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【
プ
ロ
ロ
ゴ
ス
】

は
じ
め
に
（
本
書
の
概
要
）

表
題
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
物
語
研
究
の
立
場
か
ら
す
る
、「
古
典
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
の
根
源
的

な
問
い
か
け
を
意
図
し
て
い
る
。「
古
典
」
は
「
古
典
」
と
し
て
既
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
「
古
典
」

と
し
て
維
持
し
、
継
承
し
て
い
く
人
び
と
の
、
た
ゆ
み
な
い
努
力
な
く
し
て
「
古
典
」
は
「
古
典
」
た
り
え
な

い
。
こ
の
自
明
の
事
柄
を
、
い
わ
ゆ
る
〈
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
〉
の
営
み
と
の
関
連
で
明
ら
か
に
し
て
い
き
た

い
。「

一
国
二
制
度
」
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
高
度
の
自
治
を
骨
抜
き
に
さ
れ
た
「
香
港
」
や
、
独

裁
的
な
権
力
者
に
よ
る
言
論
弾
圧
の
い
ま
だ
続
く
「
ベ
ラ
ル
ー
シ
」
の
事
例
に
見
て
と
れ
る
、
昨
今
の
国
際
情

勢
に
か
ん
が
み
、
自
由
平
等
の
「
市
民
社
会
」
を
今
後
と
も
維
持
し
、
継
続
し
て
い
く
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る

〈
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
〉
が
ど
う
あ
っ
て
も
欠
か
せ
な
い
。「
表
現
の
自
由
」
と
「
基
本
的
人
権
」
を
根
幹
に
す

え
た
民
主
主
義
社
会
を
今
後
も
死
守
し
、
次
世
代
へ
と
語
り
継
い
で
い
く
上
で
、
そ
の
重
要
性
は
、
ま
す
ま
す

高
ま
る
。
デ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
グ
レ
ー
バ
ー
『
民
主
主
義
の
非0

西
洋
起
源
に
つ
い
て
』（
以
文
社
・
二
〇
二
〇
）
に
よ

れ
ば
、
そ
れ
は
、
自
ら
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
伝
統
を
引
き
継
ぐ
正
統
な
後
継
者
と
位
置
づ
け
、〈
詐
称
〉
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か
ら
「
古
典
」
な
の
で
は
な
い
。
時
代
を
問
わ
ず
、
地
域
を
問
わ
ず
、
古
今
東
西
に
わ
た
り
普
遍
的
な
価
値
を

有
す
る
も
の
が
「
古
典
」
な
の
だ
。
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
文
学
テ
キ
ス
ト
だ
け
で
な
く
、
哲
学
や
史
学
、
さ
ら

に
は
社
会
科
学
の
テ
キ
ス
ト
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
あ
え
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、
水
村
美
苗
が
『
日

本
語
が
亡
び
る
と
き
―
英
語
の
世
紀
の
中
で
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
八
）
で
批
判
的
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

ラ
テ
ン
語
に
代
わ
り
普
遍
語
の
地
位
を
独
占
し
つ
つ
あ
る
英
語
を
も
含
め
て
、
な
に
を
も
っ
て
普
遍
的
価
値
と

す
る
か
は
立
場
に
よ
っ
て
異
な
る
。
そ
も
そ
も
〈
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
〉
に
し
て
か
ら
が
、
自リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

由
主
義
思
想
を

喧
伝
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
の
ひ
と
つ
で
し
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
選
択
し
、

受
け
入
れ
る
の
も
自
由

0

0

だ
し
、
拒
否
す
る
の
も
ま
た
自
由

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
し
て
〈
正
統
〉
と
〈
異
端
〉、〈
真
理
〉
と
〈
虚
偽
〉、〈
正
義
〉
と
〈
不
正
義
〉、〈
美
〉・〈
醜
〉
な
ど
の

諸
価
値
を
め
ぐ
っ
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
の
ア
リ
ー
ナ
と
も
「
古
典
」
は
な
り
う
る
。
そ
う
し
た
「
古
典
」

を
め
ぐ
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
争
い
の
熾
烈
な
バ
ト
ル
に
積
極
的
に
参
画
し
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
圏
の
西
欧
に
お
け
る

「
古
典
」
や
、
儒
教
文
化
圏
の
中
国
に
お
け
る
「
古
典
」
に
、
お
ん
ぶ
に
だ
っ
こ
で
依
存
す
る
の
で
は
な
い
、

日
本
に
発
す
る
「
古
典
」
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
立
ち
上
げ
て
行
っ
た
ら
い
い
の
か
。
た
と
え
ば
前
近
代
か
ら

連
綿
と
続
く
注
釈
活
動
を
、
文
学
以
外
の
異
領
域

0

0

0

（
た
と
え
ば
法
哲
学
）
の
テ
キ
ス
ト
と
突
き
合
わ
せ
る
こ
と

で
批
判
的
に
継
受
す
る
か
た
ち
で
、
あ
る
い
は
異
言
語

0

0

0

へ
の
翻
訳
や
異
な
っ
た
媒
体

0

0

0

0

0

0

（
た
と
え
ば
演
劇
）
へ
の

す
る
、
西
欧
近
代
社
会
の
専
有
物
で
は
決
し
て
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、〈
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
〉
の
必
要
性
に
対
す
る
人
々
の
意
識
は
、
こ
こ
日
本
で
は
極
め
て

低
調
で
あ
る
。
一
九
九
一
年
の
「
大
学
設
置
基
準
」
の
大
綱
化
以
降
、
教
養
教
育
課
程
（
一
般
教
育
課
程
）
の

軽
視
と
、
そ
の
削
減
の
動
き
が
、
各
大
学
で
進
行
し
た
。
日
本
の
高
等
教
育
機
関
（
大
学
）
に
お
い
て
、
従
来

〈
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
〉
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
の
は
教
養
教
育
課
程
で
あ
っ
た
（
教
養
教
育
や
一
般
教
育
な
ど

の
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
成
り
立
ち
の
ち
が
い
に
つ
い
て
は
吉
見
俊
哉
『
大
学
と
い
う
理
念 

絶
望
の
そ
の
先
へ
』（
東
京
大

学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
）
に
詳
し
い
）。
そ
の
運
営
主
体
と
し
て
、
各
大
学
に
は
、「
教
養
学
部
」
や
「
文
学
部
」、

「
文
理
学
部
」
や
「
人
文
学
部
」
な
ど
が
置
か
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
〈
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
〉
を
主

体
的
に
担
う
学
部
は
、
現
在
、
次
々
と
廃
止
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
国
公
立
大
学
に
至
っ
て
は
、
教
員
養
成
系

や
人
文
・
社
会
系
の
学
部
の
廃
絶
ま
で
も
が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
お
り
、
カ
ン
ト
の
い
う
「
諸
学
部
の
争
い
」
さ

な
が
ら
、
教
養
教
育
課
程
の
諸
機
能
は
、
い
ま
ま
さ
に
解
体
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。「
日
本
学
術
会
議
」

の
会
員
推
薦
人
事
に
対
し
、
菅
内
閣
に
よ
る
不
当
介
入
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
も
っ
て
記
憶
に
新
し
い
。
そ
う

し
た
趨
勢
に
あ
ら
が
っ
て

0

0

0

0

0

、〈
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
〉
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
注
意
喚
起
を
行
う
上

で
、
本
書
は
大
い
に
資
す
る
と
こ
ろ
あ
る
も
の
と
自
認
す
る
。

ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
近
代
以
前
の
古
文
（
古
典
語
）
で
書
か
れ
た
、
過
去
の
古
い
テ
キ
ス
ト
だ
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唯い

い々

諾だ
く

々だ
く

と
そ
れ
に
し
た
が
う
奴
隷
的

0

0

0

な
態
度
・
精
神
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
と
の
良
し
悪
し
は
別
に
し

て
、〈
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
〉
は
そ
の
語
構
成
に
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
自
由
市
民

0

0

0

0

が
身
に

付
け
る
べ
き
教カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

育
課
程
と
し
て
始
ま
っ
た
。
な
れ
ば
こ
そ
〈
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
〉
は
、
権
威
化
さ
れ
、
正
統

化
さ
れ
た
当
の
テ
キ
ス
ト
に
疑
義
を
差
し
挟
み
、
異
を
唱
え
、
解
体
再
編
す
る
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
用
語

を
借
り
て
言
え
ば
〈
脱
構
築
〉
す
る
、「
犯
し
」、「
侵
し
」、「
冒
し
」
の
、
限
り
な
く
犯
罪
に
近
い
行
為
で
も

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

以
下
に
あ
つ
か
う
題
材
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
初
期
に
か
け
て
の
変
革
期
に
、
主
に
「
か
な
文
」
で
書
か

れ
た
文
学
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
章
「
源
氏
物
語
の
方
へ
」
で
は
、
当
時
の
社
会
に
あ
っ
て
規
範

0

0

と
さ

れ
、
見
習
う
べ
き
手
本

0

0

と
し
て
重
視
さ
れ
た
「
漢
字
漢
文
」
の
伝
統
に
拠
り
つ
つ
も
、
そ
れ
を
も
ど
き

0

0

0

、
解
体

再
編
す
る
な
か
で
、『
源
氏
物
語
』
の
テ
キ
ス
ト
の
生
成
さ
れ
て
く
る
過
程
を
跡
付
け
る
。
副
題
に
「
作
者
紫

式
部
に
み
る
、
ひ
そ
や
か
な
反
逆

0

0

」
と
題
し
た
所
以
で
あ
る
。

続
く
第
二
章
「
日
記
文
学
の
方
へ
」
で
は
、
仏
教
者
に
よ
っ
て
声こ
わ
だ
か高

に
唱
え
ら
れ
、
喧
伝
さ
れ
た
、「
狂
言

綺
語
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
言
説
に
あ
ら
が
っ
て

0

0

0

0

0

、
物
語
テ
キ
ス
ト
を
肯
定
的
に
受
け
止
め
、
そ
れ
を
所
有
し
、

我
有
化
し
て
い
く
こ
と
で
、
文
化
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
掌
握
し
、
独
占
し
て
い
こ
う
と
し
た
人
々
の
、
あ
ら
れ
も

な
い
欲
望
の
せ
め
ぎ
合
い
を
跡
付
け
る
。

翻
案
活
動
な
ど
を
通
し
て
。

物
語
研
究
を
も
含
め
た
日
本
文
学
の
関
連
諸
学
会
が
担
う
べ
き
対
社
会
的
な
使
命
（
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）
は
、
ま

さ
し
く
そ
う
し
た
営
み
の
内
に
し
か
な
い
と
い
っ
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
つ
い
て
は
広
く
世
界
の
趨
勢
を
視

野
に
い
れ
、
そ
の
動
向
を
多
分
に
意
識
し
て
の
、
活
発
な
議
論
の
展
開
さ
れ
ん
こ
と
を
、
本
書
を
通
じ
て
大
い

に
期
待
し
た
い
。　

以
上
の
よ
う
な
態
度
表
明
の
も
と
、
近
代
以
前
は
「
古
典
文
学
」
の
枠
組
み
で
く
く
り
、
近
代
以
後
は
「
近

代
文
学
」
と
称
し
て
あ
や
し
ま
な
い
私
た
ち
の
、
無
自
覚
で
怠
惰
な
意
識
に
覚
醒
を
せ
ま
る
べ
く
、
各
論
考
に

お
い
て
「
古
典
」
の
「
古
典
」
た
る
ゆ
え
ん
を
解
き
明
か
し
て
い
く
。〈
近
代
〉
と
は
そ
も
そ
も
、「
古
典
」
に

参
照
し
、「
古
典
」
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
れ
と
の
差
異
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
事
後
的
に
生
み
出
さ
れ
た
、

多
分
に
函
数
的
な
意
識
な
の
だ
か
ら
し
て
。

　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　

＊

ま
ず
は
導
入
（
パ
ロ
ド
ス
）
と
し
て
用
意
し
た
書
き
下
ろ
し
論
考
「
注
釈
、
翻
訳
、
犯
し
、
あ
る
い
は
リ
ベ

ラ
ル
・
ア
ー
ツ
と
し
て
の
〈
も
ど
き
〉
の
諸
相
」
に
、
そ
の
骨
子
（
＝
問
題
の
所
在
）
は
示
さ
れ
る
。「
古
典
」

と
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
、
絶
え
ざ
る
〈
注
釈
〉
や
〈
翻
訳
〉
な
ど
の
地
道
な
文
献
学
的
操
作
を
通
じ
て
、

〈
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
〉
は
実
践
さ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
既
存
の
枠
組
み
や
価
値
判
断
に
も
た
れ
か
か
り
、
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の
潜
在
的
可
能
性
を
そ
こ
に
見
て
、
丸
山
眞
男
は
「
忠
誠
と
反
逆
」
の
長
編
評
論
を
書
き
上
げ
た
。
そ
の
ひ
そ

み
に
な
ら
っ
て
、〈
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
〉
の
営
み
に
、「
謀
叛
」
を
も
辞
さ
な
い
反
骨
の
精
神
（
そ
れ
は
ジ
ョ

ン
・
ロ
ッ
ク
が
い
う
社
会
契
約
説
の
中
で
の
「
抵
抗
権
」「
反
抗
権
」
に
対
応
す
る
）
を
見
出
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に

本
書
の
ね
ら
い
は
あ
る
。

　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　

＊

な
お
以
上
の
よ
う
な
章
立
て
を
行
な
う
に
当
た
っ
て
は
、〈
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
ー
ツ
〉
に
関
連
し
て
、
古
代
ギ

リ
シ
ア
劇
の
構
成
を
も
ど
き

0

0

0

、
そ
れ
に
倣な
ら
っ
た
。

【
プ
ロ
ロ
ゴ
ス
】
は
前
口
上
（
プ
ロ
ロ
ー
グ
）
の
意
で
、
当
の
こ
の
文
章
自
体
が
そ
れ
に
当
た
る
。

次
い
で
、
コ
ロ
ス
（
合
唱
隊
）
が
オ
ル
ケ
ー
ス
ト
ラ
（
円
形
舞
踏
場
）
へ
と
入
場
し
、
集
団
で
歌
い
踊
る

【
パ
ロ
ド
ス
】
が
位
置
付
く
。
悲
劇
で
は
十
五
名
、
喜
劇
で
は
二
十
四
名
で
構
成
さ
れ
る
こ
の
コ
ロ
ス
の
中
か

ら
、
や
が
て
音
頭
取
り
が
ひ
と
り
、
楽
屋
（
ス
ケ
ネ
ー
）
の
前
の
壇
（
プ
ロ
ス
ケ
ー
ニ
オ
ン
＝
舞
台
）
へ
と
昇
っ

て
他
の
コ
ロ
ス
た
ち
と
向
き
合
い
、
掛
け
合
い
の
や
り
取
り
が
始
ま
る
。
コ
ロ
ス
と
音
頭
取
り
と
の
こ
う
し
た

対
抗
関
係
か
ら
俳
優
（
ヒ
ュ
ポ
ク
リ
テ
ー
ス
）
の
役
割
が
分
化
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

俳
優
（
そ
の
数
は
三
人
ま
で
に
限
ら
れ
て
い
た
）
の
セ
リ
フ
の
や
り
取
り
（
そ
れ
は
し
ば
し
ば
ア
ゴ
ー
ン
＝
論
戦

と
い
う
か
た
ち
を
採
っ
た
）
で
展
開
す
る
の
が
【
エ
ペ
イ
ソ
デ
ィ
オ
ン
】
で
、
劇
の
主
要
部
分
を
構
成
す
る
。

第
三
章
「
歴
史
物
語
の
方
へ
」
で
は
、
通
常
は
「
漢
文
体
」
で
書
か
れ
る
は
ず
の
歴
史
叙
述
を
、
内
容
面

（
父
系
で
は
な
く
母
系
の
系
譜
を
た
ど
る
こ
と
）
で
も
ど
く

0

0

0

こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
形
式
面
（
漢
文
で
は
な
く
、

か
な
文
を
用
い
る
こ
と
）
に
お
い
て
も
こ
れ
を
も
ど
き

0

0

0

、〈
脱
構
築
〉
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
か
な
書
き
」

歴
史
書
の
書
か
れ
て
く
る
過
程
を
跡
付
け
る
。
さ
ら
に
は
こ
れ
を
柳
田
国
男
の
い
う
「
常
民
」
の
概
念
と
結
び

つ
け
、
そ
の
と
き
ど
き
の
主
導
的
な
思
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

潮
に
抗
す
る
テ
キ
ス
ト
の
、
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
な
側
面
に
ス

ポ
ッ
ト
を
あ
て
る
。

最
後
の
第
四
章
「
王
権
論
の
方
へ
」
で
は
、
日
本
の
「
仇
討
ち
」
の
系
譜
の
原
点
に
、
曽
我
兄
弟
の
「
反

逆
」
行
為
を
位
置
付
け
、
そ
の
矛
先
が
鎌
倉
幕
府
の
創
業
者
源
頼
朝
に
向
か
う
と
き
、
ど
う
い
う
事
態
が

出し
ゅ
っ
た
い来
す
る
か
に
つ
い
て
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ン
ト
ー
ロ
ヴ
ィ
チ
『
王
の
二
つ
の
身
体
』
の
所
説
に
依
り
つ
つ

分
析
す
る
。『
曽
我
物
語
』
に
見
て
と
れ
る
、
し
つ
こ
く
獲
物
を
追
う
兄
弟
の
狩
猟
民
的
な
行
動
規
範
を
、

ド
ゥ
ー
ル
ズ
＆
ガ
タ
リ
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
戦
闘
機
械
」
と
し
て
と
ら
え
た
と
き
、「
国

家
」
に
抗
す
る
そ
の
ア
ナ
ー
キ
ー
な
行
為
が
、
頼
朝
に
よ
る
「
国
家
装
置
」
の
形
成
に
寄
与
し
て
し
ま
う

逆ア
イ
ロ
ニ
カ
ル

説
的
な
理
路
を
跡
付
け
る
。

「
本
来
忠
節

0

0

も
存
ぜ
ざ
る
者
は
、
終つ
い

に
逆
意

0

0

こ
れ
な
く
候
」
と
豪
語
し
た
『
葉
隠
』
の
逆
説
的
言
辞
に
触
発

さ
れ
、
西
洋
由
来
で
は
な
い
、
日
本
に
独
自
の
強
度
な
主
体
性
の
確
立
を
、
す
な
わ
ち
日
本
版
「
リ
ベ
ラ
ル
」
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る
ト
ロ
イ
ア
戦
役
を
あ
つ
か
っ
た
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
と
、
ト
ロ
イ
ア
戦
終
結
後
、
故
郷
イ
タ
カ
へ
の
帰
国
の
途

に
つ
い
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
、
そ
の
十
年
間
に
お
よ
ぶ
流
浪
の
旅
を
描
く
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
か
ら
取
っ

て
き
て
い
る
か
ら
だ
。

叙
事
詩
の
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
悲
劇
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
過
程
に
つ
い
て
、
そ
の
語
法
上
の
違
い
や
構
成
手
法

の
特
質
に
基
づ
く
両
者
の
優
劣
を
め
ぐ
り
、『
詩
学
』
で
は
あ
れ
こ
れ
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
一
点
、

重
要
な
問
題
が
欠
け
落
ち
て
い
る
。
悲
劇
は
文
字
表
現
を
前
提
と
し
、
初
め
か
ら
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て

の
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
叙
事
詩
は
、
文
字
以
前

0

0

0

0

の
口
承
文
芸
と
し
て
あ
り
、
諸
国
を
遍
歴
し
て

聴
衆
相
手
に
語
り
か
け
た
吟
唱
詩
人
た
ち
（
彼
ら
は
文
字
の
読
み
書
き
と
は
無
縁
の
芸
能
者
た
ち
で
あ
っ
た
）
に
よ

り
朗
誦
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

モ
ー
ゼ
ス
・
フ
ィ
ン
リ
ー
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
世
界
』（
岩
波
文
庫
）
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
『
イ
ー
リ
ア

ス
』
と
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
二
つ
の
叙
事
詩
は
、
語
法
の
上
で
も
、
そ
の
構
成
の
あ
り
方
に
お
い
て
も
、

と
う
て
い
同
一
作
者
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
ホ
メ
ロ
ス
と
は
、
複
数
い
た
吟
唱
詩
人
の
総
称
な
の
で
あ
っ

て
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
文
字
と
の
出
会
い
に
よ
り
、
紀
元
前
八
世
紀
の
後
半
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
が
書
き
言
葉

0

0

0

0

を
獲

得
し
て
以
後
も
、
そ
う
し
た
吟
唱
詩
人
た
ち
の
活
動
は
相
変
わ
ら
ず
続
い
て
い
て
、
口
承
の
カ
タ
リ
の
中
で
テ

キ
ス
ト
は
絶
え
ず
増
幅
し
、
流
動
変
化
を
く
り
返
し
て
い
た
。

三
つ
か
ら
五
つ
の
挿
話
（
エ
ペ
イ
ソ
デ
ィ
オ
ン
＝
エ
ピ
ソ
ー
ド
）
を
設
け
る
の
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
劇
で
は
通
例

で
、
次
に
触
れ
る
「
ス
タ
シ
モ
ン
」
と
交
互
に
配
さ
れ
、
劇
（
ド
ラ
ー
マ
）
の
展
開
に
、
そ
の
都
度
区
切
り
を

付
け
る
は
た
ら
き
を
す
る
。

続
く
【
ス
タ
シ
モ
ン
】
は
、
対
抗
と
か
対
話
・
応
答
の
意
で
、
コ
ロ
ス
が
ノ
イ
ズ
の
よ
う
に
介
入
し
て
、

「
図
」
と
「
地
」
の
反
転
を
や
っ
て
の
け
る
部
分
で
あ
る
。
集
団
と
し
て
の
民デ
ー
モ
ス衆

の
意
志
を
誇
示
し
つ
つ
、
ア

ウ
ロ
ス
笛
や
キ
タ
ラ
ー
琴
な
ど
の
伴
奏
を
伴
っ
て
朗
誦
（
コ
ー
ラ
ス
）
し
、
狂
騒
的
な
群
舞
を
繰
り
広
げ
る
。

最
後
の
【
エ
ク
ソ
ド
ス
】
は
、
英
語EX

IT

の
語
源
と
な
っ
た
言
葉
で
、
コ
ロ
ス
の
退
場
を
も
っ
て
劇
を

終
息
へ
と
導
く
。

　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　

＊

古
代
ギ
リ
シ
ア
劇
に
つ
い
て
多
く
を
知
り
う
る
古
典
的
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
前
三
八

四
～
三
二
二
）
の
『
詩
学
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
は
残
念
な
が
ら
第
一
部
の
悲
劇
論
の
み
で
、

喜
劇
を
論
じ
た
と
さ
れ
る
第
二
部
は
散
逸
し
て
今
に
伝
わ
ら
な
い
。

悲
劇
に
先
行
す
る
叙
事
詩

0

0

0

と
の
比
較
検
討
を
め
ぐ
っ
て
、『
詩
学
』
は
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
い
る
。
と

い
う
の
も
ア
テ
ネ
を
中
心
と
し
て
紀
元
前
五
世
紀
頃
に
盛
ん
に
演
じ
ら
れ
た
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
は
、
そ
の
題
材
の

ほ
と
ん
ど
を
、
ホ
メ
ロ
ス
の
名
で
知
ら
れ
た
叙
事
詩
の
二
大
作
品
、
す
な
わ
ち
英
雄
（
半
神
）
た
ち
の
活
躍
す
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行
し
て
文
字
以
前
の
口
頭
の
モ
ノ
ガ
タ
リ
が
存
在
し
た
と
想
定
し
、
そ
こ
に
テ
キ
ス
ト
の
〈
起
源
〉
を
求
め
て

行
く
よ
う
な
ロ
マ
ン
主
義
的
な
発
想
は
採
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
大
磯
宿し
ゅ
く

の
遊
女
虎と
ら

（
十
郎
祐
成
と
恋
仲
だ
っ
た

女
性
）
に
代
表
さ
れ
る
遍
歴
の
芸
能
者
た
ち
に
よ
り
持
ち
伝
え
ら
れ
た
、
鎮
魂
を
意
図
し
た
口
承
文
芸
の
先
行

が
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
『
曽
我
物
語
』
の
テ
キ
ス
ト
を
も
含
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
先
に
述
べ
た
各
章
の
概

要
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
で
は
、
批
判
（
＝
も
ど
き
）
の
対
象
と
さ
れ
る
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

の
先

行
が
、
つ
ね
に
、
す
で
に
、
前
も
っ
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
相
互
の
、
も
ど
き
、
も
ど
か
れ
る
、
そ

の
主
客
の
関
係
性
（
＝
間あ
い
だ
が
ら柄

）
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
新
た
な
表
現
の
可
能
性
を
、
以
下
に

探
っ
て
い
く
。

ホ
メ
ロ
ス
に
仮
託
さ
れ
つ
つ
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
バ
ー
ジ
ョ
ン
（
異
本
・
異
説
）
で
語
ら
れ
て
い
た
そ
れ
ら
の
叙

事
詩
を
、
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
固
定
化
し
た
の
は
、
一
説
に
よ
れ
ば
、
ア
テ
ネ
の
僭せ
ん
し
ゅ主

（
ポ
ピ
ュ
リ
ス

ト
）
と
し
て
、
あ
ま
り
評
判
の
よ
ろ
し
く
な
い
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
（
在
位
前
五
四
五
～
五
二
七
）
の
仕
業
で

あ
っ
た
ら
し
い
。「
専
門
家
た
ち
を
駆
使
し
て
ホ
メ
ロ
ス
原
典
を
校
合
・
確
立
し
、
い
わ
ば
そ
の
定
本

0

0

を
出
版
す

る
こ
と
で
ホ
メ
ロ
ス
の
真
作
問
題
に
最
終
的
な
決
着
を
付
け
た
」（
フ
ィ
ン
リ
ー
前
掲
書
58
頁
）
と
さ
れ
る
ペ
イ

シ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
、
そ
の
営
み
に
呼
応
し
て
か
、
ア
テ
ネ
で
は
こ
の
あ
と
、
演
劇
活
動
が
最
盛
期
を
迎
え
る
。

叙
事
詩
に
題
材
を
求
め
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
か
た
ち
で
様
々
な
ア
レ
ン
ジ
を
伴
い
な
が
ら
、

数
多
く
の
悲
劇
作
品
が
、
以
後
陸
続
と
書
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
た
だ
一
点
、
文
字
以
前
の
口
承
文
芸
と
し
て
あ
っ
た
叙
事
詩
に
題
材
を
求

め
つ
つ
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
劇
は
初
め
か
ら
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
コ
ロ
ス
や

俳
優
た
ち
は
、
韻
律
を
伴
っ
た
セ
リ
フ
と
歌
で
も
っ
て
、
ま
た
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
群
舞
と
仕
草
と
に
よ
る
身

体
演
技
で
も
っ
て
、
そ
の
悲
劇
の
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

を
、
後
か
ら

0

0

0

模
倣
・
再
現
（
ミ
メ
ー
シ
ス
）
し
て
み
せ

る
と
い
う
関
係
に
あ
っ
た
。
結
果
、
統
御
さ
れ
え
ぬ
身
体
の
暴
力
的
な
動
き
が
曳
き
だ
さ
れ
、
狂ノ
イ
ジ
ー

騒
的
な
土
俗

の
乱ら
ん
じ
ょ
う声

の
、
お
の
ず
か
ら
な
る
湧
き
お
こ
り
が
あ
り
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
逆
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

そ
れ
と
同
じ
に
、
物
語
テ
キ
ス
ト
を
主
な
題
材
と
し
て
あ
つ
か
う
本
書
も
ま
た
、
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト

0

0

0

0

0

0

0

0

に
先


