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西
洋
古
典
（
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー

マ
）
文
学
の
立
場
か
ら

議

持
汀

昇

は
じ
め
に
お
断
り
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
以
下
の
拙
文
が
一
種
の
問
題
提
起
で
あ
っ
て
、
主
張
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
従

っ
て
三
人
の
発
表
者
の
御
意
見
に
則
し
て
、
な
る
べ
く
当
日
何
の
用
意
も
な
く
出
席
し
た
私
の
心
境
を
あ
り
の
ま
ま
に
綴
っ
て
み
た
い
。
他
の
発
表
形
式
も
考

へ
て
み
た
が
、
種
々
の
考
慮
の
末
、
右
の
書
き
方
を
選
ぶ
こ
と
に
し
た
。
発
表
者
に
対
す
る
個
人
攻
撃
の
や
う
に
映
る
文
が
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
私
の
筆
の
拙

さ
に
す
ぎ
な
い
。

た
い
へ
ん
面
白
い
こ
と
に
、
同
じ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
を
対
象
と
し
て
ゐ
な
が
ら
、
中
田
美
喜
君
（
ド
イ
ツ
文
学
）
の
発
表
は
、
最
も
古
代
地
中
海
文
化
の
思

考
様
式
に
遠
く
、
こ
れ
は
結
局
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
に
し
ぼ
ら
れ
、
こ
れ
に
対
す
る
批
判
は
む
し
ろ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
研
究
者
に
お
任
せ
す
べ
き
で
あ
る
と

思
は
れ
た
。

所
謂
「
永
遠
の
女
性
」
、
騎
士
道
の
問
題
な
ど
は
と
て
も
私
の
手
に
負
へ
な
い
。た
だ
、
発
言
は
し
な
か
っ
た
が
、
「
永
遠
の
女
性
」
の
概
念
は

解
放
前
の
ロ
シ
ヤ
文
学
に
も
あ
り
、
会
の
の
ち
厨
川
文
夫
教
授
が
個
人
的
に
私
に
示
唆
さ
れ
た
「
中
世
と
ア
ラ
ブ
文
化
」
を
、
私
ら
寸
リ
シ
ァ
正
教
会
に
よ
っ
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て
代
表
さ
れ
る
ピ
ザ
ン
チ
ン
文
化
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
興
味
を
感
じ
た
が
、
こ
れ
は
更
に
私
の
専
攻
領
域
か
ら
外
れ
る
。
西
洋
古
典
学
徒
と
し
て
は
、
む
し

ろ
マ
リ
ア
崇
拝
が
公
認
さ
れ
た
宗
教
会
議
が
エ
ペ
ソ
ス
で
聞
か
れ
た
こ
と
に
、
古
代
ア
シ
ア
に
お
け
る
大
地
女
神
崇
拝
と
の
つ
な
が
り
を
問
題
と
し
て
質
問
さ

れ
た
松
原
秀
一
君
（
中
世
フ
ラ
ン
ス
文
学
）
の
発
言
に
、
多
少
の
飛
躍
を
感
じ
つ
つ
も
、

と
し
た
ド
イ
ツ
文
学
」
に
現
れ
る
ギ
リ
シ
ア
の
女
性
は
、
既
に
ル
、
不
サ
ン
ス
以
後
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
洗
礼
を
受
け
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
ー
ー
ー
特
に
ゲ
ル
マ
ン

一
つ
の
見
方
を
与
へ
ら
れ
た
。
中
田
君
の
「
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
を
題
材

系
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
｜
｜
の
見
た
ギ
リ
シ
ア
の
女
性
に
す
ぎ
な
い
？
つ
に
思
っ
た
。

本
た
だ
し
ギ
リ
シ
ア
正
教
は
未
だ
に
マ
リ
ア
無
原
罪
説
を
認
め
て
ゐ
な
い
。

註八
代
修
次
君
も
美
術
史
の
立
場
か
ら
美
し
い
女
性
像
を
ス
ラ
イ
ド
で
見
せ
て
く
れ
た
が
、
た
と
へ
ば
カ
リ
テ
ス
の
三
女
神
の
如
き
は
、
既
に
三
柱
に
限
定
さ

** 

れ
、
恐
ら
く
は
ゼ
ウ
ス
の
娘
と
し
て
捉
へ
ら
れ
た
一
種
の
抽
象
概
念
の
神
格
化
で
あ
る
こ
と
は
、
名
称
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
っ
て
、
か
か
る
ギ
リ
シ
ア
的
抽

象
化
は
そ
れ
自
体
と
し
て
一
つ
の
古
典
学
の
課
題
で
は
あ
る
と
し
て
も
、三
柱
以
上
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
更
に
古
き
世
に
湖
ら
な
い
と
、
「
女
」
の
本
質

註
本
見
せ
て
頂
い
た
の
は
、
紀
元
七
O
年
ボ
ン
ベ
l

イ
l

出
土
の
も
の
で
、
カ
リ
テ
ス
が
ゼ
ウ
ス
の
娘
と
さ
れ
た
の
は
へl
ス
ィ
オ
ド
ス
以
後
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
カ
リ
テ
ス
の

母
親
に
エ
ウ
リ
ュ
ノ
メ
l

、
へ
l

ラ
l

の
二
説
あ
る
こ
と
の
方
が
問
題
で
、
そ
の
理
由
は
後
述
す
る
。
ホ
＊
カ
リ
テ
ス
は
カ
リ
ス
の
複
数
形
で
、
意
味
は
「
輝
く
も
の
」
↓
「
喜

ぶ
も
の
」
↓
「
優
雅
」
と
転
じ
、
ロ
ー
マ
神
話
で
は
グ
ラl
テ
ィ
ア
ェ
の
品
昨
日
問
。
ハ
V
湘
の
E
B

由
〉
と
な
っ
た
。
な
ほ
、
カ
リ
テ
ス
の
う
ち
、
ア
グ
ラ
ィ
アl
と
い
ふ
名
の

女
神
は
、
や
は
り
「
輝
き
」
の
意
味
を
持
っ
て
ゐ
る
。
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が
掴
め
な
い
や
う
な
気
が
し
た
。

三
人
の
発
表
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
造
詣
を
傾
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
私
が
一
つ
気
が
つ
わ
た
こ
と
は
、
問
題
の
追
求
が
階
級
的
視
野
か
ら
な
さ
れ
て
ゐ
な

い
と
い
ふ
共
通
点
で
あ
っ
た
。
「
同
一
の
生
産
手
段
の
所
有
形
態
の
下
に
お
い
て
は
、
必
然
的
に
同
一
の
文
化
現
象
が
現
れ
る
か
否
か
」
を
問
題
に
せ
ず
し
て
、

東
洋
の
文
学
に
お
け
る
「
女
」
と
西
洋
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
も
、
そ
れ
は
知
的
な
興
味
に
終
り
は
し
な
い
か
？
所
謂
冨E
5
包
括
2

の
富
山
ロ
号

B
E
S

ロ
と
同
根
で
あ
る
と
聞
く
が
、
後
述
す
る
や
う
に
か
う
い
ふ
発
想
は
ラ
テ
ン
系
の

ω

自
問
・
と
は
趣
き
を
や
や
異
に
す
る
。
中
田
君
の
発
表
を
私
は
さ
き

* 

に
キ
リ
ス
ト
教
に
し
ぼ
れ
る
と
感
じ
た
、
と
書
い
た
が
、
乙
の
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
、
家
父
長
制
的
支
配
形
態
の
所
産
と
し
て
で
あ
り
、
た
と
へ
ば
ク
リ

は
動
詞

ユ
タ
イ
ム
、
不
l

ス
ト
ラ
l

の
M

不
義
d

を
、
ド
イ
ツ
の
演
劇
が
そ
の
悲
劇
性
の
み
を
極
め
て
ド
イ
ツ
的
に
受
容
し
、
完
成
さ
せ
な
が
ら
も
グ
不
義d
そ
の
も
の

に
検
討
を
加
へ
な
か
っ
た
こ
と
は
時
代
の
制
約
と
し
て
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
と
思
ふ
が
、
彼
女
を

M

不
義
d
と
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
解
釈
そ
の
も
の
が
、
母



系
制
社
会
の
伝
承
を
父
系
制
の
道
徳
観
か
ら
解
し
た
結
果
で
は
な
い
か
と
一
応
疑
っ
て
も
よ
い
民
俗
学
的
考
察
（
た
と
へ
ば
兄
妹
相
姦
も
、
母
系
制
下
で
は
支

配
権
確
保
の
た
め
の
血
族
婚
に
す
ぎ
な
い
〉
が
、
当5
2
2
E
P

を
誇
る
こ
の
国
に
何
故
早
く
か
ら
発
生
し
な
か
っ
た
か
1
1

女
性
の
服
従
を
有
利
と
し
た
当

時
の
ド
イ
ツ
の
支
配
層
が
、
無
意
識
的
に
せ
よ
、P
不
義
d

に
よ
る
父
系
秩
序
の
混
乱
を
悲
劇
と
し
て
美
化
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
搾
取
態
勢
を
容
易

な
ら
し
め
た
と
い
ふ
構
造
が
そ
乙
に
は
な
か
っ
た
の
か
l
l

と
い
ふ
問
題
を
説
明
し
て
頂
き
た
か
っ
た
し
、
八
代
君
の
ス
ラ
イ
ド
で
最
も
興
味
深
か
っ
た
旧
石

器
時
代
の
ア
プ
ロ
デ
ィ
l

テ
l

像
（
ヴ
ィ
レ
ン
ド
ル
フ
出
土
町
ペ
イ
ヂ
参
照
）
の
豊
か
に
誇
張
せ
ら
れ
た
乳
房
に
、
な
ぜ
そ
の
や
う
な
女
性
像
を
古
代
人
が
作

っ
た
か
と
い
ふ
動
機
と
し
て
、
豊
鏡
を
祈
る
呪
術
性
を
も
っ
と
強
調
し
て
頂
き
た
か
っ
た
。
乙
れ
に
関
聯
し
て
私
は
、
川
普
通
に
は
処
女
神
と
さ
れ
て
ゐ
る

ゼ
ウ
ス
の
浮
気
、
の
問
題
を
挙
げ
て
み
た
。
か
う
い
ふ
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
問
題
は
、
そ

女
神
ア
ル
テ
ミ
ス
の
ポ
ト
ニ
ア
・
テ
！
？

l

ン
と
し
て
の
性
格
、
間

の
支
配
階
級
に
よ
る
作
為
性
に
お
い
て
日
本
神
話
の
成
立
と
一
種
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
（
ζ

れ
に
つ
い
て
は
筑
紫
申
真
氏
「
ア
マ
テ
ラ
ス
の
誕
生
」
ほ
か
を
参
照
さ

れ
た
い
。
〉
ギ
リ
シ
ア
民
族
が
二
回
に
わ
た
り
南
下
し
て
現
在
の
ギ
リ
シ
ア
の
地
に
定
住
す
る
に
至
っ
た
と
と
は
、
「
海
」
を
示
す
単
語
吾
包
E
m
p
・
ぇω
が
非

印
欧
語
族
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
そ
の
他
で
、
定
説
と
考
へ
て
よ
い
と
思
は
れ
る
が
、
当
時
既
に
父
系
制
社
会
を
確
立
し
て
ゐ
た
ギ
リ
シ
ア
民
族
の
最
高

- 28 ー

神
は
当
然
男
神
た
る
ゼ
ウ
ス
で
あ
っ
て
、
先
住
民
族
の
と
ど
め
て
ゐ
た
母
系
制
社
会
と
そ
の
必
然
的
所
産
た
る
女
神
と
の
結
婚
は
、
先
住
民
族
の
霊
力
を
奪
ふ

ア
デ
ユ
ト
ン
ガ

1
ス

た
め
に
最
も
適
切
な
神
話
で
あ
っ
た
。
普
通
に
は
ア
ポ
ル
ロ1
ン
の
聖
地
と
さ
れ
る
デ
ル
ポ
ィ
も
、
湿
女
の
棲
む
地
下
の
一
室
に
「
大
地
」
（
女
性
名
詞
）
と

判
読
で
き
る
文
字
を
彫
っ
た
石
（
オ
ム
パ
ロ
ス
）
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
石
そ
の
も
の
の
崇
拝
と
と
も
に
、
古
い
エ
l

ゲ
文
化
の
大
地
女
神
崇
拝
の
地
で
あ
っ

た
と
推
測
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
多
い
、
王
子
が
他
国
を
流
浪
し
て
種
々
の
試
練
に
耐
へ
、
つ
ひ
に
グ
お
姫
さ
ま
d
を
手
に
入
れ
る
説
話
や
、
完
全

ウ
ヂ

な
家
父
長
制
社
会
で
あ
っ
た
黄
金
時
代
の
ロ
l

マ
に
お
け
る
氏
の
最
年
長
の
女
性
が
持
っ
て
ゐ
た
ふ
し
ぎ
な
慣
習
的
権
威11

日
本
で
言
へ
ば
「
本
家
の
お
ば

** 

あ
さ
ん
」
の
そ
れ
の
如
き
1
1

は
、
後
述
す
る
「
遊
女
」
の
教
養
の
高
さ
な
ど
と
共
に
、
母
系
社
会
の
残
影
を
以
て
は
じ
め
て
解
釈
し
う
る
現
象
と
言
へ
よ

＊
＊
サ

う
。
私
は
エ
ン
。
ケ
ル
ス
を
有
力
な
根
拠
と
し
て
母
系
制
か
ら
父
系
制
へ
の
推
移
を
土
地
私
有
の
発
生
、
侵
略
的
国
家
の
形
成
か
ら
説
明
し
た
い
と
思
ふ
の
で
あ

る
が
、
さ
う
し
た
「
理
論
」
よ
り
も
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
奥
地
に
現
存
す
る
一
種
の
「
若
衆
宿
」

本
年
五
月
三
十
日
「
朝
日
新
聞
」
に
紹
介
さ
れ
た
ニ
ュl
ギ
ニ
ア
の
ウ
ギ
ン
パ
部
落
の
「
男
の
家
」
と
「
女
の
家
」
、
ダ
ニ
族
の
女
性
の
強
い
発
言
権
、
な
ど
を

参
考
と
し
た
い
。
乙
の
や
う
な
見
方
は
屡
々
十
九
世
紀
的
実
証
主
義
者
や
感
情
的
反
民
主
主
義
者
か
ら
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
文
献
の
な
い
時
代
は
や
は

（
邦
訳
ク
セ
ジ
ュ
「
仮
面
の
民
俗
学
」
戸
自
の
「
入
団
」
の
項
参
照
〉
や



り
民
俗
を
一
つ
の
材
料
と
し
て
仮
説
を
立
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
に
解
釈
で
き
る
事
象
が
多
け
れ
ば
、一
応
そ
の
仮
説
を
仮
説
と
し
て
使
用
す
べ
き
で
あ
ら

ぅ
。
そ
の
場
合
、
民
主
主
義
の
裏
づ
け
が
正
し
い
か
否
か
は
、
い
づ
れ
将
来
の
歴
史
が
審
判
を
下
す
で
あ
ら
う
。
乙
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
「
醜
女
」
や
「
悪

女
」
の
問
題
が
英
・
仏
・
中
国
各
文
学
の
研
究
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
り
、
女
性
美
の
表
現
形
式
の
固
定
化
の
問
題
も
出
た
が
、
美
醜
の
問
題
は
、
ギ
リ
シ
ア
・

**** 

ロ
i

マ
で
は
狭
い
額
が
美
し
い
と
さ
れ
た
乙
と
だ
け
を
述
べ
て
、
詳
細
は
拙
論
「
ホ
ラ
l

テ
ィ
ウ
ス
の
女
性
」
に
ゆ
づ
り
、
「
悪
女
」
の
問
題
は
そ
れ
以
前
に

善
悪
の
基
準
の
問
題
が
論
理
的
に
要
請
さ
れ
る
か
ら
、
乙
れ
は
こ
こ
ま
で
お
読
み
下
さ
っ
た
私
の
立
場
か
ら
御
推
察
願
ひ
た
い
。
ま
た
女
性
美
を
た
た
へ
る
レ

ト
リ
ッ
ク
の
固
定
化
は
少
く
と
も
安
東
仲
介
君
（
英
文
学
）
の
発
言
中
に
あ
っ
た
や
う
な
意
味
で
は
私
の
知
る
か
ぎ
り
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
文
学
に
は
な

い
と
断
言
し
て
よ
い
と
思
ふ
。
当
日
時
聞
が
な
く
て
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
ド
ン
・
フ
ァ
ン
の
問
題
が
出
、
塾
で
イ
ス
パ
ニ
ア
語
を
教
へ
て
ゐ
る
身
と
し

て
、
テ
イ
ル
ソ
・
デ
・
モ
リ
l

ナ
の
「
ド
ン
・
フ
ァ
ン
」
が
ソ
リ
l

リ
ャ
の
「
ド
ン
・
フ
ァ
ン
・
テ
ノ

l

リ
オ
」
に
至
る
過
程
に
既
に
変
化
が
見
ら
れ
る
事
実

と
、
「
ド
ン
・
フ
ァ
ン
」
の
原
型
を
イ
ス
パ
ニ
ア
文
学
の
所
産
た
る
ピ
カ
レ
ス
ク
文
学
の
伝
統
と
す
る
見
解
が
あ
り
、
ド
ン
・
フ
ァ
ン
を
た
だ
の
女
た
ら
し
と

註
ホ
と
れ
は
既
に
創
世
紀
に
よ
る
「
女
」
の
創
造
説
話
に
反
映
さ
れ
て
ゐ
る
。
本
＊
町
、
・
L宏
、
。
諸
問h－L
～M
a
r
o
s（r
o
g〈
句
冊
、
・γ
＆
H
h
E
E－
S
足
場

R
E

ハd
弔
問
自
何
回
八
切
除
、
・
ピ

〔
中
〕
「
栂
指
」
、
「
母
銭
」
（
「
宋
史
」
字
源
〉
。
ス
マ
ト
ラ
南
部
に
は
今
も
母
系
制
の
名
残
あ
り
と
い
ふ
。
＊
＊
＊
乙
の
機
会
に
、
故
折
口
信
夫
先
生
も
私
有
財
産
の
所
有
の

正
当
性
を
歌
や
物
語
に
よ
っ
て
伝
へ
て
ゆ
く
必
要
｜
｜
宗
教
的
裏
づ
け
を
以
て
ー
ー
を
考
へ
て
を
ら
れ
る
〈
「
日
本
文
学
史
ノ1
ト
」
九
二
頁
）
乙
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

＊
ホ
＊
＊
「
西
洋
古
典
学
研
究
」
第
四
巻
、
一
九
五
六
年
（
岩
波
書
店
〉
。

qLM 

見
る
こ
と
は
ー
ー
ー
の
ち
の
変
化
は
い
ざ
知
ら
ず
｜
｜
光
源
氏
に
対
す
る
誤
解
と
同
じ
で
、
甚
だ
危
険
で
あ
る
こ
と
を
一
言
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
槽
谷
昭
彦
君
（
国
文
学
）
の
発
表
が
、
西
洋
古
典
文
学
の
立
場
か
ら
は
最
も
興
味
が
あ
っ
た
、
と
言
へ
ば
意
外
に
思
は
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
川

前
述
の
階
級
的
立
場
か
ら
の
解
釈
、
凶
如
何
に
ギ
リ
シ
ア
思
想
で
武
装
し
て
も
本
質
的
に
セ
ム
族
の
陰
影
を
持
つ
キ
リ
ス
ト
教
の
支
配
下
に
お
か
れ
た
紀
元

後
の
西
欧
と
、
仏
教
と
い
ふ
元
来
アl
リ
ア
系
の
思
考
に
育
て
ら
れ
て
き
た
日
本
、
か
う
し
た
こ
と
手
思
へ
ば
、
か
り
に
川
を
除
外
し
て
も
、
古
代
地
中
海
文

化
と
日
本
の
伝
統
に
お
け
る
「
女
」
の
あ
り
方
の
類
似
を
、
単
に
偶
然
の
一
致
と
は
片
づ
け
離
い
や
う
に
感
ず
る
。
た
と
へ
ば
、
後
期
の
ラ
テ
ン
語
は
「
美
し

い
」
と
い
ふ
語
を
な
同
自ω
（V
趣
向
2
B
o
g

－
国
Z
2
5
8

）
に
求
め
た
が
、
皆
同
目
白
（
湘
営
司
自
）
は
「
仏
法
」
の
「
法
」
（
器
、
・

S
R
自
制
W
u
h
u
a
h
S
ω
B
B
M
W

）

コ
＋
タ

に
結
び
つ
き
、
と
れ
は
真
理
と
は
人
格
神
で
な
く
、
「
理
法
」
（
宇
宙
の
秩
序
）
で
あ
る
と
す
る
思
考
形
式
で
、
「
諸
神
も
ま
た
創
造
の
此
方
に
属
す
る
」
と
す



る
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ツ
ド
の
宇
宙
生
成
説
や
、
釈
尊
以
前
に
古
仏
を
設
定
す
る
論
理
構
造
に
お
い
て
も
、
更
に
歴
史
的
に
は
、
前
回
世
紀
マ
ウ
リ
ア
王
朝
の
チ
ャ
ン

ド
ラ
グ
プ
タ
王
と
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
王
と
の
会
見
や
、
ミ
リ
ン
ダ
王
閉
経
な
ど
、
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
西
欧
と
イ
ン
ド
思
想
と
に
は
か
な
り
の
接
触
が
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
槽
谷
君
自
身
の
発
表
は
、
そ
の
性
格
上
、
当
然
か
か
る
問
題
に
は
触
れ
ず
、
川
向室町
末
期
の
文
献
に
見
ら
れ
る
美
女
の
名
を

列
記
し
た
文
学
、
倒

元
禄
時
代
の
女
性
像
、
そ
の
他
に
限
定
さ
れ
た
が
、
凶
は
楊
貴
妃
や
物
語
伝
説
上
の
女
性
で
あ
っ
て
、
未
だ
E
B
S

な
も
の
に
之
し
く
、

私
た
ち
の
立
場
か
ら
は
倒
以
下
に
展
開
さ
れ
た
「
遊
女
」
の
問
題
に
最
も
関
心
を
寄
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
方
向
は
「
遊
女
」
の
美
し
さ

の
変
選
史
に
中
心
が
終
り
、
村
松
嘆
君
（
中
国
文
学
）
に
よ
る
中
国
の
そ
れ
と
の
比
較
が
興
味
深
く
論
ぜ
ら
れ
た
が
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
l

マ
文
学
の
「
遊
女
」

＊
ポ
ヂ
ヲ
ン
ナ

と
の
比
較
と
し
て
は
、
日
本
に
お
い
て
三
味
線
や
文
才
の
如
き
「
芸
」
が
こ
の
種
の
女
性
に
要
求
さ
れ
、
素
人
の
女
｜
｜
地
女
ー
ー
に
そ
れ
が
欠
け
て
ゐ
る
こ

と
ー
ー
地
女
か
ら
は
む
し
ろ
家
事
の
手
腕
の
知
き
「
主
婦
」
性
が
要
求
さ
れ
た
こ
と
が
、
「
遊
女
」
の
発
生
史
と
か
ら
み
あ
っ
て
、
注
目
さ
れ
た
。

か
う
い
ふ

伝
統
は
つ
い
最
近
ま
で
日
本
の
「
芸
妓
」
が
持
っ
て
ゐ
た
プ
ラ
イ
ド
で
あ
り
、
「
芸
妓
」
な
ら
ぬ
「
娼
婦
」
で
す
ら
、
神
社
の
近
く
に
娼
家
が
あ
っ
た
り
し
て
、

ヒ
エ
ロ
ド
ウ
1

ロ
イ

古
代
、
ギ
リ
シ
ア
と
同
じ
く
「
神
娼
」
の
名
残
り
を
無
意
識
裡
に
と
ど
め
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
と
の
「
神
娼
」
に
つ
い
て
の
へ
i

ロ
ド
ト
ス
の
記
述
そ
の
他
に
触
れ

る
前
に
、
日
本
の
場
合
、
下
町
の
老
舗
な
ど
で
、
「
日
一
那
」
が
、
良
家
の
子
女
を
本
妻
と
し
て
持
つ
ほ
か
に
、
芸
妓
を
落
籍
せ
て
妾
と
し
た
と
と
や
、
青
年
が

** 

正
規
の
結
婚
前
に
吉
原
通
ひ
を
し
た
慣
習
に
、
さ
ほ
ど
罪
悪
感
が
伴
は
な
か
っ
た
事
実
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
す
な
は
ち
、
と
れ
ら
は
階
級
観
に
基
因
す
る
意- 30 -

識
で
あ
っ
て
、
「
本
妻
」
と
い
ふ
も
の
は
「
家
」
を
守
る
「
主
婦
」
、
そ
し
て
父
系
社
会
の
極
た
る
長
子
相
続
制
に
必
須
の
「
母
」
で
あ
り
、
さ
う
し
た
売
春
婦

を
供
給
し
た
小
作
農
の
上
に
君
臨
し
た
地
主
階
級
に
あ
っ
て
は
、
「
母
」
と
「
労
働
力
」
と
し
て
の
「
妻
」
の
座
に
は
、
今
日
考
へ
ら
れ
る
や
う
な
「
愛
」
の

要
素
は
殆
ど
な
く
、
あ
っ
た
と
し
て
も
自
然
発
生
的
な
も
の
で
、
と
の
点
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
l

マ
社
会
と
か
な
り
の
類
似
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
犬
家
の
主

婦
に
と
っ
て
は
、
階
級
的
に
下
で
あ
る
「
妾
」
ふ
ぜ
い
に
嫉
妬
を
抱
く
乙
と
自
体
が
既
に
わ
れ
と
わ
が
身
を
卑
し
め
る
乙
と
で
あ
り
、
「
性
」
の
必
然
と
し
て

は
嫉
妬
し
て
も
、
公
然
と
騒
ぎ
立
て
る
乙
と
は
は
し
た
な
い
こ
と
と
さ
れ
、

一
方
「
妾
」
た
ち
も
分
を
弁
へ
て
、
技
芸
・
文
才
の
誇
り
に
生
き
つ
ら
ぬ
く
と
い

*** 

ふ
一
課
々
し
い
ま
で
の
、
秩
序
へ
の
「
反
逆
的
服
従
」
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
少
々
話
が
飛
ぷ
が
、
嫉
妬
E
o
g
町
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
品
目
。
∞
に
源
を
引
き
、

N
2
0印
「
熱
意
」
（
出
自
己
）
に
は
既
に
エ
ゥ
リ
ピ
デl
ス
に
「
競
争
心
」
の
意
の
使
用
が
あ
る
が
、
松
原
秀
一
君
に
よ
る
と
、
仏
語
史
上
E
E
F
ω
目
。
日
は
、

ィ

共
に
ラ
テ
ン
語
N
2
E
ロ
タ
ω
自
宵
ゐ
自
に
出
で
な
が
ら
、
ラ
テ
ン
語
の
ふ
・
が
フ
ラ
ン
ス
語
で
’
g

・
と
な
る
原
則
（
時
雨
・
目
5
5

円
・0
自

v
v
oロ
ロ
富
岡
）
に
反
し
、



特
に
官
z
z
M
の
ゐ
・
の
如
き
は
他
に
類
例
が
な
く
、
少
く
と
も
こ
の
二
語
は
』
寄s
s
q
a
h経
由
説
等
、
学
者
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
と
言
は
れ
、
と
も
に

「
女
」
と
切
り
離
せ
な
い
語
だ
け
に
、
文
化
史
的
に
も
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
っ
て
、
乙
ん
な
所
に
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
意
義
が
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。

註
＊
彼
女
た
ち
は
酒
を
飲
む
乙
と
さ
へ
、
は
し
た
な
い
と
さ
れ
て
ゐ
た
。
〈
同
校
向
。
司
h
h
向
h
g
b
N
h
q町立
与

R

た
ミ
同
。
喜
内
・
、M
M・
と
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
の
ち
邦
訳
が

出
た
。
＊
＊
「
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
本
年
六
月
二
十
一
日
号
、
六
六
頁
に
見
え
る
故
三
木
武
吉
氏
の
「
妾
」
観
が
興
味
深
い
。
な
ほ
、
乙
の
あ
た
り
の
記
述
は
拙
稿
「
ソl

ク
ラ
テ

l

ス
の
妻
」
（
「
三
色
旗
」
第
一
九
八
号
、
一
九
六
四
年
）
の
一
部
と
重
複
す
る
。
＊
＊
ホ
ラ
テ
ン
語
で
は
「
嫉
妬
」
に
は
Z
4
F向
日S

〈
〈
宮l
t
r
o
〉
が
用
ひ
ら
れ

た
が
、
乙
の
語
も
所
調
2

ロ
0
3

の
民
俗
信
仰
を
底
に
持
っ
て
ゐ
る
。
＊
＊
＊
＊
目
白
・
は
』
守

3
H

お
お
町
と
か
ら
も
説
明
し
え
な
い
。
英
語
は
m
o
r回
（K
H
Rミ
誌
知

E
A
向
）

を
ミ
ミ

q
B
N
V
S常
か
ら
求
め
得
た
が
、
恐
ら
く
み
・
吋
－
m
o
E
か
ら
来
た
と
思
は
れ
る
、
足
。
、
・
同
〕
g

－o
ロ
曲
（
可
）
の
’
g

・
〔
ぬ
〕
は
も
と
’2
・
と
綴
ら
れ
た
も
の
で
、

－P

の
説
明
に
は
何
の
示
唆
も
与
へ
な
い
。

さ
て
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ

l

マ
の
「
遊
女
」
で
あ
る
が
、
か
の
名
妓
ラ
l

イ
ス
が
－
E
V
・
と
い
ふ
非
印
欧
語
要
素
を
持
つ
古
都
コ
リ
ン
ト
ス
の
産
で
あ
る
こ
と

ヒ
エ
ロ
ド
ウ

1

ロ
イ

u
T

は
、
さ
き
の
「
神
娼
」
の
語
が
本
来
男
女
共
性
名
詞
で
あ
り
な
が
ら
、
女
性
名
詞
と
し
て
使
は
れ
る
場
合
、
特
に
コ
リ
ン
ト
ス
の
そ
れ
を
指
す
乙
と
が
多
い
事

也
管
＊

実
が
注
目
さ
れ
る
。
歴
史
的
に
は
、
へ
l

ロ
ド
ト
ス
が
書
き
と
ど
め
て
ゐ
る
如
く
パ
ビ
ュ
ロl
ン
や
リ
ュ
l

デ
ィ
ア
と
い
っ
た
ア
シ
ア
起
源
の
慣
習
で
、
ギ
リ

事
＊
＊

シ
ァ
で
は
キ
ュ
プ
ロ
ス
と
い
ふ
ア
プ
ロ
デ
ィ

l

テ
l

女
神
と
切
り
離
せ
な
い
土
地
に
乙
の
制
度
が
あ
り
、
婚
前
の
処
女
が
一
定
期
間
豊
鏡
の
大
地
女
神
の
牌
と

＊
也
智
也
管
也
曙

し
て
仕
へ
、
地
域
に
よ
っ
て
は
こ
れ
に
よ
っ
て
婚
資
を
稼
い
だ
と
い
ふ
記
述
も
あ
る
が
、
や
は
り
宗
教
的
動
機
が
先
で
あ
ら
う
。
い
づ
れ
に
せ
よ
古
代
社
会
の- 31 ー

女
性
は
神
と
人
と
の
媒
介
者
で
あ
っ
て
、
マ
リ
ア
が
処
女
に
し
て
キ
リ
ス
ト
を
産
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
、
キ
リ
ス
ト
が
神
の
子
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
グ
処

女
d

の
概
念
の
変
化
に
よ
っ
て
奇
蹟
と
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
l

マ
の
恋
愛
文
学
に
現
れ
る
女
性
は
、
カ
ト
ウ
ル
ル
ス
の
レ
ス
ビ

ム
ム

ア
な
ど
少
数
の
例
外
を
除
い
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
既
に
神
娼
の
栄
光
か
ら
転
落
し
た
「
あ
そ
び
」
の
対
象
と
し
て
の
奴
隷
も
し
く
は
解
放
奴
隷
の
売
春
婦

で
あ
っ
た
。
と
の
こ
と
は
「
遊
女
」
を
意
味
す
る
語
が
ギ
リ
シ
ア
で
は
ヘ
タ
イ
ラl

（
「
仲
間
」
）
で
あ
り
、
時
代
の
下
っ
た
ロ
l

マ
社
会
で
は
「
商
品
」
化
し

***** 

て
B
2
Z
Z
M

（
「
稼
ぎ
女
」
）
、
悪
口
と
し
て
はE
3

（
「
牝
狼
」
）
と
呼
ば
れ
た
経
緯
を
暗
示
さ
せ
る
と
同
時
に
、
彼
女
ら
の
「
芸
」
や
「
教
養
」
が
こ
れ
に
比

サ
＊
＊
＊
＊
サ

し
て
さ
ほ
ど
低
下
せ
ず
、
ソ
i

ク
ラ
テ
i

ス
に
第
二
の
妾
ミ
ュ
ル
ト
l

が
ゐ
た
と
か
、
そ
の
他
（
信
憲
性
は
と
も
か
く
）
当
時
の
指
導
層
の
人
人
が
「
遊
女
」

に
入
れ
あ
げ
、
そ
の
死
す
る
や
豪
華
な
記
念
碑
を
立
て
た
と
い
ふ
ア
テl
ナ
ィ
オ
ス
第
十
三
巻
の
諸
所
に
見
え
る
記
述
を
説
明
す
る
。
ロ
ー
マ
で
も
、
ホ
ラ
ー

ア
テ

テ
ィ
ウ
ス
は
生
涯
妻
帯
せ
ず
、
琴
に
長
け
た
り
ュ
デl
、
笑
み
も
優
な
る
ラ
ラ
ゲ
ー
な
ど
、
美
し
い
遊
女
の
名
を
後
生
に
残
し
て
ゐ
る
。



註
本
コ
リ
ン
ト
ス
に
は
ア
プ
ロ
デ
ィ
l
テ
l
の
神
殿
が
あ
っ
た
。
h
t
a
－
－
忠
、
私
。ω誌

h
h
s
s
－
M
H
H
F勾
ω
l
h
p
＊
＊
ア

8
・E
ω
な
ど
。
＊
＊
本
芯
弘
、
・
＊
＊
＊
本
て
と
・

ミ
ミ
・
同
・
1
・
5

：
：
＊
イ
タ
リ
ア
半
島
の
先
住
民
族
エ
ト
ル
ス
キ

l

の
間
で
は
、
性
道
徳
が
乱
れ
て
ゐ
た
や
う
に
言
は
れ
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
で
は
「
ヘ
タ
イ
ラ

l

」

の
み
が
宴
席
に
待
る
と
と
を
許
さ
れ
て
ゐ
た
時
代
が
長
く
、
そ
こ
か
ら
見
た
偏
見
で
は
な
い
か
と
冨
・
句
包

o
E
g

氏
は
示
唆
さ
れ
て
ゐ
る
（
同
耳
、
芯
同
守
H
a
s
s

－
M
M－
N
H
S。

＊
＊
＊
＊
＊
＊

n
＼
・k
r
b
h這・
凶
H
H
F
g
p
r

* 

し
か
し
、
乙
の
や
う
な
女
性
の
転
落
は
決
し
て
意
識
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
私
は
古
代
社
会
で
決
し
て
（
現
代
的
な
語
義
で
）
成
立
す
る
筈
の
な
い
「
詩

人
」
と
い
ふ
職
業
（
特
に
g

宮
田
な
る
語
の
価
値
M

感
d

の
変
遺
）
や
こ
乙
に
取
り
上
げ
た
「
遊
女
」
の
持
つ
重
さ
を
民
俗
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
は
思
ふ
け
れ

ど
、
当
時
の
時
代
意
識
は
既
に
ふ
か
く
家
父
長
制
の
支
配
体
制
に
影
響
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
も
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
へ
l

ロ
ド
ト
ス
が
「
神
娼
」
の
こ

** 

と
を
特
に
記
し
た
心
情
そ
れ
自
体
既
に
父
系
制
を
疑
は
ぬ
人
の
驚
き
で
あ
り
、
イ
ン
ド
の
「
ヌ
マ
の
法
典
」
さ
へ
、
女
性
を
団
地
に
た
と
へ
る
こ
と
を
「
聖

伝
」
と
し
て
ゐ
る
点
が
僅
か
に
注
目
さ
れ
る
の
み
で
、
完
全
な
父
系
制
的
法
体
系
と
言
へ
ょ
う
。
。N＼
竜
丸
古
典
学
辞
典
は
、
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
会
が
女
性

也
管
＊
也
管

を
更
に
男
性
に
隷
属
せ
し
め
た
事
実
を
、
吋
R
E
E
g
g

－
k
pロ
宮
田
江
口
ロ
タ
回
目

2
0
白
河
田
一
g

ら
を
引
い
て
説
明
し
て
ゐ
る
が
、
「
（
現
代
的
意
味
で
の
）
『
文
学
』
が

女
性
と
共
に
は
じ
ま
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
被
支
配
層
と
し
て
の
女
性
の
、
闘
争
か
、
然
ら
ず
ん
ば
彼
女
が
諦
念
に
達
す
る
ま
で
の
苦
悩
の
記
録
と
し
て
で
あ

っ
た
。
ア
ン
ト
l

ニ
ウ
ス
と
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
l

の
「
恋
」
は
主
に
プ
ル
i

タ
ル
コ
ス
に
よ
る
創
作
で
、
こ
の
男
女
は
ア
シ
ア
と
い
ふ
侵
略
の
目
標
を
心
に
秘
め

ア
ゥ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
こ
れ
を
す
か
さ
ず
利
用
し
、
「
い
や
し
く
も
ロ

l

マ
の
武
将
た
る
者
が
女
に
祖
国
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て
い
は
ば
狐
と
狸
の
化
か
し
合
ひ
を
し
た
に
す
ぎ
ず
、

解
放
奴
隷
の
子
で
あ
っ
た
ホ
ラl
テ
ィ
ウ
ス
も
乙
れ
を
歌
っ
て
お
の
が
保
身
を

也
管
＊
也
管
也
管

は
か
っ
た
。
ア
ク
テ
ィ
ウ
ム
の
海
戦
は
ほ
と
ん
ど
ア
ン
ト
l

ニ
ウ
ス
の
自
己
崩
壊
で
あ
っ
た
と
一
史
家
は
解
し
て
ゐ
る
し
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
が
長
詩
「
ア
ェ

＊
＊
也
守
也

q

’

ネ
l

イ
ス
」
に
お
い
て
英
雄
守
町
「
男
」
〉
ア
ェ
ネl
ア
l

ス
に
カ
ル
タ
l
ゴ
l

の
女
王
デ
ィ
l

ド
ー
を
捨
て
て
「
ロ
l

マ
建
国
」
の
グ
大
義
d
に
殉
じ
せ
し

め
た
の
も
、
国
家
の
成
立
に
不
可
欠
な
男
性
の
優
位
を
ア
ゥ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
乙
と
は
、
同
じ
作
者
の
「
牧
歌
」
に
歌
は

を
売
っ
て
」
と
い
ふ
論
理
を
以
て
、

お
の
が
帝
政
支
配
の
地
歩
を
か
た
め
、

れ
た
支
配
者
の
大
土
地
占
有
を
裏
づ
け
と
し
て
推
測
し
得
ょ
う
。

註
＊
所
調
ガ
レ
l
ノ
ス
の
分
類
に
よ
る
R

仲r
z
g

品
市
田
の
系
譜
は
、
は
る
か
に
降
っ
て
日
本
の
大
学
の
「
教
養
課
程
」
の
構
想
に
結
び
つ
く
が
、
当
時
の
分
類
で
は
肉
体
労

働
は
蔑
視
さ
れ
彫
刻
で
さ
へ
問
見
官
g

－m
骨
密
に
入
れ
ら
れ
た
。
＊
＊
岩
波
文
庫
版

H
u
p
s－s
e
・M
g
）
＊
＊
＊
福
田
恒
存
氏
の
言
と
記
憶
す
る
が
、
同
氏
は
ζ

れ
を

社
会
史
的
に
は
捉
へ
て
を
ら
れ
な
い
。
：
：
0
・

3
3
8
u
g

号
5
3

匂
同
s
g

ミ

p
s
s

目
．h
E
ミ
－
H
g
φ
（
筆
者
に
よ
る
教
科
書
版
、
文
修
堂
、
富ω



年
あ
り
〉
。
ま
た
、
小
説
で
は
あ
る
が
、
M
・
ユ
ル
ス
ナ
ル
「
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
回
想
」
、
多
国
智
満
子
氏
訳
、
白
水
社
、

H
g
h
p年
、
七
二
頁
に
も
同
じ
解
釈
が
出
て
ゐ
る

（
ハ
ド
リ
アl
ヌ
ス
が
正
し
い
発
音
だ
が
、
訳
者
は
意
識
的
に
長
音
を
無
視
さ
れ
て
ゐ
る
）
。
＊
＊
＊
＊
＊
乙
の
作
品
の
冒
頭
に
出
る
語
。
尚
、
己
ユ
ロ
ぬ
と
い
ふ
英
語
も
、

そ
の
原
形
良
ユ
ロ
回
「
男
ら
し
さ
」
に
由
来
す
る
。
な
ほ
、
乙
の
解
釈
は
明
日
同
O
H
O
－
O
E
ロ
ロ
ら
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
当
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
最
も
印
象
深
か
っ
た
の
は
、
女
に
当
然
関
聯
す
る
「
愛
」
の
概
念
で
あ
り
、
私
は
糟
谷
君
に
「
愛
す
る
」
と
い
ふ
表
現

が
明
治
以
前
の
日
本
文
学
に
理
念
化
さ
れ
た
形
で
使
は
れ
て
ゐ
る
例
が
あ
る
か
否
か
を
う
か
が
ひ
、
槍
谷
君
の
否
定
的
な
お
答
か
ら
か
ね
て
よ
り
の
私
の
考
へ

ホ
脅

ー
ー
ー
恋
愛
は
「
欲
る
」
と
同
根
の
「
惚
れ
る
」
、
「
恋
ふ
」
は
活
用
を
異
に
こ
そ
す
れ
「
乞
ふ
」
で
あ
っ
て
、
「
愛
」
は
日
本
で
は
仏
教
的
な
「
渇
愛
」
と
し
て
、

否
定
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
親
鷲
の
罪
悪
感
も
女
身
に
触
れ
る
こ
と
に
は
な
く
、
女
身
に
触
れ
て
な
ぜ
悪
い
か
と
い
ふ
、
国
家
鎮
護
の
要
請
に

大
乗
の
本
質
を
見
失
っ
た
天
台
教
学
に
対
す
る
「
庶
民
」
の
実
感
か
ら
、
疑
ふ
乙
と
の
で
き
な
い
「
本
能
」
の
叫
び
で
あ
っ
て
、

清
沢
満
之
師
の
ひ
げ
ク
テ

l
ト
ス
へ
の
傾
倒
、
そ
し
て
そ
の
流
れ
を
引
く
曽
我
量
深
師
の
「
本
能
」
即
「
本

乙
れ
が
明
治
時
代
に
至
っ

て
、
仏
教
が
支
配
者
の
保
護
を
失
っ
た
と
き
に
、

願
」
と
い
ふ
大
乗
の
本
質
に
復
帰
し
た
事
実
を
、
国
内
的
に
は
支
配
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ま
た
国
外
的
に
は
上
述
の
ア
l

リ
ア
的
思
考
と
結
び
つ
け
て
必

qo 
no 

ず
し
も
偶
然
で
は
な
い
と
す
る
解
釈
｜
｜
の
傍
証
と
し
得
た
や
う
に
思
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
人
の
「
愛
」
も
ま
た
「
欲
す
る
」
に
出
で
、
ラ
テ
ン
語
の
自
母
a
も

－
守
牢
＊

句
除
、
・E

自
（
H
Z
Z
H
0
4
0
3）
と
同
根
で
、
動
詞
語
幹
g
p

は
、
の
や
－E
B
P
切
除
、
・8
B

や
、
ゲ
ル
マ
ン
系
の
以
降N
E
S
w
a
g

－
湘
S
B
O

な
ど
が
証
す
る

ご
と
く
、
本
来
「
合
一
」
と
い
ふ
極
め
て
具
体
的
な
「
性
」
ω
誌
の
な
さ
し
め
る
行
為
で
あ
っ
て
、
神
エ
ロ
i

ス
の
射
る
矢
に
対
す
る
人
間
の
抵
抗
の
無
力
さ
は
、

「
愛
」
を
ま
づ
如
何
と
も
な
し
難
い
「
本
能
」
の
力
と
見
た
古
代
的
思
考
を
示
し
て
ゐ
て
、
エ
ロ
l

ス
の
ラ
テ
ン
名
ク
ピ
l

ド

l

も
、
期
宮
内
四g
即
日
を
意
味

す
る
動
詞

s
b
ゐ
円
。
（
ミ
・
句
除
、
・

E
M
M
U
Z
Z
Z
E
R
号
司O
B
O

神
戸
。p
z
E件
。
z
g
m
弓
3

〉
に
由
来
し
、
後
世
の
理
念
的
な
「
愛
」
の
理
想
化
は
見
ら
れ
ず
、
む

し
ろ
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
根
源
的
な
「
い
の
ち
」
そ
の
も
の
が
「
愛
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
乙
と
は
、
ル
ク
レ
l

テ
ィ
ウ
ス
の
最
初
に
み
え
る
ウ
ェ
ヌ
ス
へ

の
讃
歌
に
も
明
ら
か
で
あ
り
、
ク
ピl
ド

l

が
ウ
ェ
ヌ
ス
の
子
と
さ
れ
る
理
由
も
判
る
の
で
あ
る
。
男
女
の
恋
も
さ
う
し
た
生
成
発
展
す
る
「
い
の
ち
」
の
一

、
＊
＊
＃
＊

現
象
に
す
ぎ
な
い
。
私
は
実
地
の
経
験
か
ら
o
i
仏
宮
回
あ
た
り
に
出
る

3
2
2

セ
訳
す
と
き
、
日
本
語
の
「
セ
ッ
ク
ス
」
が
最
も
よ
く
あ
て
は
ま
る
「
事
実
」

イ

を
指
摘
し
た
。
人
は
よ
く
エ
ロ
l

ス
に
対
す
る
ア
ガ
ペ
ー
の
優
位
を
説
く
が
、
後
者
は
動
詞
仰
向
者
皆
に
出
で
、P
音
の
説
明
を
保
留
し
た
ま
ま
と
は
い
へ
、

****# 

ω
関
与
h
v
αと

h
w
m
ω
自
包
の
同
系
は
ほ
ぼ
定
説
で
あ
っ
て
、
h
v
m
ω
自
包
は
古
義
「
驚
く
」
か
ら
「
感
嘆
す
る
」
を
経
て
、
お
さ
皆
「
大
切
に
扱
ふ
」
に
結
び
つ
く
。



乙
れ
を
「
精
神
的
な
愛
」
と
し
て
エ
ロ
l

ス
よ
り
も
上
位
に
お
い
た
ギ
リ
シ
ア
哲
学
は
、
か
の
イ
デ
ア
説
と
同
じ
く
、
奴
隷
労
働
に
依
存
し
て
グ
清
談

d
に
耽
っ

て
ゐ
た
有
閑
階
級
の
観
念
的
産
物
で
あ
る
。h
w除
、
・E
U
が
「
活
動
力
」
を
示
し
、
「
怒
る
」
乙
と
す
ら
も
の
の
生
成
に
結
び
つ
く
か
う
し
た
古
代
人
の
心
は
、
ス

サ
ノ
ヲ
の
国
造
り
に
お
け
る
神
の
怒
り
を
「
人
」
の
達
し
え
な
い
明
澄
の
す
が
た
と
し
て
包
容
し
、
肯
定
さ
れ
た
折
口
信
夫
教
授
に
よ
っ
て
既
に
歌
ひ
上
げ
ら

れ
て
ゐ
る
。

註
＊
文
語
な
ら
「
惚
る
」
で
あ
る
。
な
ほ
、
イ
ベ
ロ
・
ロ
マ
ン
セ
で
は
「
恋
ふ
」
に
動
詞
宮R
R

（
八h
a
・
0
5
2
0
5
H
J
o
児
島
吉
宮
弓

E
z
r
a
B
J
S
や
糊

（
同O）
ぬ
ミ
ミ
〉
を
用
ひ
、
ζ

れ
と
思
ひ
合
は
せ
て
面
白
い
。
＊
＊
奴
隷
の
身
で
あ
っ
た
エ
ピ
ク
テ
l
ト
ス
は
、
自
己
の
安
心
立
命
を
、
環
境
と
の
戦
ひ
に
よ
り
は
む
し
ろ

外
的
条
件
を
内
的
必
然
と
し
て
受
け
取
る
ス
ト
ア
哲
学
の
方
向
に
求
め
た
。
乙
れ
は
結
局
観
念
上
の
「
自
由
」
に
と
ど
ま
っ
た
。
清
沢
師
に
も
乙
の
傾
向
が
見
ら
れ
、
と
れ
は

金
子
大
栄
師
に
継
承
さ
れ
て
、
同
じ
門
下
の
暁
鳥
敏
師
と
著
し
い
対
比
を
見
せ
て
ゐ
る
。
ホ
＊
＊
ラ
テ
ン
語
の
丸
書
店
悼
の
曲
目
自
・
も
、
同
系
。
＊
＊
＊
市
つ
ま
り
行
為

そ
の
も
の
、
性
器
、
更
に
原
意
の
「
性
」
な
ど
、
わ
が
国
の
い
か
が
は
し
い
雑
誌
に
見
ら
れ
る
多
義
性
を
示
す
。
本
市
市
＊
市
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
の
ち
、
森
武
之
助
教
授
か

ら
、
「
御
大
切
」
な
る
邦
語
が
、
神
の
愛
を
示
す
た
め
に
宣
教
師
に
よ
っ
て
原
意
の
E
E
m
g
o
w－
－
を
失
ひ
、
今
日
の
よ
自
吉
見
8
8
3

へ
と
移
っ
た
こ
と
を
教
へ
て
頂
き
、

早
速
「
タ
イ
セ
ツ
ニ
モ
ユ
ル
」
（
日
葡
辞
書
）
な
ど
の
実
例
を
知
っ
た
。
禅
家
の
ご
大
事
」
が
ζ

れ
に
影
響
し
て
ゐ
る
か
否
か
は
詳
ら
か
に
し
な
い
が
、
少
く
と
も
当
時
の

外
国
人
宣
教
師
が
「
愛
」
の
語
を
採
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。
尚a
s
h
v
oに
当
る
ラ
テ
ン
語
は
岳
民
的
。
で
あ
り
、
や
は
り
「
敬
意
」
を
含
む
。
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話
ロ
ロ

ω

が
「
セ
ッ
ク
ス
」
だ
な
ど
と
い
ふ
下
品
な
表
現
を
用
ひ
ず
、
松
原
君
は
地
中
海
文
化
圏
の
「
愛
」
が
「
空
腹
だ
か
ら
食
べ
る
」
と
い
ふ
や
う
な
即
物

的
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
ほ
ぼ
私
と
同
じ
見
解
に
立
っ
て
発
言
さ
れ
、
西
欧
中
世
に
お
け
る
「
女
性
崇
拝
」
の
発
生
と
、
乙
れ
に
つ
な
が
る
冒
頭
の
「
永
遠
の

女
性
」
へ
の
志
向
を
ど
う
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て
、
ケ
ル
ト
起
源
説
、Z
0
5
8
F
g

岳
の
影
響
、
〈
停
宮
何
回
に
よ
る
シ
チ
リ
ア
占
拠
と
ダ
ン
テ
に
代
表
さ
れ

る
ト
ス
カ

l

ナ
文
学
と
シ
チ
リ
ア
文
化
の
関
係
、
南
仏
持
情
詩
ハ
プ
ロ
グ
ァ
ン
ス
語
）
と
イ
ベ
ロ
・
ア
ラ
ブ
文
化
の
関
聯
の
有
無
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
問

題
を
与
へ
て
下
さ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
聖
母
無
原
罪
説
と
女
性
の
理
想
化
｜
｜
非
生
産
的
観
念
化l
l

は
、
何
れ
が
先
行
す
る
の
か
私
は
知
ら
な
い
が
、
ア
シ

ア
の
大
地
女
神
信
仰
は
既
に
あ
ま
り
に
も
遠
く
、
私
如
き
に
結
論
は
下
せ
な
い
。
た
だ
私
が
常
に
感
じ
る
の
は
ラ
テ
ン
詩
人
の
中
で
た
だ
一
人
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ

也
守
・

ス
の
持
つ
異
質
性
で
、
た
と
へ
ば
カ
ト
ウ
ル
ル
ス
や
プ
ロ
ペ
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
持
つ
哀
愁
を
「
人
生
に
お
け
る
哀
愁
」
と
す
れ
ば
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
そ
れ
は

‘,‘.
T 

「
人
生
の
哀
愁
」
と
言
へ
ょ
う
。
そ
し
て
ガ
ル
リ
ア
の
マ
ン
ト
ゥ
ア
に
生
れ
た
彼
に
は
ケ
ル
ト
の
血
が
混
っ
て
ゐ
た
と
い
ふ
乙
の
一
事
が
な
に
か
私
の
心
に
残

る
の
で
あ
る
。
い
づ
れ
に
せ
よ
、
私
は
質
問
に
立
っ
て
教
へ
ら
れ
、
自
分
の
領
域
と
し
て
与
へ
ら
れ
た
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
l

マ
文
学
に
つ
い
て
の
管
見
を
述
べ
る



時
で
さ
へ
、
自
分
で
自
分
に
質
問
し
て
ゐ
た
と
も
言
へ
る
。

ハ
一
九
六
四
年
夏
）

註
事
拙
稿
「
冨
〉
同
吋E
’F
H
ω
に
お
け
る
〈
金
銭
V
」
（
「
西
洋
古
典
学
研
究
」
第
十
二
巻
〉
匂
・
記
参
看
。

れ
る
令
＼
－
k
t
b
s
－
凶
H
H
F
g
ω・
釦
）
。

ホ
＊
し
か
し
ケ
ル
ト
人
の
間
で
は
「
男
色
」
も
盛
だ
っ
た
と
言
は

附
記
｜
｜
梅
津
忠
雄
君
〈
美
術
史
）
か
ら
、
ア
マ
ゾl
ン
の
語
源
に
つ
い
て
御
質
問
を
受
け
た
が
、
「
ア
」
を
否
定
の
接
頭
辞
と
し
て
「
乳
房
な
き
者
」
と
す
る
説
明
は
、
古

く
か
ら
あ
る
P

伝
承
d

と
し
て
と
ど
め
て
お
く
の
が
無
難
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。
長
髪
の
ス
キ
ュ
タ
イ
人
を
女
と
見
誤
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
も
言
は
れ
て
ゐ
る
。

次
に
本
文
中
の
ム
印
は
、
「
三
田
新
聞
」
第
一
O

一
八
号
の
拙
論
紹
介
の
内
容
と
異
る
。
た
と
へ
ば
「
三
田
新
聞
」
で
は
「
解
放
奴
隷
」
に
触
れ
て
ゐ
な
い
。
し
か
し
、
乙
れ
は

拙
論
の
紹
介
者
大
浜
甫
君
の
責
任
で
は
な
く
、
筆
者
の
質
問
の
拙
劣
さ
に
因
る
も
の
で
あ
る
。
大
切
な
と
と
な
の
で
、
一
言
す
る
と
共
に
、
大
浜
君
の
た
め
に
と
れ
を
述
べ
て
お

き
た
い
。
ま
た
、
「
元
老
院
議
員
及
び
そ
の
階
級
の
者
」
や
ご
部
の
生
来
自
由
人
」
は
、
黄
金
時
代
の
ロ1
マ
に
あ
っ
て
は
、
「
解
放
奴
隷
」
、
「
俳
優
」
、
「
娼
婦
及
び
そ
の
周
旋

業
者
」
と
婚
姻
す
る
と
と
は
法
的
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
て
も
身
分
、
財
産
上
の
損
失
を
伴
ひ
、
多
く
は
「
内
縁
」8一
口g
v
g
釦
吉
田
に
と
ど
ま
っ
た
（
船

田
「
ロ
l

マ
法
入
門
」
ニ
ニ
三
頁
以
下
〉ζ
と
も
附
記
し
て
お
か
う
。
（
以
上
〉

円
。


