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ギ
リ
シ
ア
文
学
最
古
の
作
品
で
あ
る
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
『
イ
リ

ア
ス
』
が
描
く
の
は
も
ち
ろ
ん
ト
ロ
イ
ア
戦
争
で
あ
る
が
、
冒
頭
で

詩
人
が
明
示
す
る
そ
の
テ
ー
マ
は
、「
ア
キ
レ
ウ
ス
の
怒
り
」
で
あ
り
、

戦
争
の
帰
趨
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
英
雄
の
激
し
い
感
情
で
あ
っ

た
。
実
際
、
詩
中
で
は
、
ア
キ
レ
ウ
ス
の
み
な
ら
ず
、
英
雄
た
ち
を

中
心
と
す
る
様
々
な
人
物
た
ち
が
抱
く
特
に
大
き
な
怒
り
、
悲
し
み
、

不
安
な
ど
が
、
戦
況
の
経
過
の
中
で
折
々
に
表
現
さ
れ
て
い
く
。
し

か
し
な
が
ら
、
ド
ッ
ズ
が
『
ギ
リ
シ
ァ
人
と
非
理
性
』
に
お
い
て
述

べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
ホ
メ
ロ
ス
の
場
合
、
人
間
を
動
か
す
激
情
や
、

そ
の
ほ
か
行
動
に
お
け
る
非
理
性
的
な
要
素
は
、
神
々
、
あ
る
い
は

神
的
な
も
の
に
よ
る
超
自
然
的
な
干
渉
に
帰
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お

り
、
登
場
人
物
自
身
の
語
る
言
葉
に
も
そ
の
よ
う
な
認
識
が
う
か
が

え
る
。
そ
の
よ
う
な
感
情
が
湧
き
上
が
る
の
は
人
間
に
は
抗
い
が
た

い
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
叙
事
詩
人
の
語
り
に
お
い
て
は
、

人
物
の
内
面
に
深
く
入
り
込
ん
で
そ
こ
に
潜
む
感
情
が
あ
ら
わ
に
描

き
出
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。

ホ
メ
ロ
ス
以
後
に
は
、
古
典
文
学
に
お
い
て
も
、
自
己
の
感
情
、

人
間
の
内
面
に
目
を
向
け
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ

の
始
ま
り
を
画
す
る
の
が
抒
情
詩
の
出
現
で
あ
る
。
ス
ネ
ル
は
『
精

神
の
発
見
』
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
抒
情
詩
の
初
期
の
詩
人
た
ち
が
、

ま
だ
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
感
情
を
自
己
に
固

有
の
個
人
の
も
の
と
し
て
意
識
し
見
つ
め
て
い
る
こ
と
を
鋭
く
分
析

し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
女
性
詩
人
サ
ッ
ポ
ー
の
恋
の
喜
び
と
苦
悩

を
表
わ
し
た
詩
の
断
片
「
四
肢
を
と
ろ
か
す
エ
ロ
ー
ス
が
、
ふ
た
た

び
私
の
身
を
揺
す
ぶ
る
の
だ
、
甘
く
て
ま
た
苦
い
、
御
し
が
た
い
あ

の
獣
が
…
」
に
つ
い
て
、
ス
ネ
ル
は
、
恋
は
彼
女
の
内
部
か
ら
生
じ

る
感
情
で
は
な
く
、
エ
ロ
ー
ス
（
愛
）
と
い
う
神
格
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
て
い
る
が
、「
こ
の
寄
る
辺
な
い
と
い
う
感
情
は
、
言
葉
の
完

全
な
意
味
で
彼
女
固
有
の
も
の
、
彼
女
個
人
の
所
有
物
で
あ
る
」
と

論
じ
て
い
る
。

さ
ら
に
時
代
が
下
が
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
が
現
れ
て
く
る
と
、

ド
ッ
ズ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
作
品
で
は
、
恐
る

べ
き
情
念
は
人
間
の
理
性
に
外
か
ら
襲
い
か
か
る
も
の
で
は
な
く
、

人
間
自
身
の
内
部
に
存
在
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
人
物
の
台
詞

が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、『
メ
デ
イ
ア
』
に
お
い
て
、
亡
命
先
の

王
女
と
の
結
婚
に
よ
り
自
分
を
裏
切
ろ
う
と
す
る
イ
ア
ソ
ン
に
対
し

て
、
彼
と
の
間
に
も
う
け
た
子
供
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
復
讐
を
計

画
す
る
メ
デ
イ
ア
が
、
子
供
へ
の
愛
情
と
の
葛
藤
の
中
で
吐
く
有
名

な
独
白
で
あ
る
。

わ
た
し
に
だ
っ
て
、
自
分
が
ど
れ
ほ
ど
ひ
ど
い
こ
と
を
し

よ
う
と
し
て
い
る
か
ぐ
ら
い
わ
か
っ
て
い
る
。

だ
け
ど
そ
れ
を
わ
た
し
に
や
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、

こ
の
胸
の
う
ち
に
燃
え
る
怒
り
の
焔
。

（
丹
下
和
彦
訳
『
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
悲
劇
全
集
１
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
よ
り
）

こ
の
個
所
を
ど
う
解
釈
し
訳
す
か
は
大
き
な
議
論
と
な
っ
て
い
る

が
、「
怒
り
の
焔
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
原
語
は
テ
ュ
ー
モ
ス
で
あ
り
、

情
念
や
激
し
い
感
情
を
意
味
し
て
い
る
と
解
さ
れ
、
こ
こ
で
は
メ
デ

イ
ア
に
お
け
る
感
性
と
理
性
の
相
克
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の

が
従
来
の
一
般
的
な
捉
え
方
と
な
っ
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の

哲
学
者
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
断
片
に
は
テ
ュ
ー
モ
ス
を
魂
と
の
関
係

で
論
じ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
断
片
に
は
理
性
と
感
情
の
対
立

が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
の
解
釈
も
な
さ
れ
て
い
る
。
理
性
と
感
情
の

関
係
は
早
く
か
ら
哲
学
者
た
ち
が
取
り
上
げ
た
問
題
で
あ
り
、
プ
ラ

ト
ン
の
有
名
な
魂
の
三
部
分
説
で
は
、
理
知
、
気
概
、
欲
望
の
区
分

が
あ
る
と
説
か
れ
、
気
概
と
訳
さ
れ
て
い
る
語
は
テ
ュ
ー
モ
ス
で
あ

り
、
や
は
り
非
理
知
的
な
も
の
と
さ
れ
、
感
情
は
こ
こ
に
割
り
当
て

ら
れ
て
い
る
。
文
学
を
専
門
領
域
と
す
る
筆
者
に
は
哲
学
者
た
ち
の

感
情
に
関
わ
る
議
論
を
た
ど
る
こ
と
は
や
や
手
に
余
る
と
こ
ろ
な
の

で
、廣
川
洋
一
『
古
代
感
情
論
─
─
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ス
ト
ア
派
ま
で
』

を
手
に
取
っ
て
ほ
し
い
。
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