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ギ
リ
シ
ア
人
の
産
出
し
た
文
化
の
一
つ
に
修
辞
学
が
あ
る
。
そ
れ
は
な
か

ん
ず
く
ア
テ
ナ
イ
文
化
に
お
い
て
　
　
プ
ラ
ト
ン
の
伝
え
る
よ
う
に
ア
テ
ナ

イ
人
は
言
葉
を
愛
し
、
多
く
語
る
こ
と
を
好
ん
だ
（
φ
ι
λ
ς
　
τ
έ
　
κ

α
ς
）
　
　
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
今
日
、
修
辞
学

は
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
閑
却
さ
れ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
諸
著
作
の

う
ち
で
も
修
辞
学
に
関
す
る
書
は
恐
ら
く
最
も
研
究
さ
れ
な
い
も
の
に
属
し

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
現
代
の
哲
学
に
お
い
て
は
な
は
だ
大
き
な
意
義
を

獲
得
す
る
に
至
っ
た
の
は
解
釈
学
で
あ
る
。
解
釈
学
は
も
と
文
献
学
の
方
法

で
あ
る
が
、
今
日
そ
れ
は
哲
学
の
一
般
的
方
法
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
高
め
ら
れ

て
い
る
。
解
釈
学
も
ギ
リ
シ
ア
の
啓
蒙
時
代
に
修
辞
学
と
結
び
つ
い
て
成
立
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し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
独
立
の
学
と
し
て
発
達
す
る
に
至
っ
た
の
は

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
時
代
の
文
献
学
に
お
い
て
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

修
辞
学
が
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
開
花
期
の
産
物
で
あ
る
に
反
し
て
、
解
釈
学
は

ギ
リ
シ
ア
文
化
の
発
展
が
一
応
終
結
し
た
後
そ
の 

黄  

昏 

た
そ
が
れ

に
い
わ
ゆ
る
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
の
梟
ふ
く
ろ
うと
し
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
解
釈
学
の
性
質
に

相
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
解
釈
学
は
す
で
に
作
ら
れ
た
も
の
、
で
き
上
っ

た
作
品
に
対
し
て
働
く
。
す
ぐ
れ
た
文
献
学
者
ベ
ェ
ク
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

そ
れ
は
「
認
識
さ
れ
た
も
の
の
認
識
」
（das Erkennen des Erkannten

）

を
目
的
と
し
て
い
る
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
解
釈
学
は
過
去
の
歴
史
の
理
解

の
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
修
辞
学
は
ギ
リ
シ
ア
の
活
発
な
社
会
的
実

践
的
生
活
の
さ
な
か
に
発
達
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
解
釈
学
が
主
と
し
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て
書
か
れ
た
言
葉
、
誌
さ
れ
た
文
書
に
向
う
に
反
し
て
、
修
辞
学
は
主
と
し

て
話
さ
れ
る
言
葉
に
属
し
、
か
つ
そ
れ
は
法
廷
、
国
民
議
会
、
市
場
等
に
お

け
る
活
動
と
結
び
付
い
て
形
成
さ
れ
た
。
か
く
し
て
解
釈
学
も
修
辞
学
も
共

に
ロ
ゴ
ス
（
言
葉
）
に
関
係
す
る
に
し
て
も
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
性
格
、
そ

の
実
質
を
異
に
し
て
い
る
。

　
現
代
に
お
け
る
解
釈
学
の
哲
学
へ
の
導
入
に
よ
っ
て
多
く
の
こ
と
が
為
し

遂
げ
ら
れ
た
の
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
れ
は
特
に
、
従
来
の
、
自

然
科
学
に
定
位
し
た
方
法
な
い
し
論
理
に
よ
っ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
人
間
お

よ
び
歴
史
に
関
す
る
哲
学
の
方
面
に
お
い
て
功
績
が
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
た

今
日
、
解
釈
学
的
方
法
に
対
す
る
不
満
が
広
く
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
我
々
は
解
釈
学
の
立
場
を
超
え
る
こ
と
を
要
求

5



さ
れ
て
い
る
、
も
と
よ
り
我
々
は
解
釈
学
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
貴
重
な
諸
発

見
を
無
視
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
か
く
の
ご
と
き
状
況
に
お
い
て
、
久

し
く
忘
却
さ
れ
て
き
た
修
辞
学
に
再
び
注
目
す
る
こ
と
は
何
ら
か
の
意
義
を

有
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
修
辞
学
を
導
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
の

哲
学
に
何
ら
か
の
新
し
い
道
を
拓ひら
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

我
々
が
問
題
と
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
方
法
と
し
て
の
修
辞
学
、
あ
る

い
は
修
辞
学
の
論
理
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
解
釈
学
が
哲
学
的
方

法
と
し
て
は
言
葉
の
解
釈
か
ら
現
実
の
存
在
の
解
釈
に
ま
で
転
化
発
展
さ
せ

ら
れ
た
よ
う
に
、
修
辞
学
も
哲
学
的
論
理
と
し
て
は
単
に
言
葉
の
み
で
な
く

現
実
の
存
在
そ
の
も
の
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
解
釈
学
的
方
法
に
対
す
る
主
要
な
反
対
は
、
そ
れ
が
理
解
の
、
し
た
が
っ
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て
ま
た
観
想
の
立
場
に
立
っ
て
、
行
為
の
、
な
い
し
は
実
践
の
立
場
に
立
つ

も
の
で
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
反
対
は
、
解
釈
学
が
も
と
す
で

に
作
ら
れ
た
も
の
の
理
解
の
方
法
と
し
て
発
達
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
限

り
、
当
然
で
あ
る
。
解
釈
学
は
過
去
の
歴
史
に
対
す
る
場
合
自
己
の
固
有
の

力
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
解
釈
学
が
歴
史
の
方
法
で
あ
る
と
い
う
場
合
、

歴
史
と
は
出
来
上
っ
た
も
の
、
過
去
の
歴
史
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
る
に

歴
史
と
い
う
べ
き
も
の
は
本
来
現
在
の
歴
史
で
あ
り
、
我
々
自
身
が
現
在
の

行
為
に
お
い
て
作
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
解
釈
学
は
歴
史
の
論
理

と
し
て
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
解
釈
学
は
存
在
の
歴

史
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
歴
史
性
と
は
こ
の
場
合
主
と
し
て
過
去
か

ら
生
成
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
解
釈
学
は
歴
史
的
な
も
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の
は
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
れ
は
表

現
に
つ
い
て
も
理
解
の
立
場
に
立
っ
て
行
為
も
し
く
は
制
作
の
立
場
に
立
つ

の
で
は
な
い
。
表
現
の
概
念
は
理
解
な
い
し
観
想
の
立
場
と
つ
ね
に
結
び
つ

く
と
い
う
こ
と
は
で
き
ぬ
。
た
だ
解
釈
学
の
立
場
に
お
い
て
は
前
者
は
後
者

と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
体
験
、
表
現
、
理
解
と
い
う

三
つ
の
も
の
の
内
的
な
結
合
を
考
え
た
が
、
し
か
し
表
現
そ
の
も
の
は
単
な

る
体
験
と
は
異
な
る
行
為
の
立
場
か
ら
、
ま
た
単
な
る
理
解
と
は
異
な
る
制

作
の
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
性
の
意
味
が
過
去
の
歴

史
と
そ
の
理
解
の
立
場
か
ら
現
在
に
お
い
て
歴
史
を
作
る
行
為
の
立
場
に
移

し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
表
現
の
意
味
も
解
釈
学
的
立
場
か
ら

離
れ
て
表
現
作
用
そ
の
も
の
の
立
場
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

8解釈学と修辞学



　
こ
の
場
合
修
辞
学
は
我
々
に
必
要
な
手
懸
り
を
与
え
得
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
修
辞
学
は
端
的
に
表
現
に
関
係
し
て
い
る
。
我
々
は
表
現
す
る
た
め
に

修
辞
学
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
修
辞
学
は
表
現
の
理
解
に
関
係
す
る
の
で
な

く
、
か
え
っ
て
表
現
の
作
用
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
こ
に
元
来
と
も
に
ロ
ゴ

ス
（
言
葉
）
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
解
釈
学
と
修
辞
学
と
の
性
格

的
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
次
に
修
辞
学
は
表
現
作
用
の
立
場
に
立
つ
も
の

と
し
て
表
現
の
技
術
性
に
つ
い
て
知
ら
せ
る
。
修
辞
学
は
何
よ
り
も
技
術
で

あ
る
。
そ
れ
は
表
現
的
で
あ
る
た
め
に
は
技
術
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い

う
こ
と
を
我
々
に
教
え
る
。
表
現
的
な
も
の
は
技
術
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
修
辞
学
に
と
っ
て
い
わ
ば
公
理
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
実
に
表
現
の

本
質
に
関
わ
る
重
要
な
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
に
表
現
的
な
言
葉
の
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み
で
は
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
的
な
も
の
は
技
術
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
自
然
の
ご
と
き
も
表
現
的
な
も
の
と
し
て
技
術
的
で
あ
る
。
か
の
自

然
美
の
問
題
の
ご
と
き
も
、
自
然
の
技
術
性
を
基
礎
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

考
え
ら
れ
、
か
つ
こ
れ
と
芸
術
美
と
の
統
一
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
修
辞
学
は
も
と
よ
り
単
に
美
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は

な
い
。
修
辞
学
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
単
に
言
葉
の
装
飾
や
美
化
の
た
め
の

も
の
で
あ
っ
た
の
で
な
く
、
む
し
ろ
社
会
的
実
践
的
な
目
的
を
有
し
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
も
と
芸
術
と
特
殊
の
関
係
が
あ
っ
た
の
で
な
く
、
む
し
ろ
社

会
的
政
治
的
活
動
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
市
場
や
法
廷
や
国
民
議
会

が
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
修
辞
学
の
固
有
の
場
所
で
あ
っ
た
。
表
現
論
と
審
美

主
義
と
は
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
分
離
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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修
辞
学
は
何
か
特
別
の
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
我
々
の
言
葉
は
す
べ
て

修
辞
学
的
で
あ
る
、
言
い
換
え
れ
ば
技
術
的
で
あ
る
。
言
葉
は
本
来
技
術
的

な
も
の
で
あ
る
故
に
表
現
的
な
の
で
あ
る
。
修
辞
学
は
意
識
的
に
用
い
ら
れ

る
の
み
で
な
く
、
日
常
の
言
葉
も
無
意
識
的
に
せ
よ
つ
ね
に
何
ら
か
修
辞
学

的
で
あ
る
。
言
葉
は
人
間
の
本
質
に
属
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は

表
現
性
が
人
間
存
在
の
根
本
規
定
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
人
間
存
在
の
表
現

性
は
そ
の
技
術
性
と
一
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。

　
と
こ
ろ
で
人
間
は
技
術
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
デ
カ
ダ
ン
ス
に
陥
る
危

険
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
関
係
は
修
辞
学
に
お
い
て
何
よ
り
も
明
瞭
に
認
め

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
言
葉
の
デ
カ
ダ
ン
ス
と
は
、
言
葉
が
そ
の
本
性
す
な
わ
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ち
存
在
を
存
在
そ
の
も
の
か
ら
顕
わ
に
す
る
と
い
う
性
質
を
逸
し
て
、
存
在

と
の
内
的
な
繋つな
が
り
を
失
う
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
は
技
術
的
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
空
虚
に
な
り
易
い
。
プ
ラ
ト
ン
は
哲
学
者
の
眼
を
も
っ
て
、
当
時
の

文
化
の
う
ち
に
浸
潤
し
た
修
辞
学
に
伴
う
種
々
の
弊
害
を
洞
見
し
、
仮
借
す

る
こ
と
な
く
批
判
し
た
。
し
か
し
彼
は
、
な
か
ん
ず
く
パ
イ
ド
ロ
ス
に
お
い

て
は
、
た
だ
修
辞
学
を
非
難
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
自
分
自
身
、
哲
学

的
な
根
柢
に
立
つ
新
し
い
修
辞
学
の
綱
要
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

修
辞
学
は
一
方
で
は
弁
証
論
に
、
他
方
で
は
心
理
学
に
基
礎
を
お
く
こ
と
に

よ
っ
て
説
得
の
技
術
と
し
て
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
話
す
人
は

ま
ず
、
彼
が
そ
れ
に
つ
い
て
話
す
物
に
関
す
る
真
の
認
識
を
有
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
こ
の
認
識
は
弁
証
論
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
修
辞
学
が
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詭
弁
を
意
味
す
べ
き
で
な
い
な
ら
ば
、
弁
証
論
は
修
辞
学
に
と
っ
て
自
己
の

論
拠
の
発
見
の
た
め
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
話
す
人
は
次
に
、

聴
く
人
の
心
理
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
は
人
間
の
心
の
差
別
、
そ

の
性
質
の
相
違
を
知
り
、
こ
れ
に
応
じ
て
説
得
に
最
も
適
し
た
言
葉
を
用
い

る
よ
う
に
心
掛
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
修
辞
学
は
聴
く
人
の
心
を
言
葉
に
よ
っ
て

一
定
の
方
向
に
導
く
こ
と
（
ψ
υ
χ
α
γ
ω
γ
ς
　
δ
ι
ὰ
　
λ
※
γ
ω
ν
）

で
あ
り
、
人
間
心
理
の
把
握
は
そ
の
基
礎
で
あ
る
。
か
く
て
プ
ラ
ト
ン
に
よ

れ
ば
修
辞
学
は
論
理
で
あ
る
と
同
時
に
心
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
具
体
的
な
論
理
で
あ
る
。
修
辞
学
は
心
理
と
論

理
と
の
統
一
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と

の
統
一
と
し
て
技
術
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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プ
ラ
ト
ン
が
パ
イ
ド
ロ
ス
の
中
で
与
え
た
示
唆
は
、
修
辞
学
に
対
す
る
一

層
積
極
的
な
評
価
の
も
と
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
具
体
的
に
展
開

さ
れ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
え
ば
、
修
辞
学
は
政
治
学
　
　
彼
に
お
い

て
は
倫
理
学
と
政
治
学
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
　
　
の
孫
で
あ
る
。
修
辞

学
は
人
間
の
社
会
的
存
在
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。
言
葉
は
本
来
社

会
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
言
葉
は
本
性
上
修
辞
学
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
実
の
言
葉
は
、
一
、
話
す
人
、
二
、
そ
れ
に
つ
い
て
話

さ
れ
る
も
の
、
三
、
聴
く
人
、
と
い
う
三
要
素
を
含
み
、
こ
れ
に
構
造
づ
け

ら
れ
た
一
全
体
で
あ
る
。
私
が
そ
の
人
に
向
っ
て
話
す
相
手
が
言
葉
の
テ
ロ

ス
（
目
的
）
で
あ
る
。
言
葉
の
テ
ロ
ス
は
私
で
な
く
、
か
え
っ
て
聴
き
手
す

な
わ
ち
汝
で
あ
る
。
私
は
聴
き
手
を
説
得
す
る
こ
と
、
そ
の
信
を
得
る
こ
と
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を
求
め
、
そ
の
た
め
に
修
辞
学
を
必
要
と
す
る
。
修
辞
学
に
お
け
る  

信    

し
ん
ぴ
ょ

憑  う
の
根
拠
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
三
つ
の
も
の
を
区
別
し
た
。
一
、

話
し
手
の
エ
ー
ト
ス
（
性
格
）
に
よ
る
証
明
。
そ
の
人
の
心
根
、
性
格
が
立

派
で
あ
る
場
合
、
我
々
は
容
易
に
彼
の
言
葉
を
信
じ
る
。
言
葉
の
有
す
る
信

憑
力
は
話
し
手
の
性
格
、
そ
の
倫
理
性
の
如
何
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
こ
で

話
し
手
は
言
葉
の
技
術
に
よ
っ
て
自
己
の
エ
ー
ト
ス
に
対
す
る
相
手
の
信
を

作
り
出
す
よ
う
に
努
め
る
。
二
、
聴
き
手
の
パ
ト
ス
に
よ
る
証
明
。
聴
き
手

に
お
い
て
パ
ト
ス
が
言
葉
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
と
き
、
聴
き
手
自
身
が
証

明
の
手
段
と
な
る
。
話
す
人
は
言
葉
の
技
術
に
よ
っ
て
相
手
を
心
の
一
定
の

状
態
に
お
く
よ
う
に
努
め
る
。
三
、
ロ
ゴ
ス
そ
の
も
の
に
よ
る
証
明
。
語
る

こ
と
は
或
る
も
の
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
あ
る
限
り
、
修
辞
学
も
一
定
の
論
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理
的
証
明
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
修
辞
学
は
倫
理
学
も
し
く
は
政
治
学

の
孫
で
あ
る
と
と
も
に
弁
証
論
の
孫
で
あ
る
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
い
っ

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
演
繹
法
と
帰
納
法
と
は
論
理
の
二
つ
の
形
式
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
相
応
し
て
修
辞
学
に
お
い
て
は
ά
δ
ε
ι
γ
μ
α
と
が
あ
る
。
前
者

エ
ン
チ
ュ
メ
ー
マ
は
修
辞
学
的
な
推
理
（
シ
ュ
ロ
ギ
ス
モ
ス
）
で
あ
り
、
後

者
パ
ラ
デ
イ
グ
マ
す
な
わ
ち
例
に
よ
る
証
明
は
修
辞
学
的
な
帰
納
法
で
あ
る

と
見
ら
れ
る
。
純
粋
な
論
理
と
修
辞
学
的
な
論
理
と
の
間
に
差
異
が
存
在
す

る
の
は
、
修
辞
学
が
主
と
し
て
行
為
に
関
係
し
、
行
為
は
必
然
的
な
も
の
で

な
く
て
大
抵
は
そ
う
あ
る
（
ς
　
※
π
※
　
τ
※
　
π
ο
λ
※
）
も
の
で
あ

る
の
に
基
づ
い
て
い
る
。
修
辞
学
は
行
為
に
関
し
て
、
一
、
勧
告
し
、
も
し

く
は
諫
止
す
る
こ
と
、
二
、
告
訴
し
、
も
し
く
は
弁
護
す
る
こ
と
、
三
、
称
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讃
し
、
も
し
く
は
非
難
す
る
こ
と
、
を
主
題
と
す
る
。
か
よ
う
に
行
為
に
関

係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
修
辞
学
に
は
時
間
が
属
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
右
の
第
一
の
種
類
は
未
来
に
、
第
二
の
種
類
は
過

去
に
、
第
三
の
種
類
は
現
在
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
三
つ
の
種

類
の
も
の
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
右
の
順
序
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
、

一
、
利
と
害
、
二
、
正
と
不
正
、
三
、
善
と
悪
で
あ
る
。
修
辞
学
に
つ
い
て

の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
分
析
が
い
か
に
具
体
的
な
点
に
触
れ
て
い
る
か
が
知

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
か
く
し
て
修
辞
学
が
単
な
る
論
理
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
言
葉

が
単
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
修
辞
学
は
存
し
な
い
。
修
辞
学
は

一
面
論
理
で
あ
る
と
と
も
に
他
面
心
理
で
あ
る
。
こ
こ
に
心
理
と
い
う
の
は
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パ
ト
ス
的
な
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
修
辞
学
は
心
理
と
論
理
と
の
綜
合
で
あ

り
、
論
理
と
し
て
は
具
体
的
な
論
理
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
論
理

に
つ
い
て
は
、
論
理
の
基
礎
に
関
す
る
か
の
心
理
主
義
と
論
理
主
義
と
の
論

争
の
ご
と
き
は
無
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
論
争
そ
の
も
の
が
抽
象

的
で
あ
る
と
い
え
る
。
修
辞
学
は
心
理
的
に
、
言
い
換
え
れ
ば
パ
ト
ス
的
に

制
約
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
が
誰
か
を
相
手
に
話
す
と
き
、
ひ
と
は
相
手
が
い

か
な
る
心
の
状
態
に
あ
る
か
を
、
彼
の
感
情
と
か
気
分
と
か
を
ほ
と
ん
ど
無

意
識
的
に
考
慮
し
、
言
葉
は
こ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
ひ
と
は
単
に
相

手
の
ロ
ゴ
ス
（
理
性
）
に
で
な
く
、
ま
た
彼
の
パ
ト
ス
（
情
意
）
に
訴
え
る
。

ひ
と
は
相
手
を
自
分
の
意
見
に
対
し
て
受
取
り
易
く
、
注
意
深
く
か
つ
好
意

的
な
ら
し
め
る
　
　
こ
の
三
つ
の
点
は
古
代
の
修
辞
学
者
の
掲
げ
た
伝
統
的
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な
規
定
に
属
し
て
い
る
　
　
た
め
に
、
言
葉
を
技
術
的
に
用
い
る
。
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
が
模
範
的
に
示
し
た
ご
と
く
修
辞
学
は
パ
ト
ス
論
と
密
接
な
関
係

を
含
ん
で
い
る
。
修
辞
学
は
聴
く
人
の
パ
ト
ス
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
み

で
な
く
、
他
方
話
す
人
自
身
の
パ
ト
ス
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
各

人
の
パ
ト
ス
、
ま
た
エ
ー
ト
ス
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
性
格
的
な
も
の
で
あ

る
。
性
格
と
い
う
も
の
は
主
と
し
て
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に

パ
ト
ス
な
い
し
エ
ー
ト
ス
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
修
辞
学
は
表
現
的
で
あ
る
。

修
辞
学
は
何
よ
り
も
話
す
人
の
人
間
、
性
格
、
す
な
わ
ち
主
体
的
な
も
の
を

現
わ
す
。
文
は
人
な
り
と
い
う
の
は
よ
く
知
ら
れ
た
格
言
で
あ
る
。
修
辞
学

を
単
に
言
葉
の
問
題
と
し
て
で
な
く
思
考
の
問
題
と
し
て
見
て
　
　
思
考
の

仕
方
と
言
表
の
仕
方
と
の
間
に
お
け
る
内
面
的
な
一
致
な
し
に
真
の
修
辞
学
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は
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
　
　
、
こ
れ
と
純
粋
に
論
理
的
な
思
考
と
を
概
念
上

区
別
す
る
と
き
、
論
理
的
思
考
が
対
象
的
に
限
定
さ
れ
た
思
考
で
あ
る
に
反

し
て
、
修
辞
学
的
思
考
は
主
体
的
に
限
定
さ
れ
た
思
考
で
あ
る
。
前
者
が
真

理
性
（W

ahrheit
）
に
関
わ
る
に
反
し
て
、
後
者
は
真
実
性
（W

ahrhaftigk

eit

）
に
関
わ
る
。
す
な
わ
ち
修
辞
学
に
お
い
て
は
単
に
論
理
性
の
み
で
な
く

ま
た
倫
理
性
が
問
題
で
あ
る
。
表
現
に
お
い
て
は
真
理
性
で
な
く
て
純
粋
性

（Echtheit

）
が
問
題
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
も
、
表
現
が
主
体
的
真
実
性

に
関
わ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
書
い
て
い
る
、
「
自
然
的

な
ス
タ
イ
ル
を
見
る
と
き
、
ひ
と
は
ま
っ
た
く
驚
喜
す
る
、
な
ぜ
な
ら
彼
は

ひ
と
り
の
著
者
を
見
る
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
ひ
と
り
の
人
間
に
出
会
う
か

ら
で
あ
る
」
。
一
冊
の
書
物
を
読
ん
で
、
ひ
と
り
の
著
者
で
な
く
ひ
と
り
の
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人
間
を
見
出
す
と
き
、
我
々
の
悦
び
は
大
き
い
。
修
辞
学
は
抽
象
的
な
論
理

で
な
く
て
人
間
的
な
論
理
で
あ
り
、
そ
れ
は
心
理
と
論
理
と
の
統
一
で
あ
る

よ
う
に
論
理
と
倫
理
と
の
統
一
で
あ
る
。
そ
し
て
か
く
の
ご
と
く
そ
れ
が
主

観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
修
辞
学
が
技

術
で
あ
る
べ
き
理
由
が
あ
る
。
け
だ
し
技
術
に
お
い
て
は
主
観
的
な
も
の
が

客
観
化
さ
れ
、
客
観
的
な
も
の
が
主
観
化
さ
れ
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的

な
も
の
と
の
統
一
と
い
う
こ
と
が
技
術
の
本
質
で
あ
る
。

　
修
辞
学
は
も
と
よ
り
単
に
心
理
の
技
術
で
は
な
い
。
そ
れ
は
す
で
に
言
葉

と
い
う
或
る
物
質
的
な
も
の
を
支
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
修
辞
学

は
単
に
言
葉
の
技
術
で
な
く
て
同
時
に
思
考
の
技
術
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
が

考
え
た
よ
う
に
修
辞
学
の
根
柢
に
は
論
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ア
リ
ス
ト
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テ
レ
ス
が
い
っ
た
よ
う
に
修
辞
学
は
弁
証
論
の
孫
で
あ
る
。
言
葉
と
思
考
と

は
も
と
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
思
考
の
真
に
基
づ
か
な
い
よ
う
な
も
の
は
真

の
修
辞
学
で
は
な
い
。
パ
ス
カ
ル
は
雄
弁
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
、
「
快
適

と
真
と
が
必
要
で
あ
る
、
し
か
も
こ
の
快
適
は
そ
れ
自
身
真
か
ら
取
っ
て
来

ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
。
真
で
あ
る
た
め
に
は
、
ひ
と
は
論
理
的

に
思
考
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
修
辞
学
は
論
理
を
包
む
外
套
の
ご
と
き
も

の
で
な
く
、
真
の
修
辞
学
は
言
葉
の
形
式
と
思
考
の
形
式
と
の
内
面
的
統
一

に
存
す
る
と
す
れ
ば
、
修
辞
学
的
思
考
は
純
粋
に
論
理
的
な
思
考
か
ら
概
念

上
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
修
辞
学
の
主
題
は
行

為
で
あ
る
と
い
う
極
め
て
重
要
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
修
辞
学
は
物
に
つ

い
て
の
思
考
で
あ
る
よ
り
も
行
為
に
つ
い
て
の
思
考
で
あ
る
。
言
葉
は
元
来
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社
会
的
な
行
為
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
物
に
つ
い
て
の
思
考
も
社
会
的
に

伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
限
り
、
な
か
ん
ず
く
そ
れ
が
人
間
の
行
為
に
関

係
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
何
ら
か
修
辞
学
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て

い
る
。
修
辞
学
的
思
考
に
と
っ
て
固
有
な
領
域
は
物
で
な
く
て
行
為
で
あ
る
。

た
だ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
行
為
を
十
分
主
体
的
に
捉
え
ず
、
な
お
対
象
的
客

体
的
に
見
た
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、
行
為
は
必
然
的
な
も
の
で
な
く
て
大
抵

そ
う
あ
る
も
の
で
あ
り
、
修
辞
学
的
推
理
す
な
わ
ち
エ
ン
チ
ュ
メ
ー
マ
も
必

然
的
な
も
の
か
ら
の
推
理
で
な
く
て 

蓋 

然 

的 
が
い
ぜ
ん
て
き
な
も
の
（
τ
ς
）
か
ら
の
推

理
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
行
為
は
単
に

客
観
的
に
捉
え
ら
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
か
え
っ
て
行
為
は
主
観
的
に
し
て

客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
の
本
質
に
お
い
て
技
術
的
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な
も
の
で
あ
る
。
行
為
は
技
術
的
な
も
の
で
あ
る
故
に
、
行
為
に
関
わ
る
修

辞
学
は
技
術
的
な
も
の
で
あ
り
、
修
辞
学
の
論
理
は
行
為
の
論
理
そ
の
も
の

を
現
わ
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
修
辞
学
は
論
理
で
な
く
て
直

観
に
属
す
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
論
理
の
根
柢
に
は
直
観
が
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
何
よ
り
も
修
辞
学
的
論
理
の
根
柢
に
は
直
観
が
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
な
論
理
は
論
理
と
直
観
と
の
綜
合
で
あ
り
、

も
し
く
は
直
観
そ
の
も
の
の
う
ち
に
す
で
に
論
理
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
右
に
述
べ
た
ご
と
く
修
辞
学
は
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
と
パ
ト

ス
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
が
、
か
か
る
統
一
は
い
か
に
与
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
か
。
両
者
は
対
立
物
の
統
一
と
し
て
弁
証
法
的
統
一
を
な
す
と
い
っ

て
も
、
弁
証
法
の
根
柢
に
は
弁
証
法
的
直
観
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
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れ
る
で
あ
ろ
う
。
修
辞
学
の
論
理
は
行
為
的
直
観
の
論
理
を
現
わ
す
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
の
統
一
は
構
想
力
に
お
い

て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
構
想
力
は
矛
盾
す
る
性
質

を
結
合
し
得
る
我
々
の
唯
一
の
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
矛
盾
す
る
本
性
を
突

然
の
奇
蹟
に
よ
っ
て
の
ご
と
く
驚
く
べ
き
調
和
に
も
た
ら
し
、
か
つ
そ
れ
は

イ
デ
ー
か
ら
借
り
て
来
ら
れ
た
の
で
な
く
て
感
性
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
、
し

か
も
イ
デ
ー
的
な
形
像
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
を
為
す
の
で

あ
る
。
修
辞
学
の
論
理
は
根
本
に
お
い
て
構
想
力
の
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
そ
し
て
こ
れ
は
言
葉
の
根
源
が
構
想
力
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
に
相
応

し
て
い
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
言
葉
は
人
間
の
感
性
的
・
精
神
的
本

性
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
言
葉
と
一
つ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
精
神
と
い
う
の
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は
彼
に
お
い
て
構
想
力
の
こ
と
で
あ
る
と
い
い
得
る
。
そ
し
て
修
辞
学
が
そ

の
端
初
の
本
質
に
従
っ
て
芸
術
の
領
域
か
ら
行
為
の
領
域
へ
連
れ
戻
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
構
想
力
の
論
理
も
美
学
の
領
域
か
ら
倫
理
学
（
政
治
学
）

の
領
域
へ
連
れ
戻
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
的
直
観
の
論
理
は
構
想
力
の
論

理
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
ご
と
き
修
辞
学
の
論
理
の
構
造
を
解
釈
学
の

論
理
に
対
し
て
さ
ら
に
一
層
明
瞭
に
規
定
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

　
私
は
従
来
種
々
の
場
合
に
現
代
哲
学
に
お
け
る
解
釈
学
の
論
理
が
有
機
体

説
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
こ
れ
は
そ
の
成
立
の
歴
史
的
事
情

か
ら
考
え
て
す
で
に
そ
う
で
あ
る
。
解
釈
学
は
そ
の
対
象
で
あ
る
表
現
の
構

造
を
有
機
的
な
も
の
と
見
る
の
み
で
な
く
、
表
現
と
理
解
、
表
現
と
体
験
の

関
係
を
も
連
続
的
融
合
的
に
見
て
い
る
。
理
解
の
概
念
は
体
験
の
概
念
と
、
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し
た
が
っ
て
ま
た
経
験
の
概
念
と
結
び
つ
く
、
故
に
客
観
で
あ
る
表
現
と
主

観
に
属
す
る
理
解
な
い
し
体
験
と
の
間
に
は
真
の
意
味
に
お
け
る
関
係
が
存

し
な
い
。
す
な
わ
ち
経
験
と
い
う
場
合
客
観
を
ど
こ
ま
で
も
自
我
に
引
寄
せ

て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
に
反
し
、
関
係
と
い
う
場
合
関
係
す
る
の
は

本
来
独
立
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
あ
る
い
は
経
験
と
い
う
場
合
そ
の

関
係
は
出
来
事
の
意
味
を
有
し
な
い
、
出
来
事
は
独
立
の
も
の
の
間
の
関
係

と
し
て
生
じ
る
。
解
釈
学
の
論
理
が
な
お
経
験
の
論
理
で
あ
る
に
反
し
て
、

修
辞
学
の
論
理
は
関
係
の
論
理
で
あ
り
、
出
来
事
の
論
理
で
あ
る
。
修
辞
学

は
私
と
汝
の
関
係
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
私
に
対
し
て
汝
が
独
立
の
も
の
で

な
い
な
ら
ば
修
辞
学
と
い
う
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
私
に
対
す
る
汝

が
独
立
の
も
の
で
な
い
な
ら
ば
修
辞
学
が
技
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
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で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
技
術
に
よ
っ
て
対
象
を
支
配
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
支

配
と
い
う
言
葉
は
対
象
が
否
定
的
に
（
敵
対
的
に
）
対
立
す
る
こ
と
を
現
わ

し
て
い
る
。
も
と
よ
り
技
術
は
単
に
対
象
を
支
配
す
る
の
で
は
な
い
、
技
術

に
お
い
て
対
象
を
支
配
す
る
こ
と
は
対
象
と
協
同
す
る
こ
と
で
あ
る
、
対
象

と
の
協
同
な
し
に
は
い
か
な
る
技
術
も
存
し
得
な
い
。
技
術
は
支
配
で
あ
る

と
と
も
に
協
同
で
あ
る
。
技
術
に
お
け
る
支
配
と
協
同
と
の
弁
証
法
的
統
一

は
技
術
的
に
形
成
さ
れ
る
形
、
こ
の
超
越
的
な
も
の
、
こ
の
イ
デ
ー
的
な
も

の
に
お
い
て
成
就
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
修
辞
学
は
人
と
人
と
の
関
係
の
上
に
立
つ
も
の
と
し
て
根
源
的
に
社
会
的

で
あ
る
。
そ
れ
故
に
修
辞
学
は
単
に
論
理
的
で
な
く
ま
た
倫
理
的
で
あ
り
、

そ
の
証
明
は
倫
理
的
証
明
を
含
む
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
よ
う
な
証
明
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の
要
素
は
真
実
性
で
あ
る
。
「
ひ
と
つ
の
理
由
は
し
ば
し
ば
論
理
的
な
も
の

と
し
て
で
な
く
む
し
ろ
劇
的
な
も
の
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
が
主

張
す
る
者
の
性
格
を
有
す
る
と
い
う
故
で
、
そ
れ
が
彼
自
身
の
奥
底
か
ら
生

ま
れ
た
と
い
う
故
で
、
好
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら ad hom

ine

m
 

の
論
証
が
存
す
る
よ
う
に ex hom

ine 

の
論
証
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
」
、

と
ジ
ュ
ー
ベ
ー
ル
は
書
い
て
い
る
。
そ
の
思
考
が
性
格
的
（ex hom

ine

）

で
あ
っ
て
、
彼
の
人
間
の
真
実
を
現
わ
し
て
い
る
と
き
、
ひ
と
は
説
得
さ
れ

る
。
一
般
的
な
理
由
は
ひ
と
を
屈
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
心

服
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
修
辞
学
は
つ
ね
に
一
般
的
な
も
の
の
特
殊
化
を

求
め
、
一
般
と
特
殊
と
の
綜
合
と
し
て
そ
れ
は
表
現
的
で
あ
る
。
我
々
は
自

分
の
理
由
に
よ
っ
て
他
の
者
を
屈
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
彼
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自
身
の
理
由
に
よ
っ
て
の
ほ
か
他
の
者
を
心
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
修
辞
学
は
相
手
の
人
間
の
心
理
や
性
格
を
考
慮
し
（ad hom

in

em

）
、
彼
ら
が
そ
こ
に
彼
ら
自
身
の
理
由
を
見
出
す
よ
う
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
他
の
者
に
お
い
て
前
提
さ
れ
る
の
は
彼
ら
の
真
実
性
で

あ
る
。
そ
し
て
我
々
の
真
実
性
の
み
が
彼
ら
の
真
実
性
を
喚
び
起
し
得
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
い
か
な
る
根
拠
に
基
づ
い
て
話
す
人
と
聴
く
人
と

は
一
致
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
一
致
が
単
に
主
観
的
な
も
の
に
過
ぎ
ぬ

も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
問
題

が
非
人
格
的
な
対
象
的
な
真
理
に
関
わ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
一

致
の
根
拠
は
対
象
そ
の
も
の
の
有
す
る
客
観
性
に
存
す
る
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
問
題
が
人
間
的
な
行
為
的
な
真
理
に
関
わ
り
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そ
の
思
考
が
性
格
的
で
あ
る
こ
と
を
本
性
と
す
る
修
辞
学
の
場
合
に
あ
っ
て

は
、
解
決
は
単
に
そ
の
方
面
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
話
す
人
と
聴

く
人
と
が
社
会
的
に
パ
ト
ス
を
と
も
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
一
致
の
ひ
と
つ

の
根
拠
で
あ
る
に
相
違
な
い
が
、
そ
れ
の
み
で
は
客
観
性
の
保
証
は
与
え
ら

れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
修
辞
学
的
思
考
の
客
観
性
、
単
な
る
客
観
性
以
上

の
、
単
に
論
理
的
な
思
考
の
客
観
性
よ
り
も
さ
ら
に
深
い
意
味
に
お
け
る
客

観
性
の
根
拠
は
ど
こ
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
社
会
の
う
ち
に
あ

る
と
考
え
る
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
、
一
致
の
客
観
性
の
根
拠
は
、
聴
く

者
が
た
だ
聴
く
者
で
な
く
ま
た
語
り
得
る
者
で
あ
り
、
そ
し
て
逆
に
語
る
者

が
た
だ
語
る
者
で
な
く
ま
た
聴
き
得
る
者
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
存
し
て

い
る
。
語
る
者
に
対
し
て
聴
く
者
は
単
に
聴
く
の
み
で
な
く
、
み
ず
か
ら
も
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語
り
得
る
者
、
す
な
わ
ち
独
立
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
汝
と
は
た

だ
聴
く
者
で
な
く
同
時
に
ま
た
自
身
語
り
得
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
聴
く
者

が
同
時
に
語
り
得
る
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
語
る
者
に
対
し
て
否

定
の
可
能
性
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
か
く
の

ご
と
き
汝
に
対
し
て
の
み
私
は
真
に
私
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
語
る
者
は
単

に
語
る
の
み
で
な
く
ま
た
聴
き
得
る
者
で
あ
り
、
か
く
し
て
ま
た
自
己
否
定

の
可
能
性
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
修
辞
学
の
論
理

は
弁
証
法
で
あ
る
。
人
間
は
ど
こ
ま
で
も
社
会
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の

社
会
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
も
独
立
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
修
辞
学
的

思
考
の
基
礎
で
あ
る
。

　
修
辞
学
は
弁
証
法
を
根
柢
と
す
る
形
の
論
理
で
あ
る
。
修
辞
学
的
な
形
は
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弁
証
法
的
な
形
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
単
に
私
に
属
す
る
こ

と
な
き
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
。
「
魂
が
語
る
や
、
す
で
に
も
は
や
魂
は
語

ら
な
い
」
（Spricht die Seele, so spricht, ach, schon die Seele nicht m

eh

r.

）
。
言
葉
が
ロ
ゴ
ス
と
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
パ
ト
ス
に
対
す
る
意
味

に
お
け
る
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
な
く
、
か
え
っ
て
そ
れ
が
超
越

的
な
イ
デ
ー
（
形
）
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
解

釈
学
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
の
ご
と
く
全
体
性
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
た

が
、
そ
の
全
体
性
は
、
そ
の
内
在
論
の
立
場
と
も
関
連
し
て
、
自
我
な
い
し

体
験
の
全
体
性
の
領
域
に
近
く
と
ど
ま
っ
て
い
る
に
反
し
、
最
近
の
ゲ
シ
ュ

タ
ル
ト
心
理
学
に
お
い
て
は
全
体
性
は
対
象
的
な
も
の
、
客
観
的
な
も
の
、

し
た
が
っ
て
ま
た
或
る
超
越
的
な
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
と
考
え
得
る
と
す
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れ
ば
、
（V

gl. M
artin Scheerer, D

ie Lehre von der G
estalt, 1931.

）
、

修
辞
学
の
論
理
は
か
く
の
ご
と
く
解
釈
学
的
立
場
の
内
在
論
を
破
っ
て
超
出

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
葉
は
人
と
人
と
の
「
間
に
」
落
ち
る
、

そ
れ
は
私
と
汝
と
の
間
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
る
。
言
葉
は
単
に
ロ
ゴ
ス
的

な
も
の
で
な
く
、
か
え
っ
て
エ
ル
ト
マ
ン
が
言
葉
に
つ
い
て
そ
の
概
念
的
内

容
、
副
意
味
、
感
情
的
価
値
あ
る
い
は
気
分
的
内
容
と
い
う
三
つ
の
も
の
を

区
別
し
て
い
る
よ
う
に
、
（K

arl, O
tto Erdm

ann, D
ie B

edeutung des W
o

rtes, D
ritte A

uflage 1922.

）
、
言
葉
は
根
本
に
お
い
て
ロ
ゴ
ス
的
意
味
と

パ
ト
ス
的
意
味
と
を
含
む
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
言
葉
は
純
粋
な
精

神
で
な
く
、
か
え
っ
て
シ
ュ
ナ
イ
デ
ル
の
い
う
よ
う
に
言
葉
に
お
い
て
言
葉

の
体
（W

ortleib

）
と
言
葉
の
心
（W

ortseele
）
と
を
区
別
す
る
こ
と
も
で
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き
る
（W

ilhelm
 Schneider, K

leine deutsche Stilkunde, D
ritte A

uflage 1

929.
）
。
ま
さ
に
か
か
る
も
の
と
し
て
言
葉
は
表
現
的
で
あ
る
。
言
葉
の
精

神
と
考
え
ら
れ
る
構
想
力
は
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
の
統
一
を
い
わ
ば
ロ
ゴ
ス

の
勝
利
と
し
て
イ
デ
ー
的
な
も
の
に
お
い
て
形
成
す
る
作
用
で
あ
り
、
か
く

の
ご
と
き
構
想
力
は
本
来
超
越
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
葉
は
私

に
属
し
あ
る
い
は
汝
に
属
す
る
と
い
う
よ
り
も
私
と
汝
と
の
「
間
に
」
お
け

る
出
来
事
と
し
て
、
汝
と
私
と
を
関
係
づ
け
る
一
般
者
と
考
え
ら
れ
る
社
会

の
表
現
で
あ
る
。
社
会
は
語
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
聴
く
も
の
で
あ
る
、

言
葉
は
社
会
か
ら
出
て
社
会
に
落
ち
る
。
し
か
し
社
会
は
自
己
を
言
葉
に
お

い
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
個
人
に
お
い
て
表
現
す
る
。
人
間
は

言
葉
と
と
も
に
社
会
か
ら
、
し
か
も
独
立
の
も
の
と
し
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
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る
。
人
間
は
社
会
で
あ
る
と
同
時
に
個
人
で
あ
る
ご
と
く
、
言
葉
は
社
会
的

な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。
言
葉
は
人
間
存
在
の
社

会
性
の
基
礎
で
あ
る
と
と
も
に
そ
の
個
人
性
の
基
礎
で
あ
る
。
私
は
汝
に
対

し
て
語
り
、
汝
に
対
し
て
自
己
を
表
現
す
る
の
で
あ
り
、
汝
は
私
に
対
し
て

表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
表
現
的
な
も
の
は
表
現
的
な
も
の
に
対
し

て
表
現
を
行
な
う
と
い
う
の
が
表
現
の
根
本
的
構
造
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ

の
よ
う
な
表
現
の
根
本
的
構
造
は
単
に
人
と
人
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
で

な
く
、
ま
た
人
と
物
と
の
関
係
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
る
。
修
辞
学
に
お

け
る
現
実
の
言
葉
の
要
素
と
し
て
話
す
人
、
聴
く
者
、
そ
れ
に
つ
い
て
話
さ

れ
る
物
が
挙
げ
ら
れ
た
が
、
こ
の
第
三
の
要
素
す
な
わ
ち
そ
れ
に
つ
い
て
話

さ
れ
る
も
の
も
本
来
他
の
要
素
と
と
も
に
表
現
的
な
も
の
で
あ
り
、
表
現
作
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用
の
関
係
の
う
ち
に
入
っ
て
い
る
。
表
現
的
な
も
の
が
表
現
的
な
我
々
の
言

葉
を
喚
び
起
す
の
で
あ
る
。
認
識
と
い
わ
れ
る
も
の
も
根
本
に
お
い
て
は
表

現
作
用
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
全
く
無
意
味
な
物
に
向
っ
て
我
々
の
認

識
作
用
が
働
く
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
物
は
何
ら
か
の
意
味
　

　
そ
れ
が
物
理
学
的
意
味
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
　
　
を
表
現
す

る
も
の
と
し
て
我
々
に
呼
び
掛
け
る
と
こ
ろ
か
ら
我
々
の
認
識
作
用
が
始
ま

る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
認
識
（Erkennen

）
は
か
く
の
ご
と
き
表
現
的
な

も
の
の
承
認
（A

nerkennen
）
で
あ
る
。
認
識
が
承
認
で
あ
る
と
い
う
に
は
、

そ
の
対
象
は
認
識
作
用
か
ら
独
立
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
表
現
的
な

も
の
は
か
か
る
も
の
と
し
て
認
識
で
あ
る
表
現
作
用
を
喚
び
起
す
の
で
あ
る
。

表
現
的
な
も
の
は
承
認
の
要
求
を
含
み
、
汝
の
性
格
を
具
え
て
い
る
。
修
辞
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学
の
固
有
の
領
域
は
単
な
る
物
で
な
く
て
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
か
く
の
ご
と
き
関
係
は
最
も
具
体
的
で
あ
る
。
修
辞
学
に
お
い
て
は
論
理

と
倫
理
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
表
現
的
な
も
の
は
表
現
的
な

も
の
に
対
し
、
表
現
は
表
現
を
喚
び
起
し
、
す
べ
て
は
表
現
的
世
界
に
お
い

て
あ
る
。
表
現
的
な
も
の
は
自
己
を
表
現
す
る
と
同
時
に
す
べ
て
世
界
を
表

現
し
、
か
く
し
て
相
互
に
表
現
し
合
っ
て
い
る
。
表
現
的
世
界
と
い
う
の
は

単
に
芸
術
的
世
界
と
い
う
が
ご
と
き
も
の
で
な
く
、
か
え
っ
て
日
常
的
世
界

が
表
現
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
修
辞
学
は
日
常
的
な
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的

世
界
と
い
っ
て
も
日
常
的
世
界
を
離
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
解
釈
学
は
歴

史
的
意
識
を
明
ら
か
に
し
た
と
称
せ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
理
解
の
立

場
に
立
っ
て
行
為
の
立
場
に
立
つ
こ
と
な
く
、
出
来
事
と
し
て
の
歴
史
の
意
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味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
修
辞
学
の
論
理
は
解
釈
学
に

欠
け
て
い
た
社
会
的
意
識
を
獲
得
す
る
の
み
で
な
く
、
修
辞
学
の
論
理
は
歴

史
的
世
界
の
論
理
を
具
体
的
に
解
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
現
代
日
本
思
想
大
系
　33

」
筑
摩
書
房

　
　
　1966
（
昭
和41

）
年5

月30

日
初
版
発
行

　
　
　1975

（
昭
和50

）
年5

月30

日
初
版
第14

刷

底
本
の
親
本
：
「
哲
学
及
び
宗
教
と
其
歴
史
（
波
多
野
精
一
先
生
献
呈
論
文

集
）
」
岩
波
書
店

　
　
　1938

（
昭
和13

）
年9
月

初
出
：
「
哲
学
及
び
宗
教
と
其
歴
史
（
波
多
野
精
一
先
生
献
呈
論
文
集
）
」

岩
波
書
店

　
　
　1938

（
昭
和13

）
年9

月
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※
初
出
本
の
発
表
年
に
つ
い
て
は
、
底
本
当
該
作
品
末
尾
に
「
一
九
三
九
年
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
底
本
巻
末
年
譜
お
よ
び
「
三
木
清
全
集
　
第
五
巻
」

岩
波
文
庫
、1967

年
で
は
「
一
九
三
八
年
」
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ

れ
に
な
ら
い
ま
し
た
。

入
力
：
文
子

校
正
：
川
山
隆

2011

年10

月18

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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