葉
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
お
り
、
登
場
人
物
が
発
話
し
た
言
葉
を
指
し
、

相
手
へ
の
強
い
働
き
か
け
を
含
意
す
る
こ
と
が
あ
る
点
で
は
「
粟
あ
る
言
葉
」
と
違
い
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

歌
人
が
聴
衆
の
前
で
叙
事
詩
を
吟
唱
す
る
場
面
を
想
像
し
て
み
よ
う
。
吟
唱
さ
れ
る
詩
句
の
一
っ
―
つ
が
聴
衆
の
心
に
英

雄
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
ゆ
き
、
一
人
の
英
雄
が
な
に
か
の
理
由
で
激
怒
し
な
が
ら
語
る
場
面

が
来
る
。
歌
人
は
英
雄
の
言
葉
を
そ
れ
が
ミ
ュ
ー
ト
ス
で
あ
る
と
し
て
導
入
す
る
。
物
語
の
場
面
の
中
で
ミ
ュ
ー
ト
ス
は
、

英
雄
の
怒
り
を
そ
こ
に
居
合
わ
せ
て
聞
い
て
い
る
人
々
の
胸
に
深
く
刻
む
。
と
同
時
に
、
そ
の
英
雄
の
怒
り
は
歌
人
が
伝

え
る
ま
ま
に
聴
衆
の
心
に
鳴
り
響
く
。
ミ
ュ
ー
ト
ス
の
働
き
が
翼
あ
る
よ
う
に
物
語
と
現
実
の
境
界
を
飛
び
越
え
た
と

JO 
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そ
の

き
、
そ
こ
に
は
心
に
残
る
「
神
話
」
が
語
ら
れ
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

次
に
、
伝
統
の
変
化
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
。
口
承
伝
統
は
言
い
伝
え
を
忠
実
に
継
承
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を

語
り
継
ぐ
声
は
右
に
触
れ
た
よ
う
に
一
回
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
発
せ
ら
れ
る
機
会
、
つ
ま
り
時
と
場
所
、
さ

ら
に
は
歌
人
の
気
分
と
体
調
、
聴
衆
の
気
質
、
好
み
な
ど
が
そ
こ
に
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
歌

人
た
ち
は
地
中
海
の
ほ
と
ん
ど
い
た
る
と
こ
ろ
へ
旅
し
、
各
地
で
吟
唱
の
口
演
を
行
っ
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
同
じ
歌
人

の
場
合
も
、
そ
の
口
演
の
た
び
に
、
と
き
に
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
だ
け
、
と
き
に
は
気
候
や
習
慣
の
違
う
異
国
の
地
に
影
響

さ
れ
て
大
き
く
、
変
化
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
出
身
地
の
異
な
る
歌
人
た
ち
が
、
吟
唱
の
旅
の
あ
い

だ
に
お
互
い
の
口
演
か
ら
刺
激
を
受
け
合
う
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
交
流
は
伝
統
が
保
た
れ
る
あ

い
だ
の
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
不
断
に
続
く
。
こ
う
し
て
、
変
化
の
可
能
性
は
多
様
で
限
り
な
い
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ

れ
る
が
、
そ
こ
に
起
き
て
い
る
こ
と
は
、
伝
統
の
変
質
と
言
う
よ
り
も
、
伝
統
の
絶
え
ざ
る
創
生
と
言
う
ほ
う
が
適
切
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ま
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
時
代
と
言
わ
れ
る
が
、
―
つ
の
理
想
の
形
は
、
世
界
中
か
ら
無
数

の
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
て
、
誰
も
が
使
え
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
な
り
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
な
り
を
構
築
し
、
絶
え
ず
よ
り
よ
い
も
の
へ
と
更
新
し
続
け
る
一
方
、
参
加
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
貢
献
に
つ
い
て

個
人
的
な
権
利
を
主
張
せ
ず
、
構
築
さ
れ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
利
用
に
あ
ず
か
る
こ
と
を
も
っ
て
満
足
す
る
、
と
い
う
も

の
で
あ
ろ
う
。
口
承
伝
統
の
変
化
は
、
そ
う
し
た
理
想
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
更
新
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
世
界
中
の
人
々
の
知
的
共
有
財
産
と
な
り
う
る
よ
う

に
、
口
承
伝
統
も
こ
れ
を
継
承
す
る
社
会
が
共
有
す
る
精
神
的
支
柱
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
無
数
の
人
々
が
出
会
い
、
交
わ
っ
て
伝
統
の
継
承
に
関
与
す
る
と
こ
ろ
に
変
化
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、

点
で
人
の
往
来
、
交
流
の
重
要
性
が
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
。

II 
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以
上
、

（
や
や

人
間
の
知
識
の
不
完
全
さ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
三
つ
の
観
点
を
挙
げ
て
「
神
話
」
お
よ
び
「
烏
」
と
の

牽
強
付
会
の
）
関
わ
り
を
記
し
て
き
た
が
、
最
後
に
も
う
一
っ
、
知
の
伝
達
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

人
間
は
す
べ
て
を
知
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
ギ
リ
シ
ア
人
は
他
の
ど
の
民
族
よ
り
も
よ
く
認
識
し
て
い
た
が
、
そ
の

一
方
で
、
叙
事
詩
は
事
柄
の
す
べ
て
を
語
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
。
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
矛
盾
が
あ
る
。
こ
の
矛
盾

を
解
消
す
る
た
め
に
、
ギ
リ
シ
ア
人
は
ム
ー
サ
と
い
う
女
神
に
思
い
い
た
っ
た
。
あ
る
い
は
、
こ
の
矛
盾
の
解
消
を
、
女

(5) 

神
が
実
現
さ
せ
る
あ
る
種
の
奇
跡
と
し
て
感
得
す
る
と
こ
ろ
に
ム
ー
サ
ヘ
の
信
仰
が
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
叙
事

詩
の
歌
人
は
歌
い
始
め
に
必
ず
ム
ー
サ
に
呼
び
か
け
て
女
神
の
加
護
を
求
め
た
。
た
と
え
ば
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
「
イ
ー
リ
ア

ス
」
の
歌
い
出
し
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

．
―
|
五
）

怒
り
を
歌
え
、
女
神
よ
。
ペ
ー
レ
ウ
ス
の
子
ア
キ
ッ
レ
ウ
ス
の
忌
ま
わ
し
き
怒
り
を
。
そ
れ
は
ア
カ
イ
ア
人
ら
に

計
り
知
れ
ぬ
苦
し
み
を
も
た
ら
し
、
数
多
く
の
雄
々
し
い
魂
を
冥
界
へ
突
き
落
と
し
た
。
英
雄
た
ち
も
犬
や
鳥
た
ち

の
餌
食
と
な
っ
た
の
だ
。

ま
た
、

ヘ
ー
シ
オ
ド
ス
は
『
神
統
記
」
の
冒
頭
で
ム
ー
サ
を
た
た
え
、
女
神
の
お
か
げ
で
自
分
が
歌
え
る
こ
と
を
感
謝

し
て
い
る
。
こ
う
し
て
歌
人
は
、
自
分
自
身
は
人
間
と
し
て
不
完
全
な
存
在
で
あ
っ
て
も
、
叙
事
詩
に
語
ら
れ
る
べ
き
神

事
や
人
事
の
す
べ
て
を
女
神
か
ら
教
わ
り
、
語
り
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
ム
ー
サ
の
権
能
は
神
の
み
が
知
り

う
る
こ
と
の
伝
達
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
伝
達
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
え
る
内
容
と
伝
え
る
た
め
の
技
術
で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ

う
に
、
人
間
の
場
合
、
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
も
っ
と
も
よ
く
証
言
で
き
る
、
つ
ま
り
伝
え
ら
れ
る
の
は
、
現

場
に
い
た
当
事
者
で
あ
る
。
歌
人
は
自
分
が
語
る
事
柄
に
関
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、
当
事
者
で
は
な
い
。
そ
れ
が
当
事
者
で

『
イ
ー
リ
ア
ス
」

12 
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あ
る
よ
う
に
語
れ
る
の
は
、
ム
ー
サ
か
ら
受
け
る
霊
感
の
お
か
げ
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
ま
ず
、
ム
ー
サ
か
ら
歌
人
へ

の
伝
達
は
ま
さ
に
神
的
だ
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
ム
ー
サ
の
伝
え
る
事
柄
の
中
に
ム
ー
サ
自
身
が
関
与
す
る
も
の
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。
そ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
他
の
も
っ
と
有
力
な
神
々
、
た
と
え
ば
、
神
々
の
王
ゼ
ウ
ス
や
そ
の
后

ヘ
ー
ラ
ー
、
海
の
神
ポ
セ
イ
ド
ー
ン
、
太
陽
神
に
し
て
予
言
や
医
術
を
司
る
ア
ポ
ッ
ロ
ー
ン
、
そ
の
妹
で
森
と
狩
猟
を
司

る
処
女
神
ア
ル
テ
ミ
ス
、
美
と
愛
の
女
神
ア
プ
ロ
デ
ィ
ー
テ
ー
な
ど
の
縁
起
や
故
事
、
あ
る
い
は
、
無
双
の
戦
士
ア
キ
ッ

レ
ウ
ス
や
知
将
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
と
い
っ
た
英
雄
た
ち
の
事
績
な
ど
、
他
の
神
々
や
人
間
た
ち
を
当
事
者
と
す
る
話
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
ム
ー
サ
は
神
で
あ
る
か
ら
、
い
つ
い
か
な
る
現
場
に
も
居
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
の
知
識

が
不
完
全
で
あ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
ゼ
ウ
ス
神
の
偉
業
が
た
た
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
、
ど
う

し
て
ゼ
ウ
ス
自
身
が
歌
人
に
直
接
教
え
る
こ
と
を
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ほ
う
が
簡
単
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
の

に
、
ど
う
し
て
ム
ー
サ
と
い
う
別
の
神
格
を
媒
介
す
る
手
間
を
か
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
技
術
の
意
義
が
あ
る
。

神
々
が
時
間
と
空
間
に
束
縛
さ
れ
な
い
存
在
な
ら
、
意
思
疎
通
の
た
め
に
も
、
神
々
同
士
の
あ
い
だ
で
人
間
が
話
す
よ
う

な
言
葉
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
語
一
語
発
話
し
て
時
間
の
か
か
る
そ
の
よ
う
な
媒
体
は
余
計
な
も
の
に
違
い
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
人
間
に
は
理
解
で
き
な
い
。
理
解
で
き
る
形
で
伝
え
る
た
め
の
技
術
、
人
間
の
言
葉
で
語
っ
て

い
て
も
神
が
語
っ
て
い
る
と
信
じ
さ
せ
る
技
術
が
そ
こ
に
介
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ム
ー
サ
が
歌
人
に
語

る
べ
き
事
柄
を
教
え
る
際
に
果
た
す
重
要
な
役
割
は
、
内
容
を
伝
え
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、

伝
え
る
た
め
の
技
術
を
伝
授
す
る
こ
と
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
ど
れ
ほ
ど
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
を
語
ろ
う
と
も
、
そ
れ

を
聞
か
せ
て
信
じ
さ
せ
る
技
術
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
の
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
ム
ー
サ
ヘ
の
信
仰
と
い
う
面
か
ら
見
る
と
、
こ
う
し
た
技
術
へ
の
賛
嘆
が
そ
の
中
心
を
占
め
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
た
と
え
ば
、
ム
ー
サ
が
ゼ
ウ
ス
神
を
た
た
え
る
た
め
に
神
が
天
界
の
支
配
を
確
立
し
た
物
語
を

13 
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歌
人
に
教
え
た
あ
と
、
そ
れ
を
歌
人
が
聴
衆
に
語
り
伝
え
た
と
い
う
過
程
を
考
え
る
と
き
、
た
し
か
に
、
語
ら
れ
る
の
は

ゼ
ウ
ス
に
関
わ
る
物
語
で
あ
り
、
語
る
目
的
は
ゼ
ウ
ス
ヘ
の
讃
美
で
あ
る
が
、
歌
人
が
聴
衆
に
語
る
行
為
そ
の
も
の
は
、

ム
ー
サ
か
ら
歌
人
へ
の
教
え
を
模
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ゼ
ウ
ス
の
場
合
は
天
界
の
支

配
者
と
い
う
権
能
の
由
来
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
た
た
え
ら
れ
る
が
、
ム
ー
サ
の
権
能
は
語
り
伝
え
る
技
術
に
関
わ
っ
て
い

る
か
ら
、
歌
人
が
女
神
の
教
え
の
と
お
り
に
聴
衆
に
語
り
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
女
神
へ
の
讃

美
を
行
為
に
示
し
た
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
こ
の
ム
ー
サ
が
教
え
る
伝
達
の
技
術
と
い
う
視
点
は
本
書
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、

構
成
の
上
で
二
つ
の
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
―
つ
は
、
第
II
部
で
語
る
技
法
と
人
々
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
も

ぅ
―
つ
は
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
範
疇
を
、
ム
ー
サ
の
霊
感
を
（
少
な
く
と
も
建
て
前
上
は
）
信
じ
る
人
々
に
よ
っ
て
語
ら
れ

た
神
々
と
英
雄
に
関
わ
る
物
語
と
い
う
、
緩
や
か
な
枠
で
囲
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
の
こ
と
は
少
し
説
明
が
必
要
と

思
わ
れ
る
の
で
、
次
に
簡
単
に
記
し
て
お
く
。

こ
れ
ま
で
神
話
に
つ
い
て
は
口
承
伝
統
の
中
で
創
出
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
て
き
た
。
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
創

造
性
は
、
ギ
リ
シ
ア
で
文
字
が
お
そ
ら
く
前
八
世
紀
か
前
七
世
紀
頃
に
使
わ
れ
始
め
、
や
が
て
前
四
世
紀
ま
で
に
は
口
承

伝
統
が
失
わ
れ
た
あ
と
も
、
衰
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
叙
事
詩
が
衰
微
し
て
も
、
そ
の
あ
と
に
は
抒
情
詩
、
悲
劇
、
さ

ら
に
は
歴
史
や
哲
学
の
著
作
の
中
で
も
語
り
継
が
れ
た
。
そ
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
を
継
承
し
た
ロ
ー
マ
の
土
壌
の
上

で
も
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
は
豊
か
に
育
っ
た
。
口
承
か
ら
書
承
へ
の
移
行
、
多
様
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
間
の
架
橋
な
い
し
越
境
、

民
族
を
越
え
て
の
移
植
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
成
し
遂
げ
た
創
造
的
活
力
の
源
泉
は
ム
ー
サ
ヘ
の
賛
嘆
に
あ
っ
た
と
筆
者

は
信
じ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
ム
ー
サ
の
加
護
を
受
け
た
語
り
伝
え
の
技
術
が
あ
る
な
ら
ば
、
習
慣
や
言
語
の
違
い
、
つ

ま
り
異
文
化
の
壁
が
乗
り
越
え
ら
れ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
の
意
味
で
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
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は
古
代
ギ
リ
シ
ア
民
族
の
口
承
伝
統
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
創
出
の
過
程
は
ギ
リ
シ
ア
で
完
結

す
る
こ
と
な
く
ロ
ー
マ
ヘ
引
き
継
が
れ
、
古
典
古
代
、
つ
ま
り
ギ
リ
シ
ア
と
ロ
ー
マ
が
統
一
的
な
文
化
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
時
代
を
通
じ
て
そ
の
創
造
性
を
発
揮
し
続
け
た
、
と
言
え
る
。
こ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
神
話
と
し
て
扱
う
物
語
の
枠
を
比
較

的
広
く
設
定
し
た
理
由
で
あ
る
。

な
お
、
固
有
名
詞
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
人
名
は
原
則
と
し
て
（
「
ア
エ
ネ
ー
ア
ー
ス
」
な
ど
の
例
外
も
あ
る
が
）
ギ
リ
シ

ア
語
形
を
用
い
、
神
格
に
つ
い
て
は
、
原
典
に
現
れ
る
形
で
表
記
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
語
形
と
ラ
テ
ン
語
形
を
併
用
し
た
。

地
名
に
つ
い
て
は
慣
用
に
従
っ
た
場
合
（
「
エ
ジ
プ
ト
」
、
「
ア
ル
プ
ス
」
な
ど
）
も
多
い
。
ま
た
、
初
出
の
固
有
名
詞
で
も
、

直
接
の
文
脈
に
関
わ
り
が
薄
く
、
言
及
す
る
と
煩
雑
に
な
る
場
合
に
は
、
そ
こ
で
の
説
明
を
省
略
し
た
。
本
書
末
尾
の

「
固
有
名
詞
索
引
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

[
注
]

(
l
}

三
省
堂
、
一
九
九
三
年
。

(
2
)

神
話
の
暫
定
的
定
義
と
し
て
は
、
次
の
四
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
物
語
を
な
し
て
い
る
こ
と
。
話
の
始
ま
り

か
ら
結
末
ま
で
一
定
の
筋
の
展
開
が
見
ら
れ
る
。
第
二
に
、
伝
統
的
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
口
承
伝
統
を
指
す
。
第
三
に
、
現
実

と
の
関
わ
り
を
有
し
、
歴
史
的
事
実
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
。
第
四
に
、
共
同
体
の
利
害
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
。
神
話
を
伝
承

す
る
人
々
の
総
体
、
社
会
の
制
度
や
慣
習
、
文
化
や
信
仰
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
が
あ
る

(W.
Burkert, M
y
t
h
i
s
c
h
e
s
 D
e
n
k
e
n
.
 

In H. P
o
s
e
r
 
(hrsg.), P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
 u
n
d
 M
y
t
h
o
s
.
 E
i
n
 K
o
l
l
o
q
u
i
u
m
.
 B
e
r
l
i
n
,
N
e
w
 Y
o
r
k
 1
9
7
9
,
 1
6
,
3
9
)

。

(
3
)

「
長
短
短
」
を
一
脚
と
し
て
六
脚
か
ら
な
る
韻
律
。

(
4
)

以
下
の
点
、
よ
り
詳
し
く
は
、
第
II
部
第
1
章
第
2
節
以
下
を
参
照
。

(
5
)

以
下
の
点
、
よ
り
詳
し
く
は
、
第
II
部
第
2
章
第
1
節
2
の
「
神
的
霊
感
」
と
3
の
「
ム
ー
サ
」
の
項
を
参
照
。
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