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ハ
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史
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【
要
約
】
プ
ル
グ
ハ
ル
ト
の
遺
稿
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
は
、
そ
れ
が
公
刊
さ
れ
た
直
後
、
当
時
の
指
導
的
古
代
学
者
た
ち
の
き
び
し
い
批
判
に
晒
さ
れ

た
。
そ
の
後
こ
の
書
に
対
す
る
見
方
は
改
ま
り
、
し
だ
い
に
高
く
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
今
日
の
ギ
リ
シ
ア
研
究
と
こ
の
書
と
の
関
係
は
、
客

観
的
に
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
究
明
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
は
第
一
に
、
「
ア
ゴ

l
ン
」
や
「
ポ
リ
ス
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
プ
ル
グ
ハ
ル
ト
の
創
見
に
か
か
る

ギ
リ
シ
ア
史
上
の
諸
問
題
が
以
後
の
研
究
に
ど
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
た
か
を
、
な
る
べ
く
客
観
的
に
追
跡
し
、
第
二
に
、
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
が
お
も

に
ド
イ
ツ
の
古
代
研
究
の
流
れ
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
る
か
を
見
定
め
、
第
三
に
、
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
に
対
す
る
評
価
の
変
遷
を

辿
り
、
は
じ
め
優
勢
で
あ
っ
た
批
判
的
傾
向
が
一
九
三

O
年
ご
ろ
を
境
と
し
て
肯
定
的
評
価
に
場
所
を
譲
っ
た
事
情
、
ま
た
こ
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
背

景
の
諸
事
情
を
観
察
し
、
第
四
に
、
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
の
今
目
的
意
義
と
し
て
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
ギ
リ
シ
ア
研
究
に
何
を
与
え
う
る
か
を
論
じ

た

も

の

で

あ

る

。

史

林

七

O
巻
三
号
一
九
八
七
年
五
月

プノレタハノレトとギリシア史（仲手JI!)

ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
の
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
は
は
じ
め
の
二
巻
が
一
八
九
八
年
に
、
つ
ぎ
の
二
巻
が
一
九

O
O年
と
一
九

O
二
年
に
そ
れ
ぞ
れ

①
 

出
版
さ
れ
た
が
、
講
義
録
に
手
を
入
れ
た
こ
の
遺
稿
が
そ
の
後
辿
っ
た
運
命
は
、
か
れ
の
壮
年
期
の
著
作
『
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス

の
文
化
』
に
比
べ
る
と
、
対
照
的
と
も
み
え
る
。

『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
』
以
後
の
ル
ネ
サ
ン
ス
研
究
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
考
察
を
継
承
す
る
よ
り
も
批
判
す
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
る
と

み
え
る
が
、
し
か
し
少
な
く
と
も
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
J

む
し
ろ
こ
の
著
作
の
圧
倒
的
な
影
を
な
ん
と
か
振
り
は
ら
お
う
と
努

(325) 1 



め
な
が
ら
、
振
り
切
れ
ず
に
模
索
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
か
ぎ
り
で
、

②
 

る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
』
は
以
後
の
ル
ネ
サ
ン
ス
研
究
の
原
点
で
あ

(326) 

こ
れ
に
ひ
き
か
え
、

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
は
ユ
ニ
ー
ク
な
考
察
と
は
み
ら
れ
た
が
、
正
統
な
ギ
リ
シ
ア
研
究
に
よ

2 

っ
て
拒
絶
さ
れ
、
学
問
的
研
究
か
ら
は
視
野
の
外
に
お
か
れ
て
き
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
も
た
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
こ
の
大
部
の
書
物
は
一
部
で
は
高
く
評
価
さ
れ
、
こ
と
に
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ

れ
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
い
っ
そ
う
客
観
的
立
場
か
ら
、
以
後
の
学
問
的
研
究
の
な
か
で
、
こ
の
書
に
お
け
る
個
々
の
問

題
の
ど
れ
が
、
ど
の
よ
う
に
受
取
ら
れ
て
き
た
か
、
ま
た
こ
の
書
は
古
代
研
究
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
、
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う

に
評
価
さ
れ
て
き
た
か
、
さ
ら
に
今
日
の
ギ
リ
シ
ア
研
究
に
と
っ
て
こ
の
書
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
ち
、
何
を
あ
た
え
う
る
か
に
つ
い
て
、

③
 

全
般
的
に
考
察
し
た
も
の
は
見
当
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
以
後
の
ギ
リ
シ
ア
研
究
に
つ
い
て
の
充
分
な
知
識
が
前
提
さ
れ

る
が
、
筆
者
に
は
た
ま
た
ま
目
に
入
っ
た
こ
と
、
多
く
の
制
約
の
な
か
で
と
も
か
く
で
き
る
か
ぎ
り
調
べ
た
こ
と
を
基
に
し
て
、
先
の
諸
点
に

も
っ
と
も
こ
れ
ら
を
充
分
に
お
こ
な
う
た
め
に
は
、

つ
い
て
の
不
充
分
で
暫
定
的
な
略
図
を
描
い
て
み
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
に
含
ま
れ
る
多
く
の
洞
察
や
主
張
の
う
ち
、
学
界
に
お
い
て
も
っ
と
も
広
く
、
か
つ
異
論
な
く
受
容
さ
れ
て
い
る
の

＠
 

は
、
ギ
リ
シ
ア
的
生
、
こ
と
に
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
促
進
に
お
け
る
ア
ゴ

I
ン
の
働
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
プ
ル
グ
ハ
ル
ト
の
把
握
は
さ

ほ
ど
単
純
で
は
な
く
、
論
者
に
よ
る
解
釈
も
一
様
で
は
な
い
が
、
と
も
か
く
利
害
に
よ
ら
な
い
、
自
発
的
で
自
由
な
競
技
が
、
ギ
リ
シ
ア
的
生

⑤
 

を
ほ
と
ん
ど
全
面
に
お
い
て
進
展
さ
せ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ア
ゴ
l
ン
の
原
則
に
は
じ
め
て
言
及
し
た
の
は
C
・
ノ
イ
マ
冷
だ
が
、

②

③

⑤
 

以
来
V
・ェ

l
レ
ン
ベ
ル
ク
、

H
・
ベ
ル
ヴ

z
、
H
・
シ
ェ

l
フ
ァ
ー
な
ど
現
代
の
古
代
史
研
究
者
に
い
た
る
ま
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
べ
て

い
る
者
は
枚
挙
に
遣
な
い
。
こ
れ
を
中
心
に
扱
っ
た
単
行
本
は
筆
者
の
知
る
か
ぎ
り
で
一
一
一
胸
、

他
に
多
く
の
論
文
が
あ
る
。

「
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト

が
造
っ
た

⑪
 

を
得
た
。
」

〈
ア
ゴ
l
ン
的
人
間
〉
と
い
う
こ
の
言
葉
は
、

こ
の
間
に
た
び
た
び
乱
用
さ
れ
て
き
て
い
る
と
は
い
え
、

学
問
の
な
か
に
永
住
権

と
い
う
エ

I
レ
ン
ベ
ル
グ
の
言
は
こ
の
間
の
事
情
を
い
い
当
て
て
い
る
と
思
え
る
。

因
み
に
イ
ン
ゴ
マ
ル
・
ヴ
ァ
イ
ラ
l
の
調
べ



一
九
七
三
年
現
在
で
ド
イ
ツ
語
閣
の
ギ
ュ
ム
ナ
ジ
ゥ
ム
や
類
似
の
教
育
機
関
で
用
い
ら
れ
て
い
る
八
種
類
の
教
科
書
に

⑫
 

ア
ゴ
l
ン
の
記
事
が
あ
り
、
こ
れ
は
か
れ
が
い
う
よ
う
に
、
。
フ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
洞
察
の
成
果
が
「
幾
世
代
を
こ
え
た
精
神
的
共
有
財
産
」
に
な

た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

っ
て
い
る
事
情
を
示
し
て
い
る
。

ピ
ル
ド
ウ
ソ
グ

ド
イ
ツ
古
典
主
義
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
生
を
か
れ
ら
の
生
の
形
成
の
規
範
と
し
て
立
て
た
が
、
そ
の
場
合
そ
の
ギ
リ
シ
ア
像
は
理
想
的
な

⑬
 

明
る
い
色
彩
に
い
ろ
ど
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
典
型
的
な
表
現
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ラ

1
の
詩
「
ギ
リ
シ
ア
の
神
が
み
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

オ
プ
テ
イ
ミ
ス
テ
イ
タ

こ
の
よ
う
な
楽
観
的
な
ギ
リ
シ
ア
観
を
シ
ラ
l
自
身
、
が
ど
こ
ま
で
本
当
に
い
だ
い
て
い
た
か
に
は
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
し
、
ゲ
ー
テ

⑬
 

は
明
ら
か
に
そ
の
裏
側
に
あ
る
も
う
一
つ
の
現
実
の
ギ
リ
シ
ア
を
見
通
し
て
い
た
が
、
と
も
か
く
こ
の
よ
う
な
ギ
リ
シ
ア
観
が
古
典
主
義
、
ロ

マ
ン
主
義
の
時
代
を
通
し
て
一
般
に
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

こ
れ
を
は
じ
め
に
批
判
し
た
の
は
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
そ
の
講
程
に
列
し
た
こ
と
が
あ
る
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ベ
ッ
ク
で
、
「
ギ

⑮
 

も
っ
と
不
幸
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
か
れ
の
言
は
、
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
の
中

リ
シ
ア
人
は
、

大
方
の
人
が
そ
う
思
い
こ
ん
で
い
る
よ
り
も
、

に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

ギ
リ
シ
ア
人
の
生
と

プノレグハノレトとギリシア史（イ中手JJI)

こ
の
点
に
お
け
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
業
績
は
、

パ
ト
ロ
l
ギ
フ
ジ
ユ

歴
史
を
捉
え
る
か
れ
の
い
わ
ゆ
る
「
情
念
論
的
な
視
点
」
の
、
一
つ
の
基
軸
に
し
た
こ
と
に
あ
る
。

⑮
 

章
「
ギ
リ
シ
ア
的
生
の
総
決
算
の
た
め
に
」
は
格
別
ユ
ニ
ー
ク
で
魅
力
あ
る
叙
述
だ
が
、
こ
こ
で
ギ
リ
シ
ア
的
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
あ
ま
す
と
こ
ろ

」
の
ベ
ッ
ク
の
指
摘
を
徹
底
的
に
深
め
て
、

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
の
な
か
で
も
第
五

な
く
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
こ
だ
け
で
は
な
く
、
ポ
リ
ス
の
創
設
の
際
に
お
け
る
人
身
御
供
、
ポ
リ
ス
的
生
に
お
け
る
市
民
た
ち
の

苦
し
み
、
民
主
政
末
期
に
お
け
る
苦
悩
、
ま
た
ギ
リ
シ
ア
的
人
間
の
考
察
、
さ
ら
に
は
文
化
の
基
底
に
も
、
生
の
惨
め
さ
の
視
点
が
働
い
て
い

る
。
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
の
な
か
で
、
神
が
み
は
後
世
の
人
び
と
に
も
歌
が
あ
る
よ
う
に
人
間
た
ち
に
破
滅
を
定
め
た
（
三
口
ふ
ゴ
同
・
）
と
い

⑫

⑬
 

わ
れ
て
い
る
言
葉
に
対
す
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
共
感
に
は
、

W
－

F
・
オ
ッ
ト
！
の
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
ギ
リ
シ
ア
人
の
不
幸
に
つ
い
て
は
、

⑮
 

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
に
対
す
る
き
び
し
い
批
判
者
で
あ
っ
た
E
・
マ
イ
ヤ
l
や
K
・
J
・
ベ
ロ
ッ
ホ
も
の
べ
て
お
り
、
十
九
世
紀
末
以
後
で

は
そ
れ
は
多
数
意
見
に
な
っ
た
と
み
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
は
他
の
論
者
の
よ
う
に
そ
れ
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
根

3 (327) 



本
的
多
面
的
に
論
述
し
た
点
で
、
ギ
リ
シ
ア
観
の
転
換
者
と
し
て
の
役
割
を
果
し
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
か
れ
の
捉
え

4 (328) 

た
ギ
リ
シ
ア
人
の
不
幸
は
、
そ
の
対
極
に
、
こ
の
天
才
的
民
族
が
い
だ
い
た
輝
か
し
い
生
へ
の
強
い
渇
仰
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
実
の

＠
 

壁
に
突
き
当
っ
た
と
き
、
傷
つ
き
、
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
う
ま
れ
る
と
い
う
も
の
で
、
見
方
の
単
純
な
転
換
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
幾
重
に
も

強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

パ
ナ
ウ
ソ
ス

ギ
リ
シ
ア
の
美
術
家
は
手
工
業
者
と
同
じ
よ
う
に
俗
業
者
と
さ
れ
、
社
会
的
に
低
く
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
時
代
の
政
治
や

思
想
の
影
響
を

h

つ
け
る
こ
と
が
少
な
く
、
末
期
ま
で
高
い
芸
術
水
準
を
維
持
し
た
と
い
う
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
主
張
は
影
響
力
大
き
い
も
の
の
一

つ
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
論
議
お
よ
び
こ
の
主
張
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
藤
縄
謙
三
教
授
の
立
ち
入
っ
た
論
的
が
あ
る
。
ほ
か
に
美
術
史

の
業
績
と
し
て
は
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
ベ
ル
ガ
モ
ン
の
祭
壇
浮
き
彫
り
の
価
値
を
、

H
・
ブ
ル
ン
や
H
・
グ
リ
ム
な
ど
当
時
の
美
術
史
家
が

低
く
見
積
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
い
ち
早
く
そ
れ
が
最
盛
期
の
巨
匠
の
作
品
に
匹
敵
す
る
傑
作
で
あ
る

＠

＠

 

こ
と
を
認
め
て
後
の
評
価
を
先
取
り
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
と
も
関
連
し
て
、
か
れ
の
古
典
主
義
概
念
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
今
日
の
史
学
に
残
し
た
遺
産
と
し
て
、
ア
ゴ

l
ン
以
上
に
重
要
性
と
問
題
性
を
含
ん
で
い
る
の
は
、
か
れ
の
ポ
リ
ス
把
握

で
あ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
ま
た
さ
伊
」
翻
訳
不
可
能
と
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
ド
イ
ツ
語
に
移
し
た
句
o
－B
と
い
う
語
を
用

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
第
二
章
「
国
家
と
国
民
」
の
叙
述
を
通
し
て
「
ポ
リ
ス
」
は
ド
イ
ツ
の
古
代
学
に
導
入
さ
れ
、

重
要
な
研
究
領
域
に
な
っ
た
。

、，崎
O

’V
ナ
ム

間
も
な
く
そ
の

以
来
、

ポ
リ
ス
の
構
造
把
握
に
つ
い
て
は
諸
説
が
提
出
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
「
ポ
リ
ス
」
そ
の
も
の
は
い

わ
ゆ
る
「
勝
利
の
行
進
」
を
し
、

G
－ブ

l
ゾ
ル
ト
、

H
・
フ
ラ
ン
コ
ッ
ト
、

J
・
ヶ
l
ル
ス
ト
、

M
－
ヴ
ェ

l
バ
ー
な
ど
に
よ
っ
て
論
究
さ

＠
 

れ
、
今
世
紀
後
半
で
は
V
・エ

1
レ
ン
ベ
ル
ク
の
ポ
リ
ス
観
の
基
礎
に
お
か
れ
た
の
で
あ
る
。

＠
 

ェ
l
レ
ン
ベ
ル
ク
は
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
の
ポ
リ
ス
把
握
の
主
観
性
や
学
問
的
厳
密
さ
の
不
足
を
認
め
な
が
ら
も
、
基
本
的
に
そ
の
把
握
を
受
容

＠
 

し
て
い
る
。

H
・
シ
ェ

l
フ
ァ

l
は
ポ
リ
ス
を
中
心
に
お
く
エ

l
レ
ン
ベ
ル
ク
の
国
家
観
に
対
し
て
批
判
的
見
解
を
示
す
が
、
こ
れ
に
答
え
つ

⑫
 

っ
、
エ

l
レ
ン
ベ
ル
グ
は
ポ
リ
ス
を
「
ギ
リ
シ
ア
人
の
本
来
的
で
決
定
的
な
国
家
形
式
」
と
す
る
見
方
を
固
持
し
て
い
る
。
最
近
W
・
ガ
ヴ
ア



ン
ト
カ
は
ギ
リ
シ
ア
の
国
家
形
式
を
「
ポ
リ
ス
」
と
み
る
立
場
を
批
判
的
に
論
述
し
た
一
書
を
著
わ
し
て
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
｜
エ
l
レ
ン
ベ
ル

グ
の
説
に
は
収
ま
り
き
れ
な
い
諸
説
の
存
在
を
強
調
し
、
こ
と
に
そ
の
始
点
に
あ
る
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
の
ポ
リ
ス
概
念
の
「
非
学
問
性
」
を
批
判

し
つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
満
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
か
れ
は
そ
れ
に
代
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
国
家
的
現
実
を
捉
え
る
新
し
い
概
念
を
み
ず

か
ら
提
示
す
る
こ
と
も
、
他
の
そ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

「
ポ
リ
ス
」
を
め
ぐ
っ
て
の
ガ
ヴ
ァ
ン
ト
カ
の
長
い
論
述
は
、

古
代
以

来
ポ
リ
ス
概
念
に
含
ま
れ
る
現
実
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
の
混
在
を
批
判
す
る
D
・
ネ
ル
の
エ

I
レ
ン
ベ
ル
ク
批
判
な
ど
に
共
感
を
示
す
の
み
で
、

「
ポ
リ
ス
」

に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
な
お
有
意
味
か
ど
う
か
と
い
う
、
「
か
ろ
う

か
れ
み
ず
か
ら
い
う
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
国
制
史
の
な
か
で

⑧
 

じ
て
問
題
提
起
の
た
め
の
挑
発
」
に
終
っ
て
い
る
。
結
局
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
｜
エ
l
レ
ン
ベ
ル
ク
の
見
解
は
国
制
史
的
な
ポ
リ
ス
把
握
の
い
わ
ば

「
ポ
リ
ス
」
の
語
を
不
要
に
す
る
よ
う
な
決
定
的
な
新
説
も
現
わ
れ
て

「
古
典
」
学
説
で
、

そ
れ
だ
け
に
そ
れ
に
対
す
る
風
当
り
は
強
い
が
、

い
な
い
、
と
い
う
の
が
実
状
と
み
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
の
ポ
リ
ス
観
は
一
般
に
市
民
に
対
す
る
国
家
主
権
の
絶
対
性
を
強
調
し
て
い
る
と
さ
れ
、

R
・
シ
ュ
タ
l
デ
ル
マ
ン
の
よ
う

＠
 

に
、
こ
れ
を
き
び
し
く
批
判
す
る
人
も
い
る
。
こ
の
批
判
は
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
と
と
も
に
、
近
代
ポ
リ
ス
観
の
源
流
と
さ
れ
る

F
・
d
・
グ
l
ラ

ン
ジ
ュ
に
は
全
面
的
に
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
が
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
対
し
て
は
必
ず
し
も
当
っ
て
い
な
い
。

ク
ー
ラ
ン
ジ
ュ
は
ポ
リ
ス
を
閉

フツレグハノレトとギリシア史（イ中手刀｜）

鎖
的
祭
杷
共
同
体
と
み
て
、
そ
の
絶
対
的
支
配
権
と
排
他
性
を
強
調
す
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
ポ
リ
ス
に
自
由
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
考
え
る
の

＠
 

は
、
人
類
の
い
だ
い
た
も
っ
と
も
奇
妙
な
誤
謬
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
は
政
治
と
宗
教
と
を
そ
れ
ぞ
れ
自
立
的
な
ポ
テ
ン

ツ
と
し
て
裁
然
と
分
け
る
。
ポ
リ
ス
は
本
来
政
治
的
共
同
体
で
あ
り
、
宗
教
に
作
用
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
究
極
的
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

＠
 

む
し
ろ
時
と
と
も
に
宗
教
の
上
に
優
越
的
な
力
を
及
ぼ
し
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
は
ポ
リ
ス
の
絶
対
性
を
強
調
す

る
が
、
同
時
に
そ
こ
に
お
い
て
こ
そ
個
人
が
大
き
く
伸
び
る
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
面
を
み
て
い
る
。
そ
こ
で
強
化
さ
れ
た
個
人
の
力
と
ポ
リ

＠
 

ス
の
主
権
性
と
は
結
合
し
、
あ
る
い
は
抗
争
し
な
が
ら
、
時
と
と
も
に
重
心
を
個
人
の
方
に
移
し
て
ゆ
く
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
把
握
は
こ
の
よ

③
 

う
に
は
る
か
に
複
雑
で
、
変
化
を
も
含
ん
で
い
る
。
エ
l
レ
ン
ベ
ル
グ
は
「
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
叙
述
は
深
い
認
識
と
刺
戟
に
充
ち
て
い
る
。
」
と

5 (329) 



い
う
が
、

エ
l
レ
ン
ベ
ル
グ
が
お
も
に
み
て
い
る
国
制
史
的
視
点
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
的
生
の
基
盤
と
し
て
も
、
ま
た
た
と
え
ば

(330) 

美
術
や
生
に
様
式
を
与
え
る
と
い
う
文
化
史
的
意
味
で
も
、
さ
ら
に
は
思
想
史
的
観
点
か
ら
も
、
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
の
ポ
リ
ス
記
述
に
は
扱
み
と

6 

ら
れ
る
べ
き
多
く
の
洞
察
が
含
ま
れ
て
い
る
。

＠
 

プ
ラ
ト
ン
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
国
家
像
に
対
す
る
代
表
的
批
判
者
と
し
て
の
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
の
諸
発
言
は
、
か
れ
の
ポ
リ
ス
観
の
こ
の
よ
う
な

多
面
性
と
流
動
性
の
上
に
た
っ
て
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
う
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
ポ
リ
ス
の
絶
対
的
主
権
を
強
調
し
て
い
た
だ
け
な
ら
ば
、
か

＠
 

れ
の
い
う
「
個
人
を
完
全
に
廃
棄
し
て
、
全
体
者
に
ひ
た
す
ら
帰
ご
さ
せ
る
プ
ラ
ト
ン
の
思
想
を
非
難
す
る
余
地
は
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の

非
難
の
言
を
捉
え
て
、
ギ
リ
シ
ア
教
育
思
想
の
頂
点
を
プ
ラ
ト
ン
に
み
る

W
・
イ
ェ

l
ガ

l
は
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
「
古
代
ポ
リ
ス
の
理
想
に

対
し
て
辛
探
な
批
蜘
」
を
し
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
当
っ
て
い
な
い
。
ポ
リ
ス
は
「
正
し
く
、
幸
福
に
、
高
貴
に
、
で
き
る
限

②

③

 

り
ア
レ
テ
l
に
従
っ
て
生
き
る
」
場
で
あ
り
、
市
民
に
対
し
て
「
教
育
力
」
を
も
っ
と
す
る
点
、
ま
た
ポ
リ
ス
の
教
育
理
想
は
貴
族
的
風
習
か

ら
発
し
て
い
る
と
す
る
馳
で
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
イ
ェ

l
ガ

l
の
主
題
を
先
取
り
し
て
い
る
面
が
あ
る
。
た
だ
か
れ
は
プ
ラ
ト
ン
が
国
家
権
力

⑬
 

に
よ
っ
て
事
態
を
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
強
引
さ
」
と
、
ポ
リ
ス
の
も
う
一
つ
の
力
で
あ
る
個
人
を
無
視
す
る
こ
と
と
に
反
対
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
プ
ラ
ト
ン
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
は
反
対
す
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
を
代
表
的
論
者
の
一
人
と
す
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
批
判
に
は
賛
成

で
あ
り
、

こ
の
面
に
つ
い
て
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
記
述
は
先
駆
的
業
績
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

プ
ラ
ト
ン
の
政
治
観
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

＠
 

R
・
マ
ウ
ラ
l
は
ア
テ
ナ
イ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
状
況
に
つ
い
て
批
判
す
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
言
を
し
ば
し
ば
引
用
し
て
い
る
。

A
・
H
・

M
・
ジ
ョ

1
ン
ズ
は
古
代
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
批
判
に
つ
い
て
の
客
観
的
研
究
で
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
な

ど
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
批
判
者
の
論
拠
と
し
て
、

ω好
む
ま
ま
を
す
る
自
由
、

ω無
差
別
的
平
等
、

ω法
に
代
っ
て
人
民
の
多
数
が
主
権
者
と
な
る

⑫
 

こ
と
、

ω富
め
る
少
数
者
に
対
す
る
貧
し
い
多
数
者
の
利
己
的
支
配
の
四
点
を
あ
げ
て
い
る
。
ジ
ョ
l
ン
ズ
は
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
名
を
挙
げ
て

い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
で
は
見
落
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
単
純
な



反
対
者
で
は
な
く
、
そ
れ
が
ギ
リ
シ
ア
に
と
っ
て
不
可
避
的
か
つ
必
要
な
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
充
分
に
認
め
て
い
る
。

以
上
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
に
含
ま
れ
る
洞
察
や
主
張
の
う
ち
、
筆
者
の
気
づ
い
た
範
囲
で
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
以
後
の
研

究
と
の
関
係
を
の
べ
て
き
た
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
で
全
部
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

⑬
 

ニ
l
チ
ェ
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
悲
劇
の
誕
生
」
に
つ
い
て
の
か
れ
の
叙
述
は
、
も
っ
と
も
有
名
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
の
祭
典
に
お
け
る
サ
テ
ュ
ロ
ス
・
コ
ー
ラ
ス
が
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
母
体
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
有

利
な
証
言
を
与
え
て
い
旬
、
が
、
現
存
し
て
い
る
悲
劇
作
品
の
本
文
に
も
、
他
の
史
料
に
も
直
接
的
証
拠
を
も
っ
て
い
ず
、
本
来
こ
の
問
題
の
真

⑬
 

偽
は
確
証
さ
れ
が
た
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ニ
l
チ
ェ
・
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
説
が
今
日
も
な
お
有
力
な
学
説
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

w
・
ヶ

I
ギ
が
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
を
お
も
に
政
治
・
軍
事
の
面
か
ら
み
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
は
「
へ
レ
ニ
ズ

＠
 

ム
的
人
間
」
に
つ
い
て
語
り
、
こ
の
語
に
、
文
化
史
的
社
会
史
的
意
義
を
与
え
た
、
と
し
て
い
る
の
は
見
逃
せ
な
い
。

最
後
に
、
現
代
に
お
け
る
古
代
経
済
史
の
権
威
、
こ
と
に
奴
隷
制
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
M
・
I
・
フ
ィ
ン
レ
イ
の
言
を
紹
介
し
て
お
こ

プノレグハノレトとギリシア史（仲手川）

悪
名
か
く
れ
な
い
が
影
響
力
大
き
い
非
難
の
言
を
も
っ
て
退
け

た
が
、
そ
の
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
が
《
歴
史
的
発
展
に
お
け
る
ポ
リ
ス
》
と
題
す
る
部
分
で
、
奴
隷
制
に
一
章
を
割
り
ふ
る
価
値
が
あ
る
と
み
な
し

＠
 

た
こ
と
を
、
と
く
に
申
し
添
え
ず
に
は
お
れ
な
い
。
」

加
勺
ノ
。

「
ヴ
ィ
ラ
モ

1
ヴ
ィ
ツ
は
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
を
、

た
社
会
経
済
史
的
面
か
ら
の
研
究
、
人
文
主
義
解
釈
を
め
ぐ
る
異
論
な
ど
、
ほ
と

ん
ど
が
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
批
判
か
ら
発
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
そ
れ
を
含
ん
で
い

る
と
い
え
よ
う
（
ル
ネ
サ
ン
ス
概
念
史
に
つ
い
て
は
、
明
。

a
E
B－
出
巳
N
M
口問
0
・

関
口
件
。
－
H
R
な
ど
の
論
述
が
あ
る
）
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
修
正
、

補
充
で
あ
っ
て
も
、
超
克
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
社
会
経
済
史
、
都
市
史
、
科
学

史
の
研
究
は
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
考
察
と
は
独
立
に
進
め
ら
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る

が
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
も
、
本
来
美
術
・
文
化
概
念
で
あ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
が
、
社

会
経
済
や
都
市
の
構
造
究
明
、
あ
る
い
は
科
学
的
業
績
の
照
明
に
よ
っ
て
ど
こ
ま

①

』

2
0『
切
口
2

5司
吾
、
の
3
2
bな
込
町
尽
に
E
d
E
n
bな
芝
、
・
出
2
2
m問。明
o
u
g

P
H
H
ω
ι
o
E
Z
N
W
O
E
g
m
〈

Oロ
』
仰
の

O
F
0
0岡
山
・
切
耳
目
恥
ロ
＼
印
門
店
同
仲
間

R
H
H∞
申
∞
＼

HUCN

G
・
5
ι
M・
E
－
お
お
・

ω

E
－
H
U
D
C
U
P
E－
H
8
3・
全
集
版
色
町
白
書
Ha

g
句

hsる
で
は
切
且
ぐ
HHH・M
H・
著
作
集
（
G
G
E著
書
偽
町
役
ヨ
ミ
bq）
で
は
切
品
・

〈・〈
HHH
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
以
下
町
、
・
民
、
。
・
と
略
記
し
、
ペ
ー
ジ
数

は
著
作
集
に
よ
っ
て
示
す
。

②
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
ル
ネ
サ
ン
ス
観
に
対
し
て
は
、
そ
の
ル
ネ
サ

γ
ス
の
近
代
性

強
調
に
対
す
る
「
中
世
学
者
の
反
乱
」
、
プ
ル
グ
ハ
ル
ト
に
お
い
て
不
足
し
て
い
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年
、
四
六
頁
。

⑬

Z
2
E
S
F
O同y
a
p－
H定
〉
ロ
自
－

F
ノ
イ
マ
ン
は
』
・
切
色
OOF－
C
3
2営
Rbs

。
2
0
F
Z骨
H0・
F
目
立
同
－
u

開

ι・
冨
＠
吋
耳
、

C
G
E
E－n
b
E
R内
情
旬
、
血
写
実
言
書
匂
M

・
mmH

K
F

を
指
示
し
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
版
の
違
い
に
よ
る
た
め
、
そ
の
箇
所
に
「
ギ

リ
シ
ア
人
の
不
幸
」
に
つ
い
て
の
発
言
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

＠
。
晴
、
・
同
C
－
－
回
品
・
〈
♂

ω白0
・

＠
藤
縄
謙
三
「
芸
術
家
の
社
会
的
地
位
」
（
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
創
造
者
た
ち
』
所

収
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
五
年
、
三
一
ニ
J
九
二
頁
、
と
〈
に
五
九
頁
以
下
。

＠
剛
内
9
0
也、。司－
O
F
F
－
切
己
・
〈
H

－注目・

⑧
ガ
ン
ト
ナ
ー
は
、
古
典
古
代
を
規
準
と
す
る
プ
ル
タ
ハ
ル
ト
の
古
典
主
義
が
な

ぜ
ベ
ル
ガ
モ

γ
の
祭
壇
彫
刻
や
バ
ロ
ッ
ク
美
術
を
評
価
し
え
た
か
を
、
グ
ェ
ル
フ

リ
γ
の
古
典
撃
と
の
比
較
で
論
じ
て
い
る

Q
B
o
z
o
g
g
R
g
g
a
h

忠良

R
U
s
h
a
s
吾、

b
E
Eな
れ
ど
S
H付一。喜
p
d『』
O
P
H定
也
、
臼
間
同
－
Y

＠

d
E
E
a
c
E
E
R
E－
b
な
包
hosagHO
句。な
p
g
E仲間。一ユ回申∞叩・

5
N

同
・
ポ

p
ス
の
構
造
、
こ
と
に
社
会
経
済
的
構
造
の
面
か
ら
す
る
そ
の
把
握
は
多

様
な
変
遷
を
示
し
て
お
り
、
己
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
村
川
堅
太
郎
教
授
の
長
年

を
費
し
た
周
到
な
概
観
が
あ
る
ハ
村
川
堅
太
郎
・
育
代
史
論
集
E
、
岩
波
書
店
、
一

九
八
七
年
、
二
七
｜
四
四
頁
、
一
五
七

l
一
七
九
頁
）
。
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〈
・
明
Z
g
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o
H問
、
〈
OMM
品
g

の
E
E同O円
目
。
ロ
間
同
HOOFZnvR
凹

E
E
ω
o
E
E

2HMM伺・

2
H
旬。
N
E
S
S札
同
草
、
。
之
さ
F
呂田

U
U
R
F
匂
主
的
君
主
札
ミ
の
立
鳥
目

。と
p

g
由
・
同
じ
よ
う
に
、
プ
ル

F
ハ
ル
ト
の
ポ
リ
ス
概
念
の
事
実
性
に
は
異
識

を
唱
え
つ
つ
も
、
そ
こ
に
ま
た
「
ま
っ
た
く
の
天
才
的
構
想
」
を
認
め
る
の
は
、

F
5
9
5回
g
m
g
p
円志向。さをのぬ句
S
E
E
S
S
札

3

h
ミ
s
h
o
s
さ

き
札
芯
河
白
運
輸
dnbω
同町民語、
N
a
F
A田
〉
え
F・
冨
田
口
OFOロ
H由
m
p
H
H・

＠
国
・
印
O
F
p
o
r
F
回
。
名
門
o
o
v
g問
〈
Oロ
〈
・
肘
VHOロ
FO同
町
、
り
R
m
g
H
E
己耳

。円
HOOFS－
z
h
旬、
shq若
鳥
号
、
ね
な
E
G
E
S
t
b
H
F
C
R仲間口問。ロ

H回目白”
ω∞品

I
A
H
O
O－
 

プルタハルトとギリシア史（仲手JII)

＠
何
回
同
g
宮
崎
問
、
〈
Oロ
品
自
の
2

Z同日
B
S
町立
ooFZOF耳
印
g
p
g
o『
ιロロロ明、

H
O
由・

⑧

の

E
Eロ持
p
o町－

o
h
f
g
ガ
ヴ
ァ
ン
ト
カ
の
「
ポ
リ
ス
」
批
判
の
お
も
な
論

点
を
あ
え
て
と
り
だ
せ
ば
、

ω「
ポ
ロ
ス
」
概
念
は
プ
ル

F
ハ
ル
ト
の
「
非
学
問

的
」
考
察
に
も
と
づ
い
て
一
般
化
し
た
も
の
で
、
ギ
リ
シ
ア
の
国
家
誇
形
式
の
実

証
的
帰
納
的
研
究
に
も
と
づ
い
て
造
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
合
同
局
・
〈
m－．、

岡田町民同・）

ωギ
リ
シ
ア
の
忌
』
角
的
と
違
っ
て
、
ド
イ
ツ
語
の
司
。
－

z
に
は
古
代
の

現
実
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
近
代
人
の
願
望
や
先
入
見
が
混
入
さ
れ
て
お
り
ハ

F

5
8、
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
（
N
S、
川
刷
】
VOZω

の
一
語
で
国
側

研
究
の
領
域
が
総
括
さ
れ
う
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

Q
3
の
三
点
が
注
目

さ
れ
る
。
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
と
の
関
係
で
、
こ
こ
で
は
と
く
に

ωが
注
目
さ
れ
る
。

プ
ル

p
ハ
ル
ト
の
ポ
リ
ス
概
念
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
一

O
O年
以
上
も
前
の

所
産
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
の
諸
国
家
、
諸
地
域
に
つ
い
て
の
研
究
が
細
密
化
し
て

く
る
に
つ
れ
て
、
疑
問
や
批
判
が
で
て
く
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
プ
ル

F
ハル

ト
の
「
ポ
リ
九
」
は
ア
テ
ナ
イ
や
ス
パ
ル
タ
の
国
家
像
を
基
に
し
て
つ
く
ら
れ
た

類
型
で
あ
り
、
そ
れ
と
異
質
的
な
国
家
的
現
実
に
は
適
用
さ
れ
が
た
い
も
の
が
あ

ろ
う
。
ポ
リ
ス
を
都
市
共
同
体
と
み
る
こ
と
（
守
－
同
円
。
．
、
回
品
・
」
〉
勾
）
自
体
、

ス
パ
ル
タ
の
農
村
的
現
実
と
の
関
係

1
1
5
Fハ
ル
ト
は
そ
れ
を
記
述
し
て
い

る
が
｜
｜
で
批
判
さ
れ
う
る
＠
－

mov毛
m
E
p
h
H
E
b
吾
、
。
号
忌
言
、

M
E注目

ha主
H

由包、

N
∞
戸
〉
。
し
か
し
「
ポ
リ
ス
」
に
問
題
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、

シ
ェ

l
フ
ァ
l
や
フ
ィ
タ
テ
ィ
ン
グ
ホ
ッ
フ
の
よ
う
に
、
そ
の
使
用
を
や
め
て
、

印
官
三
や
の
o
E巴
E
o
と
い
う
語
を
用
い
る
場
合
も
、
失
う
も
の
は
少
な
く
あ

る
ま
い
。

と
も
か
く
今
日
の
研
究
状
況
の
な
か
で
、
ガ
ヴ
ァ

γ
ト
カ
が
望
ん
で
い
る
よ
う

に
、
も
っ
と
帰
納
的
方
法
に
も
と
づ
く
他
の
類
型
の
形
成
や
各
政
治
単
位
ご
と
の

個
別
的
記
述
も
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
今
日
の
学
問
研
究
が
当
然
取

り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ガ
ヴ
ァ
ン
ト
カ
の
よ
う
に
、

9 (333) 



プ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
探
求
・
記
述
の
方
法
が
今
日
の
学
問
形
式
に
合
わ
な
い
か
ら
非

学
問
的
で
あ
る
と
か
、
半
ば
歴
史
小
説
だ
と
い
っ
て
批
判
す
る
の
は
、
歴
史
と
は

何
か
に
つ
い
て
の
無
知
を
一
示
す
以
上
の
何
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
批
判
は

な
お
プ
ル

F
ハ
ル
ト
の
ポ
リ
ス
観
が
妥
当
す
る
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
－
託
拠
で

も
あ
ろ
う
が
、
歴
史
学
が
た
だ
「
厳
密
」
を
旨
と
す
る
批
判
的
実
証
主
義
だ
け
で

事
足
り
る
な
ら
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
今
日
の
リ
ュ

l
ゼ
ン
に
い
た
る
歴
史
理
論

も
、
文
化
史
や
社
会
史
も
、
ま
た
現
代
の
社
会
史
家
に
よ
る
ミ
シ
ュ
レ
ー
へ
の
高

い
評
価
も
、
す
べ
て
無
意
味
と
な
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
一

O
O年
以
上
も
前
の
す

ぐ
れ
た
歴
史
記
述
に
面
す
る
と
き
、
必
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
を
実
証
主
義
の
欠
如

ゆ
え
に
批
判
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
が
何
を
与
え
た
か
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
に

何
を
与
え
う
る
か
を
心
に
留
め
な
が
ら
、
そ
こ
に
含
ま
れ
た
洞
察
か
ら
わ
れ
わ
れ

自
身
の
学
聞
を
促
進
す
る
も
の
を
波
み
と
ろ
う
と
努
め
る
こ
と
に
あ
る
筈
で
あ

る。

⑬
河
口
品
OH同
印

g己
O
H
E
E
P
』
mwooσ

ロロ
2
r
F
m
v
a
z
o
－2
E
R
F
O
民
三
昨
日
・

四

2
0
F
H
O
E
S－』ロ－

U
芯

h
a
h
N
Z
4口
（
回
申
印
H
Y
m
J吋
同
・
こ
の
シ
ュ
タ

l
Jア
ル
マ

ン
の
見
解
に
対
す
る
批
判
は
民
耳
目

F
E
E
r
V
E
F
匂
ミ
忌
宮
司
令
、

F
5
0
2

5
8、白白
ω
同
シ
ュ
タ

1
デ
ル
マ
ン
は
別
の
論
文
で
プ
ル
タ
ハ
ル
ト
の
中
世
観
や

『
世
界
史
的
考
察
』
に
つ
い
て
、
少
な
か
ら
ず
傾
聴
す
べ
き
知
見
を
示
し
て
い
る

が
、
こ
こ
で
の
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
ポ
リ
ス
観
に
つ
い
て
の
浅
薄
な
把
握
は
、
筆

者
の
眼
か
ら
み
て
も
、
同
一
人
の
作
と
は
思
え
な
い
程
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ポ

リ
ス
の
絶
対
性
強
調
を
批
判
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
当
時
権
力
の
座
に
近
づ
い
て

い
た
ナ
チ
ス
を
批
判
し
て
い
る
と
み
た
と
き
の
み
、
許
容
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
ろ

h

勺’。

⑩

司

E

E
ペ－
o
p
c
Eロ問。回、

h
Q
S
h
Q
S
Hミ
5
・
H
m
E
O己
F

E

ユ
ω
お
お
‘

NU斗

ωAA－－
g
m
Z
A・
田
辺
貞
之
助
訳
『
古
代
都
市
』
、
白
水
社
、
昭
和
一
九
年
、

上
巻
三
六
八
頁
以
下
、
四

O
七
頁
以
下
。

＠
。
戸
同
？
ロ
ι’〈．
4
4

＠

H
F
E
・
g
－
同
区
・

③

開

Z
S
z
a－－
0
0
2？

＠
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
つ
ぎ
を
参
照
。
開
口
－
何
者
o－F

C
之
町
、
と
E
b
E

同
R
と
え
2NhfGF
司
E
ロ｝内町
Z
ユ

E
U
冨
mw山口

H由
由
∞
、
切
ι・
H〈、目、

NhrN∞・

⑧
門
川
、
・
H
刊の・・回
ι・
J
〉

N
2
．

＠

君

。
E
O円
】
”
。
m
p
H
U
2
2
0
0同
E
4
1
叶

F
0
0
2問
5
0同
F
o
m巳

E
口。
ω0・

HVFu、
mwロ
ι
己
5
0
2
w
o－np
同M
M

・－
M－hwミ
】
守
宮
〉

A

『
刊
誌
。
喧
吾
、
問
。
ヨ
P
H
U
m－－

H
F
u
u
u・

＠
。
ヌ
同
の
・
・
ロ
ハ
凶
・
〈
．

2
・

品山日同
σ
E・・寸由

南山

V
H
F－《
T
H由
0・

命
U

E

u
丘
、
日
出
印
・

＠
問
巴
ロ
FmW3
冨
m
E
E
P
H
U
N
Q問。芯句‘
hw宮
E
M
ミミ
k
z
U
2豆
vbEH呂
、
回
2
－MM
M

HU叶
0・
主
〉
ロ
ヨ
・

HNUH自
由
〉
ロ
自
・

S
－
H∞
品
〉
ロ
ヨ
・

H0・
同
じ
よ
う
な
意
味
に

お
け
る
プ
ル
グ
ハ
ル
ト
の
言
の
引
用
は

C
ユ

4

言
語
各
号
、
ヘ
去
、
Z
F
冨
5
0
F
E

HU∞］戸、

N∞∞．

MUN・

＠

〉

周

忌

』

。
g
p
d
w
O
〉
P
S
Fロ
ロ
O
B
2
2
3
2己
』
2

0

E
。
P
E
H

A
S
2
s
a
a
b
G語
。
。
言
。
司
、
。
M

内町
O吋《凶

HU自
由
、
企
叶
日
・

⑬
門
川
、
・

HへP
・
E
－
〈
H
F
Z
E
H

＠
〉
ユ
ω
E
Z
H
Oタ

p
u
Z・
区
品
U
P
H
P
N
D
戸
（
問
自
問
。
－
）

⑬

ケ

l
ギ
は
「
悲
劇
の
誕
生
」
の
発
生
基
盤
で
あ
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
祭
儀
に
つ

い
て
、
ニ

l
チ
ェ
以
前
に

0
2
0
E
F
Z会
や
者
三
百
円
日
ぐ
2
0
F
O円
の
よ
う
な

パ
l
ゼ
ル
の
古
典
学
者
の
研
究
が
あ
る
と
し
て
、
こ
の
点
に
お
け
る
バ

l
ゼ
ル
的

伝
統
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
（
関
宮
間
「

8
・。』

f
E－
SFω
己
・
〉
。
な
お
、

ユ
l
チ
ェ
の
「
悲
劇
の
誕
生
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
西
尾
幹
二
『
ニ

l

チ
ェ
』
第
二
部
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
五
二
年
、
三

O
三
頁
以
下
参
照
。

⑬

F
F
S
ピ
ッ
ヒ
ラ
ー
も
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
概
＋
貨
に
つ
い
て
の
近
著
の
な
か

で
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
と
プ
ル
タ
ハ
ル
ト
と
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
概
念
を
対
比
し
つ
つ
、
論

10 (334) 
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＠
声
同
－

E
E
3』
、
宮
町
村

2
N
H
h
hぉ

sd、
お

S
K
』

h
r
h

句、S
L「札
E
N
o
hいて
u

剛

ugmzz

国

oorω
回
申
∞

ω‘
H
G
N
白・－
N
N

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
の
意
義
と
特
質
を
見
定
め
る
た
め
に
は
そ
れ
が
古
代
研
究
の
歴
史
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
て
い
た
か
を

概
観
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
書
が
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
の
古
代
研
究
の
大
き
な
流
れ
の
中
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
思
想
・
文
化
に
対
す
る
宗
教
の
支
配
が

長
く
続
い
た
ド
イ
ツ
で
は
、
他
の
西
欧
諸
国
と
比
較
し
て
古
代
へ
の
本
格
的
関
心
が
目
覚
め
る
の
は
お
そ
か
っ
た
が
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
以
来

堰
を
切
っ
た
よ
う
な
古
代
へ
の
傾
倒
が
始
ま
り
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
古
典
主
義
の
強
力
な
索
引
力
に
な
っ
た
。

ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
、
ゲ

l
テ
を
中

心
と
す
る
古
代
熱
に
は
、
ベ
ト
ラ
ル
カ
や
エ
ラ
ス
ム
ス
の
人
文
主
義
、
あ
る
い
は
フ
ッ
テ
ン
、
ォ

I
ピ
ッ
ツ
な
ど
か
つ
て
の
ド
イ
ツ
人
文
主
義

と
は
異
な
る
特
徴
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
で
は
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
、
キ
ケ
ロ
、
タ
キ
ト
ゥ
ス
な
ど
ラ
テ
ン
作
家
が
理
想
像
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

①
 

ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
、
ゲ

l
テ
で
は
中
心
に
あ
る
の
は
ホ
メ
ロ
ス
と
ギ
リ
シ
ア
美
術
で
あ
っ
た
。
こ
の
ギ
リ
シ
ア
と
ド
イ
ツ
と
の
特
別
な
関
係
は

プノレグハノレトとギリシア史（イ中手Jfl)

大
筋
に
お
い
て
二
十
世
紀
ま
で
続
く
。

つ
ぎ
に
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ゲ
ー
テ
た
ち
は
大
学
人
で
は
な
く
一
般
の
知
識
人
で
あ

り
、
ギ
リ
シ
ア
を
学
問
的
研
究
の
対
象
と
す
る
よ
り
も
、
そ
れ
を
自
己
の
生
と
芸
術
を
形
成
す
る
規
範
と
み
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
に

②
 

と
っ
て
ホ
メ
ロ
ス
は
ま
ず
世
紀
の
重
み
か
ら
の
解
放
力
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
束
縛
か
ら
脱
し
て
根
源
的
創
造
へ
と
導
く
力
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
古
典
主
義
の
古
代
観
は

W
・
v
・
フ
ン
ボ
ル
ト
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
な
か
に
も
植
え
こ
ま
れ
た
。

そ
れ
を
担
っ
た
の
が
近
代
ド
イ
ツ
に
お
け
る
古
典
文
献
学
の
創
始
者
と
さ
れ
る

F
・
A
－
ヴ
ォ
ル
フ
で
あ
る
。

フ
ン
ボ
ル
ト
と
ヴ
ォ
ル
フ
は
ゲ

ー
テ
の
い
だ
い
て
い
た
よ
う
な
生
け
る
理
想
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
を
学
開
化
し
た
わ
け
で
、
か
れ
ら
は
「
格
別
に
古
代
人
に
お
け
る
形
成
の
意

義
を
重
ん
ず
る
視
尉
」
に
た
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ホ
メ
ロ
ス
の
作
品
は
数
人
の
作
者
の
手
に
な
る
と
い
う
ヴ
ォ
ル
フ
の
原
典
研
究
に
対
し
て
、

(335) 11 



＠
 

詩
人
と
し
て
の
ゲ

l
テ
が
示
し
た
反
発
に
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
の
推
論
が
結
果
的
に
正
し
か
っ
た
か
否
か
と
い
う
問
題
と
は
別
に
、
形
成
の
規
範
を

中
心
に
お
く
人
文
主
義
と
、
客
観
的
事
実
を
追
求
す
る
学
問
と
の
聞
に
、
相
容
れ
な
い
側
面
が
あ
る
こ
と
を
露
呈
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
い

ず
れ
を
無
視
し
て
も
古
典
文
献
学
は
成
立
し
な
く
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
今
日
に
ま
で
続
く
こ
の
学
問
の
宿
命
的
な
性
格
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

ベ
ル
リ
ン
大
学
で
ヴ
ォ
ル
フ
に
つ
い
で
古
典
文
献
学
を
講
じ
た
の
は
、
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
師
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ベ
V

グ
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
や

G
・
へ
ル
マ
ン
な
ど
か
れ
以
前
の
文
献
学
者
が
原
典
批
判
、
言
語
研
究
、
文
学
史
な
ど
に
主
力
を
注
い
だ
の
に
対
し
て
、
ベ
ッ
ク
は
対
象
の
面

で
も
方
法
の
面
で
も
文
献
学
の
領
域
を
大
き
く
広
げ
た
。
か
れ
の
考
察
は
国
家
に
重
点
を
お
い
て
い
る
が
、
さ
ら
に
家
族
や
そ
の
他
の
私
生
活
、

⑤
 

宗
教
、
詩
、
歴
史
、
学
問
、
技
術
な
ど
広
範
な
領
域
に
わ
た
っ
て
い
る
。
か
れ
は
碑
文
学
、
考
古
学
、
古
銭
学
な
ど
新
し
い
研
究
方
法
も
と
り

入
れ
て
、
古
代
を
総
合
的
に
研
究
す
る
古
代
学
（

E
Z
H
E
8
2
H
a
S
2
Z
S
の
基
礎
を
お
い
た
。
ベ
ッ
ク
に
よ
っ
て
文
献
学
は
い
っ
そ
う
学
問

的
に
な
る
と
同
時
に
大
い
に
歴
史
化
し
た
。
ギ
リ
シ
ア
は
一
つ
の
歴
史
的
関
連
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
い
っ
さ
い
の
個
別
的
歴
史
的
事
象
が
含

み
こ
ま
れ
る
と
い
う
認
識
に
む
か
つ
て
、
文
献
学
が
大
き
く
一
歩
あ
ゆ
み
だ
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
か
れ
の
も
と
で
『
ギ
リ
シ
ア
碑
文
集
』

（の
O
H】

V
E
Hロ帥ロ
H

J
広

D
E
E
p
g
g
E
B）
の
蒐
集
事
業
も
進
め
ら
れ
た
。
し
か
し
ベ
ッ
ク
は
ハ
レ
大
学
で
ヴ
ォ
ル
フ
の
影
響
の
も
と
に
文
献
学

徒
と
な
っ
た
人
で
あ
同
、
ゲ
ー
テ
時
代
の
精
神
に
ふ
か
く
浸
透
さ
れ
て
い
た
。
か
れ
は
ギ
リ
シ
ア
を
歴
史
の
な
か
の
一
時
代
と
し
て
無
差
別
に

研
究
し
た
の
で
は
な
く
、
考
察
の
中
心
を
ア
テ
ナ
イ
盛
期
に
お
い
た
。

ヶ
I
ル
ス
ト
に
よ
る
と
、
か
れ
に
と
っ
て
ギ
リ
シ
ア
は
「
真
に
古
代
的

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
も
の
、
あ
る
い
は
規
範
と
し
て
古
代
的
な
も
の
」
で
あ
り
、
古
代
概
念
は
「
あ
ま
り
に
一
面
的
に
い
わ
ば
そ
れ
自
体
で
完
結
し
た
も
の
、
白

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

⑦

立
自
存
し
て
い
る
生
命
内
容
と
し
て
、
一
般
的
な
歴
史
の
発
展
の
流
れ
か
ら
外
に
と
り
だ
さ
れ
て
い
る
。
」
つ
ま
り
そ
れ
は
歴
史
的
で
あ
る
と

同
時
に
規
範
的
な
性
格
を
失
っ
て
い
な
い
。
ベ
V

ク
で
は
人
文
主
義
は
ま
だ
か
ろ
う
じ
て
歴
史
主
義
に
措
抗
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
ベ
ヅ
グ
、

ヘ
ル
マ
ン
、

0
・
ミ
ュ

l
ラ
l
、
F
－

G
・
ヴ
ェ
ル
カ
ー
な
ど
は
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
、
ゲ
l
テ
、
フ
ン
ボ
ル
ト
の
ギ
リ
シ
ア
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愛
を
学
問
と
し
て
展
開
し
つ
つ
、
古
典
文
献
学
の
最
初
の
隆
盛
期
を
築
い
た
。
し
か
し

E
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
や
イ
ェ

I
ガ
ー
が
い
う
よ
う
に
、

そ
の
後
十
九
世
紀
の
五
十
年
代
、
六
十
年
代
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
七
十
年
代
に
か
け
て
、
ギ
リ
シ
ア
研
究
の
領
域
に
は
沈
滞
と
危
機
の
時
期
が

③
 

訪
れ
る
。
こ
の
時
期
、
重
心
は
ラ
テ
ン
語
に
移
っ
て
、
隆
盛
の
リ
ッ
チ
ュ
ル
学
派
と
と
も
に
、
モ
ム
ゼ
ン
が
巨
人
的
な
活
動
を
展
開
す
る
。
モ

ム
ゼ
ン
は
碑
文
学
と
ロ

l
マ
法
の
知
識
に
も
と
づ
い
て
、
新
し
い
厳
密
な
ロ

l
マ
史
記
述
を
う
み
だ
し
た
。
か
れ
が
ロ

l
マ
史
を
選
ん
だ
と
い

う
こ
と
は
、
規
範
と
し
て
の
古
代
の
意
味
が
変
っ
て
、
人
格
形
成
よ
り
も
国
家
形
成
に
重
点
が
移
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
れ
は
み
ず
か

ら
理
想
と
す
る
共
和
国
ロ
l
マ
に
な
ら
っ
て
、
ド
イ
ツ
国
民
国
家
を
創
造
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
当
面
重
要
な
の
は
、
ニ

1
ブ

l
ル
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
に
つ
い
で
か
れ
が
進
め
た
政
治
史
的
古
代
研
究
よ
り
も
、
か

れ
が
推
進
し
た
研
究
方
法
で
あ
る
。
モ
ム
ゼ
ン
は
ス
イ
ス
を
好
ま
ず
、
チ
ュ
l
リ
ヒ
大
学
を
去
っ
た
が
、
か
れ
に
は
大
国
家
、
大
都
市
が
必
要
で

あ
っ
た
。
ベ
ル
リ
ン
は
か
れ
の
学
聞
に
ふ
主
わ
し
い
場
で
あ
る
。
「
学
問
も
ま
た
そ
れ
な
り
の
社
会
的
問
題
を
も
っ
て
い
る
。
大
国
家
や
大
企
業

と
同
じ
よ
う
に
、
大
規
模
な
学
聞
は
一
人
に
よ
っ
て
な
し
と
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

⑨
 

の
文
化
発
展
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
要
因
な
の
だ
。
」
か
れ
の
大
事
業
で
あ
る
『
ラ
テ
ン
碑
文
集
』
（

C
G
g
E
R己
1
Z
E
B
E
t
s
E
B）

一
人
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る
。
こ
う
い
う
学
聞
は
今
日

プルグハノレトとギリシア史（仲手川｜〕

は
プ
ロ
イ
セ
ン
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
援
助
を
え
て
、
部
厚
い
二
つ
折
版
で
十
六
巻
に
達
し
た
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
蒐
集
事
業
お
よ
び
活
発
な
政

治
活
動
と
並
行
し
て
、
『
ロ

1
7
史
』
、
『
ロ
l
マ
の
国
法
』
な
ど
の
大
著
か
ら
小
品
ま
で
含
め
る
と
、
実
に
一
五
一
一
一
一
点
を
数
え
る
と
さ
れ
る

⑬
 

尾
大
な
業
績
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
あ
く
な
き
歴
史
的
探
求
は
、
イ
ェ
l
ガ
ー
が
い
う
よ
う
に
、
ま
さ
に
ギ
リ
シ
ア
文
献
学
の
上
に
、
「
逆
作

⑪
 

用
」
を
及
ぼ
し
た
。
そ
こ
に
登
場
し
た
の
が
、
モ
ム
ゼ
ン
の
娘
婿
ヴ
ィ
ラ
モ
l
ヴ
ィ
ツ
・
メ
レ
ン
ド
ル
フ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ヴ
ィ
ラ
モ
l
ヴ
ィ
ツ
の
学
聞
を
特
色
づ
け
て
い
る
の
は
、
ま
ず
そ
の
探
求
領
域
の
広
さ
で
あ
る
。
か
れ
は
文
学
、
哲
学
、
歴
史
、
国
家
、
社

会
、
宗
教
な
ど
ギ
リ
シ
ア
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
研
究
対
象
と
し
て
と
り
こ
み
、
晩
年
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
キ
リ
ス
ト
教
文
献
ま
で
か
れ
の

プ

ロ

グ

ラ

ム

⑫

包
括
的
な
古
代
学
の
計
画
の
な
か
に
含
め
た
。
か
れ
は
こ
の
博
大
な
知
識
を
概
観
的
に
叙
述
す
る
に
は
向
い
て
い
な
か
っ
た
が
、
個
々
の
も
の

を
解
釈
に
よ
っ
て
蘇
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
れ
の
学
問
の
背
後
に
は
ギ
リ
シ
ア
へ
の
愛
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
を
理

13 (337〕



想
と
し
て
自
己
を
形
成
す
る
愛
で
は
な
く
、
知
的
愛
で
あ
り
、
あ
る
い
は
知
的
探
求
へ
の
愛
で
あ
る
。

K
・
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
は
、
ヴ
ィ
ラ
モ
l

14 (338) 

ヴ
ィ
ツ
に
あ
る
の
は
古
代
、
あ
る
い
は
古
代
の
作
家
に
対
す
る
敬
慶
さ
で
は
な
く
、
自
己
の
学
問
の
遂
行
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
自
己
の
学
問

⑬
 

の
理
念
に
対
し
て
い
だ
い
て
い
る
敬
度
さ
だ
、
と
い
う
。
こ
れ
は
た
し
か
に
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
の
い
う
よ
う
に
「
あ
ら
ゆ
る
人
文
主
義
の
終
り
」

で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
ま
た
こ
の
巨
匠
の
各
面
に
わ
た
る
研
究
と
解
釈
に
よ
っ
て
、
古
代
学
が
一
頂
点
を
築
い
た
こ
と
は
畏
敬
の
念
を
も
っ
て

顧
み
ら
れ
る
に
価
し
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
文
献
学
的
古
代
研
究
の
流
れ
に
対
し
て
、
プ
ル
グ
ハ
ル
ト
は
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
か
れ
の
前
に

は
G
・
グ
ロ

l
ト
の
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
が
あ
り
、
ま
た
一
八
五
七
年
に
は

E
・
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
の
『
ギ
リ
シ
ア
史
』
の
第
一
巻
が
出
さ
れ
た
が
、

⑪
 

こ
れ
ら
の
歴
史
記
述
に
よ
っ
て
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
大
き
な
影
響
を
h

つ
け
た
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
か
れ
の
ギ
リ
シ
ア
研
究
に
最
大
の
影
響
を
あ

た
え
た
の
は
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
お
け
る
師
ベ
ッ
グ
で
あ
る
。
さ
ら
に
ボ
ン
大
学
に
お
け
る
師
ヴ
ェ
ル
カ
！
と
ベ

V

ク
の
高
弟
ミ
ュ

l
ラ
l
も

少
な
か
ら
ざ
る
も
の
を
あ
た
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
人
は
古
典
文
献
学
に
お
け
る
隆
盛
期
を
築
い
た
人
び
と
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
を
規
範
と
み

る
思
想
と
人
文
主
義
的
精
神
と
を
保
持
し
て
い
た
。

ギ
リ
シ
ア
史
に
対
す
る
願
望
は
若
年
か
ら
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
胸
に
宿
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
「
三
百
年
も
の
間
古
典
の
教
養
が
専
制
的
に

い
い
た
て
ら
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
な
お
納
得
で
き
る
ギ
リ
シ
ア
史
が
存
在
し
な
い
の
は
、
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
ゆ
」
と
旧
師
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
シ
ュ
ラ
イ
バ

l
に
述
懐
し
た
の
は
二
八
四
三
年
、
か
れ
が
二
十
四
才
の
と
き
で
あ
る
。

W
－ヶ
l
ギ
が
『
ギ

⑮
 

リ
シ
ア
文
化
史
』
の
最
初
の
着
想
が
う
ま
れ
た
と
み
て
い
る
の
は
、
そ
の
四
年
後
で
あ
る
。
以
後
こ
の
構
想
は
少
な
く
と
も
外
見
上
は
後
退
し

一
八
七
二
年
に
は
最
初
の
講
義

⑫
 

が
始
ま
る
が
、
こ
の
と
き
に
は
、
す
で
に
終
章
「
時
代
的
発
展
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
の
人
間
」
の
構
想
は
出
来
上
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
青
年
期
に
古
典
文
献
学
の
第
一
期
の
大
家
た
ち
の
教
え
を
う
け
て
以
来
、
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
ギ
リ
シ
ア
文
献
学
の
衰
退

期
に
お
い
て
、
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
の
構
想
を
育
て
、
実
現
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
か
れ
と
並
行
し
て
活
躍
し
て
い
た
大
家
は
、

た
よ
う
に
み
え
る
が
、
六
十
年
代
に
入
っ
て
再
燃
す
る
。
六
十
年
代
末
か
ら
そ
れ
は
具
体
的
な
も
の
と
な
り
、



ラ
ン
ケ
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
を
別
と
す
れ
ば
、
モ
ム
ゼ
ン
と
ジ
l
ベ
ル
、
後
か
ら
ト
ラ
イ
チ
ュ
ケ
で
、
い
ず
れ
も
ギ
リ
シ
ア
以
外
の
領
域
の
研
究
者

で
あ
る
。
ヴ
ィ
ラ
モ

I
ヴ
ィ
ツ
が
処
女
作
『
ア
ナ
レ
ク
タ
・
エ
ウ
リ
ピ
デ
ア
』
を
発
表
し
た
の
は
一
八
七
五
年
で
あ
り
、
当
時
は
ま
だ
無
名
の

少
壮
学
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
ギ
リ
シ
ア
研
究
の
衰
退
期
に
お
い
て
、
あ
る
意
味
で
は
必
然
的
に
、
プ
ル
グ
ハ
ル
ト
は
ま
さ
に
ヴ
ィ
ラ
モ

l
ヴ
ィ
ツ
が
い
う
よ

う
に
、
十
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
古
代
研
究
の
成
果
を
「
無
視
」
し
て
、
原
典
の
深
い
読
み
と
理
解
の
上
に
、
独
自
な
ギ
リ
シ
ア
像
を
形
成
し

た
の
で
あ
る
。
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
は
お
お
む
ね
国
家
、
宗
教
、
文
化
と
い
う
、
か
れ
の
三
つ
の
ポ
テ
ン
ツ
に
従
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
三
ポ
テ
ン
ツ
の
萌
芽
を
含
む
文
化
史
の
方
法
的
諸
思
想
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
ギ
リ
シ
ア
的
生
の
多
面
的
記
述
、
さ
ら
に
横
断
面
的
考
察
の

点
で
、
ベ

v
ク
の
強
い
影
響
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
み
な
ら
ず
ベ
ッ
ク
に
は
同
時
代
の
モ
ム
ゼ
ン
な
ど
の
政
治
史
家
か
ら
は
ほ
と
ん
ど

消
え
て
い
た
人
文
主
義
の
精
神
と
、
ギ
リ
シ
ア
に
理
想
的
形
成
力
を
み
る
思
想
と
が
息
づ
い
て
い
た
。
こ
れ
は
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
、
ゲ
ー
テ
か

ら
ベ
V

グ
ま
で
継
承
さ
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
古
典
主
義
の
遺
産
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
は
あ
く
ま
で
歴
史
で
あ
っ
て
、
文
献
学
的
業
績
と
は
区
別
さ
れ
る
。
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
も
っ
と
も
典

型
的
理
想
的
な
も
の
は
神
話
、
こ
と
に
英
雄
叙
事
詩
で
あ
る
。
こ
の
点
で
か
れ
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
盛
期
に
中
心
を
お
い
た
ベ
ッ
ク
よ
り
も
、
ヴ

プノレグハルトとギPシア史（仲手JII)

ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
、
ゲ
l
テ
に
近
い
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
プ
ル
グ
ハ
ル
ト
の
神
話
的
ホ
メ
ロ
ス
的
典
型
は
人
間
形
成
の
規
範
で
は
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
か
れ
の
も
と
で
歴
史
の
根
源
的
形
成
力
に
改
鋳
さ
れ
た
。

い
い
か
え
れ
ば
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
的
仕
方
で

歴
史
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
も
う
少
し
よ
く
み
て
み
よ
う
。

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
は
最
後
の
「
ギ
リ
シ
ア
の
人
間
」
の
章
を
除
い
て
、
三
ポ
テ
ン
ツ
に
従
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、

そ
の
前
に
第
一
章
「
ギ
リ
シ
ア
人
と
か
れ
ら
の
神
話
」
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
神
話
」
は
、
祭
儀
や

⑮
 

宗
教
的
思
想
内
容
を
扱
っ
た
第
三
章
「
宗
教
と
祭
儀
」
と
は
区
別
さ
れ
る
。
神
話
は
「
ギ
リ
シ
ア
人
の
全
存
在
の
理
想
的
基
底
」
で
あ
り
、
国

家
、
宗
教
、
文
化
の
三
ポ
テ
ン
ツ
の
す
べ
て
に
浸
透
し
、
す
べ
て
を
特
色
づ
け
る
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
活
動
以
後
衰
え
た
と
は

(339) 15 



で
き
る
。

の
み
な
ら
ず
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
や
哲
学
者
に
お
い
て
も
神
話
の
輝
き
や
残
光
を
認
め
る
こ
と
が

16 (340) 

ぃ、ぇ、

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
ま
で
死
滅
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。こ

の
神
話
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
そ
の
も
の
の
特
性
で
あ
っ
た
。
「
わ
れ
わ
れ
の
文
化
、
が
偉
大
な

⑮
 

野
蛮
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
」

ギ
リ
シ
ア
の
神
が
み
の
類
型
を
も
は
や
美
し
い
と
思
わ
な
く
な
る
と
き
は
、

証
し
て
い
る
。

と
い
う
言
葉
は
そ
れ
を

歴
史
家
で
あ
る
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
は
神
話
を
中
心
に
お
く
ギ
リ
シ
ア
の
典
型
を
、
高
み
に
あ
る
生
の
規
範
と
し
て
よ
り
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の

根
源
的
形
成
力
と
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
根
源
力
は
ギ
リ
シ
ア
的
生
の
多
様
な
展
開
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
連
続
性

＠
 

を
支
え
て
い
る
。
か
れ
は
ロ

1
7
の
ギ
リ
シ
ア
愛
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
を
受
容
し
た
幸
運
を
、
く
り
か
え
し
強
調
し
て
い
る
。
神
話
を
根
底
に

も
つ
ギ
リ
シ
ア
文
化
は
連
続
性
の
根
本
要
因
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
は
一
方
で
ベ
ッ
ク
の
ギ
リ
シ
ア
愛
と
ギ
リ
シ
ア
的
生
に

つ
い
て
の
横
断
面
的
考
察
と
、
他
方
で
ラ
ン
ケ
の
世
界
史
的
把
握
と
歴
史
の
縦
断
面
的
考
察
と
を
結
び
つ
け
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
か
れ

は
ギ
リ
シ
ア
的
理
想
を
高
く
掲
げ
な
が
ら
、
そ
れ
が
個
人
の
人
格
に
よ
り
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
中
に
植
え
こ
ま
れ
る
面
を
重
く
み
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
理
想
化
と
歴
史
的
思
考
と
の
関
連
と
相
克
と
い
う
、
古
典
文
献
学
が
負
っ
た
宿
命
的
難
問
に
対
し
て
、
か
れ
が
示

し
た
一
つ
の
解
答
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

①
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「
ヴ
ォ
ル
フ
は
ホ
メ
ロ
ス
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粉
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な
に
し
た
が
、
詩
に
は
何
ら
害
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加
え
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こ
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で
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な
か
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た
。
」
と
い
う
ゲ
l
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害
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F
F
N
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か

れ
は
知
的
に
は
研
究
の
結
果
を
認
め
て
も
、
感
情
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ス
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詩
を
一
体
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は
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国
家
の
財
政
と
個
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経
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生
活
と
だ
け
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
ケ
l
ギ
は
ブ

ル
ク
ハ
ル
ト
が
筆
記
し
た
ノ
I
ト
に
も
と
づ
い
て
ベ
ッ
ク
の
講
義
の
要
約
を
記
し

て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
本
文
に
の
ベ
た
広
範
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領
域
が
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考
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範
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と
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め
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
」
「
原
史
料
、
事
実
、
方
法
、
視
点
の
点
で
、
最
近
五
十
年
間
の
学
聞
が
獲
得
し
て
き
た
成
果
を
無
視
し
て

い
旬
。
」
と
い
う
か
れ
の
言
は
、
そ
の
批
判
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

18 (342) 

ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
ベ
ッ
ク
の
総
合
的
ギ
リ
シ
ア
研
究
を
継
承
、

＠
 

集
』
の
成
果
を
ほ
と
ん
ど
利
用
し
て
い
な
い
。
後
者
の
面
を
継
承
発
展
さ
せ
た
人
こ
そ
、
ヴ
ィ
ラ
モ
l
ヴ
ィ
ツ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
れ
は
ギ

③
 

リ
シ
ア
文
献
学
の
い
わ
ゆ
る
「
沈
滞
期
」
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
っ
た
原
典
の
怒
意
的
解
釈
を
斥
け
て
、
原
典
の
批
判
、
校
訂
、
解
釈
に
力
を

発
展
さ
せ
た
が
、

ベ
ッ
ク
の
も
う
一
つ
の
仕
事
で
あ
る

『
ギ
リ
シ
ア
碑
文

注
い
だ
。
碑
文
尊
重
は
当
然
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
こ
の
客
観
的
批
判
的
研
究
態
度
は
か
れ
が
当
時
の
す
ぐ
れ
た
古
代
史
家
た
ち
と
共
有
し

て
い
た
も
の
で
あ
る
。
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
の
出
版
と
相
前
後
し
て
、

⑤
 

批
判
的
ギ
リ
シ
ア
史
研
究
が
続
々
と
公
け
に
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
の
一
人
、 G

・
ブ
l
ゾ
ル
ト
、

K
・

J
・
ベ
ロ
ッ
ホ
、

E
・
マ
イ
ア
ー
な
ど
の

マ
イ
ア
l
の
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
批
判
は
ヴ
ィ
ラ
モ
l
ヴ
ィ
ツ
よ
り
も

い
っ
そ
う
辛
掠
で
あ
る
。
か
れ
は
「
休
み
な
く
前
進
し
、
方
法
的
に
修
練
さ
れ
た
十
九
世
紀
の
研
究
」
に
敬
意
を
表
す
る
者
と
し
て
、
ブ
ル
ク

ハ
ル
ト
の
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
を
「
ま
る
ま
る
一
世
紀
の
仕
事
を
全
部
無
視
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
的
発
展
の
像
を
構
想
す
る
試
み
」
と
み
な
し

⑦
 

て
お
り
、
こ
の
点
、
ラ
ン
ケ
の
『
世
界
史
』
と
同
断
だ
と
評
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
二
人
の
大
家
の
評
価
が
全
体
を
覆
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

い
っ
そ
う
批
判
性
を
重
ん
ず
る
古
代
史
家
ベ
ロ
ッ
ホ
は
、
経

済
的
根
底
を
無
視
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
今
日
で
は
時
代
後
れ
に
な
っ
て
い
る
と
し
つ
つ
も
、
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
に
は
「
い
た
る
と
こ
ろ

③
 

繊
細
鋭
敏
な
観
察
が
含
ま
れ
て
い
る
」
こ
と
に
注
目
す
る
。

A
・
ホ
ル
ム
も
同
じ
欠
点
を
認
め
つ
つ
、
学
問
的
著
作
よ
り
も
芸
術
作
品
だ
と
断

⑨
 

「
本
質
的
に
刺
戟
的
な
」
働
ぎ
が
あ
る
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
か
く
半
面
の
価

じ
て
、

い
っ
そ
う
厳
し
い
見
方
を
示
す
が
、

値
は
認
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
の
高
い
価
値
を
逸
早
く
力
説
し
た
の
は
C
・
ノ
イ
マ
ン
で
あ
る
。

ヒ

ス

ト

ー

リ

ニ

・

ツ

ア

イ

ト

ジ

ュ

ー

ト

⑬

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
私
講
師
で
あ
っ
た
が
、
『
史
学
雑
誌
』
に
長
文
の
論
評
を
公
け
に
し
た
。

こ
れ
ら
の
批
判
的
見
方
に
対
し
て
、

か
れ
は
当
時

ノ
イ
マ
ン
の
解
釈
は
深
く
内
在

的
で
、
今
日
読
ん
で
も
い
さ
さ
か
も
色
槌
せ
て
い
な
い
洞
察
に
富
ん
で
い
る
が
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
室
田
が
将
来
理
解
さ
れ
、
い



よ
い
よ
感
謝
し
て
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
言
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
当
時
こ
の
よ
う
な
ノ
イ
マ
ン
の
見
方
は
孤
立
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
。

F
－

M
・
フ
ェ
ル
ス
は
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
記
述
が
古
代
人
の
著
作
に
基
づ
い
て
い
る
ゆ
え
に
古
び
な
．
い
と
し
な
が
ら
、

⑪
 

全
体
的
に
好
意
的
見
方
を
し
て
い
る
し
、
ケ
l
ル
ス
ト
も
歴
史
的
生
の
い
っ
そ
う
深
い
理
解
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
点
か
ら
、
肯
定
的
評

価
を
示
し
て
い
旬
。
ほ
か
に
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
ギ
リ
シ
ア
の
民
主
主
義
の
暗
い
面
を
も
描
い
て
、
そ
の
理
想
的
美
化
を
修
正
し
た
点
に
注
目

⑬
 

す
る

R
・
v
・
ベ
l
ル
マ
ン
、
客
観
的
立
場
に
た
ち
な
が
ら
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
「
繊
細
で
高
い
資
質
を
も
っ
精
神
」
、
「
諸
民
族
の
特
性
的
な

ホ
p
ゾ
γ
ト

⑬

も
の
を
捉
え
る
眼
」
、
「
追
感
の
能
力
」
、
「
視
界
の
普
遍
史
的
広
さ
」
な
ど
を
認
め
る
G
・
ピ
ッ
レ
タ
ー
が
い
る
。

以
上
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
の
最
初
の
出
版
以
後
五
年
以
内
の
評
価
を
概
観
し
た
が
、
ヶ

l
ギ
に
よ
る
と
、
そ
れ
に
好
意
的
評
価
を
示
し
た

人
に
は
他
に
、
イ
エ
ナ
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ゲ
ル
ツ
ア

l
、
テ
ュ

l
リ
ヒ
の
ゲ
ロ
ル
ト
・
マ
イ
ア

l
、
ラ
ン
ケ
門
下
の
ア
ル
プ
レ
ー
ト
・
ド

l
ヴ

⑮
 

エ
が
お
り
、
他
方
批
判
者
に
は
レ
オ
・
プ
ロ
ッ
ホ
が
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
肯
定
的
に
評
価
す
る
史
学
者
は
少
な
く
な
く
、
『
ギ
リ
シ
ア

文
化
史
』
は
出
現
と
同
時
に
専
門
家
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
当
ら
な
い
か
に
み
え
る
。
実
状
は
ど
う
だ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ヶ
l
ギ
が
い
う
よ
う
に
、
ヴ
ィ
ラ
モ
l
ヴ
ィ
ツ
は
歴
史
家
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
の
史
学
界
を
代
表
す
る
『
史
学
雑
誌
』
が
ノ
イ
マ
ン
に
よ
っ
て

高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
の
で
、
こ
の
書
が
専
門
家
の
聞
か
ら
追
放
さ
れ
た
と
い
う
の
は
正
し
く
な
い
、
と
み
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

プノレグハルトとギリシア史（イ中手JII)

実
状
を
知
ろ
う
と
す
る
場
合
、
こ
れ
ま
で
ヤ
ン
セ
ン
や
ケ
l
ギ
が
し
た
よ
う
な
諸
家
の
評
言
の
列
挙
が
ど
こ
ま
で
そ
れ
を
示
し
う
る
か
に
は
、

疑
問
が
あ
る
。
大
切
な
こ
と
は
表
て
に
出
た
声
で
は
な
く
、
ま
し
て
そ
の
表
明
さ
れ
た
意
見
が
賛
成
反
対
い
ず
れ
の
側
に
多
か
っ
た
か
で
は
な

い
。
意
見
は
賛
否
の
理
由
を
示
唆
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
場
合
の
わ
れ
わ
れ
が
ま
ず
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
当
時
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
研
究

の
潮
流
で
あ
る
。
古
典
文
献
学
に
お
け
る
ヴ
ィ
ラ
モ
l
ヴ
ィ
ツ
の
歴
史
的
批
判
的
研
究
の
重
み
は
時
と
と
も
に
圧
倒
的
な
も
の
と
な
る
。
か
れ

の
名
声
の
高
ま
る
の
は
む
し
ろ
お
そ
く
、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
で
よ
り
も
イ
ギ
リ
ス
で
広
く
認
め
ら
れ
た
ほ
ど
ん
ゆ
が
、
二
十
世

紀
が
進
む
に
つ
れ
て
し
だ
い
に
指
導
的
地
位
を
確
立
し
、
ほ
ぽ
四
半
世
紀
の
間
ド
イ
ツ
の
古
代
学
会
に
王
者
の
よ
う
に
君
臨
す
る
こ
と
に
な
る
。

(343) 

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
か
れ
の
巨
人
的
活
動
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
が
、
同
時
に
か
れ
の
研
究
が
時
代
の
傾
向
の
な
か
に
深
く
根
差
し
て
い
た
こ
と

19 



⑫
 

に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
批
判
的
実
証
主
義
は
古
典
文
献
学
を
捉
え
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
を
根
づ
か
せ
、
成
長
さ
せ
て
い
っ
た
の
は
、
む
し

(344) 

ろ
歴
史
学
の
方
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ィ
ラ
モ
l
ヴ
ィ
ツ
が
推
進
し
た
碑
文
学
の
豊
か
な
成
果
ば
か
り
で
な
く
、
パ
ピ
ル
ス
学
、
古
銭
学
の
新
し
い
成

果
を
も
大
い
に
利
用
し
て
、
社
会
経
済
史
、
法
制
史
、
国
制
史
の
方
向
に
、
自
信
を
も
っ
て
客
観
的
研
究
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
は
、
古
代
史

20 

学
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
、

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
に
対
す
る
ヴ
ィ
ラ
モ
l
ヴ
ィ
ツ
や
マ
イ
ア
l
の
批
判
は
、
世
紀
末
か
ち
今
世
紀
の
二

0
年
代
ま

で
い
よ
い
よ
支
配
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
時
代
の
学
問
の
主
流
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
巨
匠
が
断
言
し
た
こ
と
は
、
あ

え
て
繰
り
返
さ
れ
る
に
は
及
ば
な
い
。

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
支
持
の
声
は
個
人
か
ら
発
せ
ら
れ
た
が
、

批
判
の
声
は
時
代
か
ら
お
こ
っ
た
、

と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
後
者
の
裾
野
は
さ
だ
め
し
広
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

一
九
二

0
年
代
、

こ
と
に
三

0
年
代
に
入
る
と
、
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
に
対
す
る
見
方
に
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

九

九
年
か
ら
三
四
年
に
か
け
て
、

こ
勾
は
そ
れ
を
傍
証
す
る
出
来
事
だ
が
、

プ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
全
集
が
出
版
さ
れ
、

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
が
そ
の
第
八
巻
か
ら
第
十
一
巻
に
収
め
ら
れ
た

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

一
九
二
九
年
に

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』

の
ク
レ

1
ナ
l
版
（
ポ
ケ

て
い
る
。

v
ト
版
）
が
ル
ド
ル
フ
・
マ
ル
ク
ス
の
後
書
き
を
つ
け
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
書
に
対
す
る
一
般
の
関
心
の
高
さ
を
示
し

⑮
 

エ
リ
l
ザ
ベ
ト
・
コ
ル
ミ
は
三

0
年
代
を
「
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
・
ル
ネ
サ
ン
ス
」
と
呼
ん
で
い
る
。

に
つ
い
で

も

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』

そ
こ
で
以
後
の
評
価
の
歴
史
は
ヤ
ン
セ
ン
な
ど

＠
 

に
対
す
る
見
方
の
変
化
が
あ
っ
た
と
し
て
、
な
ぜ
そ
れ
が

お
こ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
ド
イ
ツ
を
見
舞
っ
た
各
面
に
わ
た
る
変
動
が
無
縁
で
な
い
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ

以
後
批
判
の
声
は
低
く
な
り
、

評
価
は
時
と
と
も
に
高
ま
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
思
え
る
。

に
任
せ
、

こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
に
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
お
よ
び

明
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』

る
。
ま
た
ノ
イ
マ
ン
、

w
・レ

l
ム、

A
・
V

－
マ
ル
テ
ィ
ン
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
研
究
者
た
ち
の
活
動
、
さ
ら
に
ト
レ
ル

チ
、
ヴ
ェ
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
、

マ
イ
ネ
ッ
ケ
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
な
ど
一
流
の
学
者
た
ち
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
対
す
る
深
い
尊
敬
と
愛
着
も
無
視
で
き
な

ぃ
。
し
か
し
こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
の
論
述
と
の
関
係
で
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
研
究
に
お
け
る
思
考
と
方
法
の
変
化
に
焦
点
を
あ
て
て
考
え
て
み
た



し、。
歴
史
に
お
け
る
批
判
的
実
証
的
方
法
が
ラ
ン
ケ
以
来
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
方
法
は
十
九
世
紀
の
後
半

に
入
る
と
、
い
よ
い
よ
精
綴
に
な
る
と
と
も
に
あ
る
意
味
で
は
登
り
つ
め
て
、

一
八
八

0
・
九

0
年
代
に
は
個
々
の
事
件
に
重
点
を
お
い
て
、

そ
れ
を
実
証
し
、
記
述
す
る
政
治
史
に
あ
き
た
り
ず
、
も
っ
と
集
合
的
な
「
状
態
」
、

＠
 

l
ト
ハ
イ
ン
、
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
。
そ
こ
に
お
こ
る
の
が
有
名
な
「
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
論
争
」
で
、
ラ
ン
プ
レ
ヒ
ト
は
伝
統

一
般
的
な
「
類
型
」
に
視
点
を
合
わ
せ
る
文
化
史
が
ゴ

史
学
の
側
か
ら
の
総
攻
撃
を
う
け
て
、
広
い
支
持
を
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
歴
史
の
類
型
学
的
考
察
は
、
ド
イ
ツ
で
は
歴
史
学
に
お
い
て
よ
り

も
社
会
学
と
し
て
、
の
ち
に
大
い
に
発
展
す
る
。
他
方
歴
史
学
の
内
部
で
は
、
正
統
史
学
の
最
後
の
代
表
者
マ
イ
ネ
ッ
ケ
が
理
念
史
、
精
神
史

に
新
境
地
を
拓
い
て
ゆ
く
。
精
神
史
は
ド
イ
ツ
語
圏
で
は
政
治
理
念
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
宗
教
、
美
術
、
哲
学
、
文
学
な
ど
各
面
に
お

＠
 

い
て
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

以
上
の
流
れ
の
中
で
ヴ
ィ
ラ
モ

1
ヴ
ィ
ツ
と
か
れ
に
な
ら
う
文
献
学
者
た
ち
、
ま
た
ブ
l
ゾ
ル
ト
、
ベ
ロ

γ
ホ、

7

イ
ア
ー
な
ど
の
古
代
史

家
た
ち
が
批
判
的
実
証
主
義
の
流
れ
を
つ
い
で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
少
な
く
と
も
歴
史
家
た
ち
は
、

K
・
ホ
イ
シ
が
い
う

一
九

O
O年
ご
ろ
の
歴
史
記
述
と
年
代
的
に
も
、
特
徴
の
点
で
も
、

プノレFハノレトとギリシア史（仲手川I〕

一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
は
事
実
を
客
観
的
絶
対
的
な
も
の
と
み
て
、
史
料

批
判
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
た
事
実
だ
け
を
と
り
こ
も
う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
お
よ
そ
一
九
一

0
年
代
か
ら
三

0
年
代
に
か
け
て
盛
ん
に

＠
 

な
る
歴
史
記
述
の
傾
向
、
た
と
え
ば
マ
イ
ネ
ッ
ケ
や
ク
ロ
l
チ
ェ
の
理
念
史
に
代
表
さ
れ
る
史
学
思
想
は
、
一
九

O
O年
ご
ろ
の
歴
史
記
述
が

＠
 

も
つ
四
つ
の
特
徴
の
う
ち
、
つ
ぎ
の
二
つ
で
そ
れ
と
相
違
し
て
い
る
。
つ
ま
り
事
実
は
一
義
的
客
観
的
に
存
在
す
る
と
い
う
か
つ
て
の
見
方
に

対
し
て
、
事
実
は
一
定
の
視
点
に
た
っ
て
は
じ
め
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
客
観
的
で
あ
る
と
同
時
に
主
観
的
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
事
実
の
領

域
に
と
ど
ま
る
か
つ
て
の
歴
史
内
在
的
立
場
に
対
し
て
、
理
念
と
い
う
「
超
歴
史
的
」
な
も
の
を
歴
史
の
対
象
に
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴

史
内
在
的
で
あ
る
と
と
も
に
歴
史
超
越
的
で
あ
る
立
場
を
と
る
。

(345) 

こ
れ
は
事
実
観
の
変
化
と
い
え
る
が
、
精
神
史
、
理
念
史
に
お
い
て
も
事
実
の
批
判
的
確
定
が
必
要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
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そ
こ
で
は
同
時
に
事
実
を
ど
う
捉
え
る
か
が
肝
要
で
あ
り
、
ま
た
理
念
と
い
う
史
料
批
判
の
扱
い
難
い
「
事
実
」
が
中
心
に
お
か
れ
る
。
事
実

③
 

は
外
側
か
ら
確
定
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
内
側
か
ら
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
実
観
の
転
換
を
基
底
に
も
つ
歴
史
的
な
思
考

22 (346〕

と
方
法
が
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
に
お
い
て
、
「
過
去
の
人
間
の
内
面
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
き
、

か
れ
ら
が
ど
う
あ
っ
た
か
、

ど
の
よ
う
に
欲
し
、

考
え
、
み
た
か
、
ま
た
な
し
え
た
か
を
告
げ
知
ら
せ
る
」
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
方
法
に
親
近
感
を
覚
え
る
の
は
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

の
受
容
に
か
か
わ
る
も
う
一
つ
の
ギ
リ
シ
ア
史
上
の
事
実
に
触
れ
て

お
き
た
い
。
そ
れ
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
評
価
の
変
遷
で
あ
る
。
こ
れ
と
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
評
価
の
動
き
と
の
聞
に
は
並
行
関
係
と
い
う
べ
き
も

③
 

ヘ
ロ
ド
ト
ス
評
価
の
変
遷
に
つ
い
て
は
藤
縄
謙
三
教
授
の
傾
聴
す
べ
き
専
門
的
論
考
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
従
来
の
論

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
傾
向
と
と
も
に
、

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』

の
が
認
め
ら
れ
る
。

述
と
の
関
連
で
、

一
九
三

O
年
前
後
に
お
け
る
そ
の
状
況
に
限
っ
て
瞥
見
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

キ
ケ
ロ
は
『
法
律
に
つ
い
て
』
の
冒
頭
部
（
一
、

一
、
五
）

で、

ヘ
ロ
ド
ト
ス
を
「
歴
史
の
父
」
と
呼
び
な
が
ら
、
同
時
に
か
れ
の
作
品
に

は
た
く
さ
ん
の
作
り
話
、
が
あ
る
と
、
自
分
と
同
名
の
作
中
人
物
に
語
ら
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
へ
ロ
ド
ト
ス
に
、

一
方
で
歴
史
家
と
し
て
き
わ
め

て
名
誉
あ
る
地
位
を
認
め
な
が
ら
、
他
方
で
そ
の
記
述
の
事
実
性
に
不
信
の
念
を
表
明
し
た
も
の
で
、
た
い
へ
ん
大
雑
把
に
い
え
ば
、
こ
の
キ

②
 

ケ
ロ
の
ヘ
ロ
ド
ト
ス
観
が
お
お
む
ね
一
九
二

0
年
代
ま
で
受
け
つ
が
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ラ
モ
l
ヴ
ィ
ツ
の
評
価
も
厳
し
か
っ
た
が
、

い
っ
そ
う
決
定
的
で
あ
っ
た
の
は
、

ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
全
体
像
の
も
っ
と
も
綿
密
な
研
究
者
で
あ
っ
た

F
・
ヤ
コ

l
ビ
の
評
価
で
あ
る
。
か
れ
は

ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
古
い
宗
教
観
が
正
確
な
事
実
の
把
握
を
妨
げ
、
ま
た
歴
史
的
関
連
や
動
機
の
認
識
を
誤
ら
せ
て
い
る
と
し
て
、
か
れ
の
作
品
を

理
想
と
は
程
遠
い
欠
陥
あ
る
歴
史
叙
述
と
断
じ
て
い
旬
。

こ
の
よ
う
な
へ
ロ
ド
ト
ス
観
を
根
本
的
に
転
換
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
の
は
、

一
九
三

O
年
に
お
け
る

0
・
レ

l
ゲ
ン
ボ
l
ゲ
ン
の
論
文

か
れ
は
へ
ロ
ド
ト
ス
の
作
品
に
対
し
て
「
創
造
的
行
為
の
言
表
し
が
た
い
神
秘
に
対
し
て
当
然
の
畏
敬
の
念
を
い
だ
き
な
が
同
」
、

そ
の
独
自
な
意
義
を
見
出
し
、
ギ
リ
シ
ア
精
神
史
に
お
け
る
そ
の
位
置
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
ヘ
ロ
ド
ト
ス
再
評
価
宣
言
で
、

で
あ
る
。

か
れ
は
そ
れ
に
従
っ
て
一
つ
の
解
釈
を
打
出
し
て
い
る
が
、
実
は
一
九
二

0
年
代
か
ら
へ
ロ
ド
ト
ス
の
内
在
的
理
解
に
も
と
づ
く
研
究
は
現
わ



れ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
た
と
え
ば
、

w
・
ア
リ
に
よ
る
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
民
間
伝
承
、
伝
説
、
説
話
に
つ
い
て
の
丹
念
な
研
姉
、

E
－
ホ
ヴ
ア

③

③

 

ル
ト
の
史
学
史
的
評
価
、

F
－
フ
ォ
ケ
の
密
度
の
濃
い
へ
ロ
ド
ト
ス
研
究
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
三
十
年
代
に
入
る
と
、
先
に
の
ベ
た

③
 

レ
l
ゲ
ン
ボ

1
ゲ
ン
の
あ
と
、

W
－
シ
ャ
l
デ
ヴ
ア
ル
ト
の
史
学
史
的
考
察
、

F
・
へ
ル
マ
ン
の
ク
ロ
イ
ソ
ス
説
話
お
よ
び
ア
ド
ラ
ス
ト
ス
説

＠

＠

 

話
を
め
ぐ
る
周
到
な
研
究
、

K
－
ヴ
ュ
ス
ト
に
よ
る
へ
ロ
ド
ト
ス
の
政
治
思
想
研
究
の
あ
と
、

＠
 

究
が
出
て
、

一
九
三
七
年
に
ボ
ー
レ
ン
ツ
の
へ
ロ
ド
ト
ス
研

ヘ
ロ
ド
ト
ス
評
価
の
転
換
は
ほ
ぼ
完
了
す
る
。

こ
の
再
評
価
の
方
向
を
み
る
と
、

ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
記
述
は
年
代
構
成
も
含
め
て
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
、
は
る
か
に
正
確
だ
と

い
う
認
識
、
か
れ
の
宗
教
思
想
、
倫
理
思
想
、
政
治
思
想
の
内
在
的
理
解
が
目
立
つ
。
が
、
そ
れ
と
並
ん
で
、
へ
ロ
ド
ト
ス
の
史
学
思
想
的
特
徴

＠

＠

 

と
し
て
、
ヒ
ス
ト
リ
エ

I
の
根
本
衝
動
で
あ
る
偉
大
な
事
象
の
探
求
お
よ
び
内
面
化
と
、
過
去
の
全
体
的
生
に
た
い
す
る
普
遍
人
間
的
関
心
と

③
 

が
着
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
に
つ
い
て
は
ヤ
コ
l
ピ
も
指
摘
は
し
て
い
る
が
、
三
十
年
代
以
後
、
こ
れ
ら
が
積
極
的
に
評
価
主
れ
て
ゆ
く
。

＠
 

プ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
歴
史
叙
述
に
お
け
る
逸
話
の
意
義
を
最
高
度
に
強
調
し
て
い
る
。
逸
話
を
通
し
て
歴
史
的
生
は
類
型
的
特

性
表
現
的
に
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
立
場
で
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
の
人
の
眼
で
現
前
さ
れ
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
自

身
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
の
叙
述
に
お
い
て
、
た
び
た
び
逸
話
を
利
用
し
て
い
る
。
逸
話
と
過
去
の
内
面
化
と
歴
史
に
対
す
る
普
遍
人
間
的
関

プノレグハノレトとギリシア史（イ中手JI!)

心
と
は
た
が
い
に
関
連
し
な
が
ら
、

ヘ
ロ
ド
ト
ス
と
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
歴
史
叙
述
を
特
色
づ
け
て
い
る
。
両
者
が
同
じ
く
一
九
三

O
年
ご
ろ
を

境
と
し
て
再
評
価
さ
れ
た
の
は
、
偶
然
と
は
い
え
ま
い
。

①
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守
口
ω
ω
2
、
。
司
・
。
－
f

N

E
・
マ
イ
ア

l
は
近
年
の
研
究
を
無
視
し
て
い
る
と

い
う
点
で
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
『
ギ
り
シ
ア
文
化
史
』
と
ラ
ン
ケ
の
『
世
界
史
』
と
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を
同
列
に
お
い
て
い
る
が
、
両
者
の
史
学
的
立
場
に
則
し
て
み
れ
ば
、
『
世
界
史
』

は
ラ
ン
ケ
自
身
が
確
立
し
た
史
料
批
判
的
方
法
か
ら
の
逸
脱
だ
が
、
『
ギ
リ
シ
ア

文
化
史
』
は
プ
ル

F
ハ
ル
ト
自
身
の
史
学
的
方
法
の
帰
結
で
あ
る
。

③
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⑨
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⑬
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v
”EH
F
－
ロ
日
同
な
F
N
R
b
R
回
ι・∞印、
ω
∞
叩
同
町
回
ι
u
r
A目白∞同・

〈

H
H
a
g守
匂
雲
、
nhwba曲、号、冨位ロの
E
2
5
N
J戸
広
町
lNN∞）・

⑪
匂
・
冨
－

p
w
F
』
WOOF
回ロ
2
5
0
a
H
S
R
a
o
関口
H
Z円
己
向
。
ュ
o
n
u
s－

b
g
Eえ
古
河
a
s弘
R
E
F
回
4
・
申
∞
（
H
S
U）、印。＝－

⑫

関

E
E
F
o司・

O
R－－

s・

⑬
間
宮
間
「

O司－

a
f
回己・

4HH－
H
O
E－u
y
E
m
o
p
o司－

ohf
印・

⑬
照
宮
町
r
F
E－－呂町・

⑮

H
U
E－－
z
＝－－

H
8・

⑬
同
－

m
Eロ
F
9
E
F
C
Hユ
o
F
4
0ロ
d
Z
P
E
o三
宮
・
宮
oo－－
o
E
2同
区
お
l
g
u
y

宮

H
S
S
a
s
h誌
な
礼
町
、
、
言
及
bp
臼宮崎・

⑪
批
判
的
実
証
主
義
は
世
紀
の
変
り
目
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
の
問
、
己
と

に
多
数
の
協
力
に
よ
る
、
パ
ウ
ロ
I
の
『
古
典
古
代
学
事
典
』
、
ボ
ル
－
一

y
ツ
の

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
索
引
、
シ
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
の
公
会
議
記
録
集
、
ヤ
コ

l
ピ
の
歴
史

家
断
片
集
の
よ
う
な
、
勤
勉
で
丹
念
な
編
集
、
蒐
集
、
整
理
の
事
業
に
代
表
さ

れ
る
（
回
・

mロ
巴
「
関
z
s
u
o
F
O

】

U
E
E
H
O凹
Z
H自

U
O
E君
主
E
ι
ι
0円
N
宅笹口’

E
m
o叫
官
官
。
、
宮

u
bミ
実
お
き
喜
匂
主
制
b
E
a
s
t
量
、
司
sb主
V
G
h
p
c
g
H
E－

m
g
H
S
F
凹・

H
O
T
H
C
S
。

⑬
第
一
節
注
①
参
照
。

⑬

V
E
E
r
o司
・
巳
戸
、
戸

⑫

ケ

I
ギ
は
、
グ
ィ
ラ
モ

I
ヴ
ィ
ツ
が
最
初
の
ニ
巻
だ
け
を
み
て
プ
ル
ク
ハ
ル
ト

を
酷
評
し
た
こ
と
を
後
悔
し
、
一
九
三

O
年
ご
ろ
に
は
『
ギ

P
シ
ア
文
化
史
』
に

対
す
る
評
価
を
変
え
て
い
た
、
と
推
定
し
て
い
る
（
間
宮
間
「

OHM－
OHHJ
回
ι・〈
HF

H

宏
司
）
。
し
か
し
一
九
三

0
年
代
に
な
っ
て
も
、
か
つ
て
の
き
び
し
い
一
般
の
評

価
が
急
変
し
た
の
で
な
い
こ
と
は
、
ゲ
ィ
ラ
モ

I
ゲ
イ
ツ
を
尊
敬
す
る
文
献
学
者

シ
ュ
ヴ
ア
ル
ツ
の
つ
ぎ
の
言
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
軽
〈
脚
注
で
触

れ
て
い
る
言
葉
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
か
え
っ
て
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
批
判
の
底

流
を
代
弁
し
て
い
る
と
思
え
る
。
「
プ
ル
タ
ハ
ル
ト
が
卓
越
し
た
学
者
で
あ
る
こ

と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
か
れ
の
思
い
出
は
ギ
ロ
シ
ア
文
化
史
の
講
義
録
を
出
版

し
た
た
め
に
傷
つ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
突
に
か
れ
自
身
の
意
志
に
背
い
て
公
刊
さ

れ
た
も
の
な
の
だ
。
ギ
リ
シ
ア
的
生
に
つ
い
て
の
か
れ
の
知
識
は
も
っ
ぱ
ら
文
献

に
依
拠
し
て
い
る
。
本
願
入
れ
た
碑
文
の
利
用
は
ま
ヲ
た
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
な

い
。
だ
か
ら
不
幸
な
こ
と
に
、
か
れ
は
な
る
ほ
ど
輝
か
し
い
叙
述
家
と
は
な
っ
た

が
、
事
実
の
点
で
は
多
く
の
誤
ま
り
を
お
か
し
た
の
で
あ
る
」
。

2
・
m
S唱
同

F

同
hbS
吾
、
。
立
R
b
2
9
m
g一件仲間男件同国間
Y
M
叶
〉
ロ
旨
・
品
－
こ
の
シ
ュ
ヴ
ア
ル
ツ

の
書
は
一
九
三
一
一
一
｜
一
一
一
五
年
に
お
け
る
か
れ
の
講
義
の
速
記
録
を
基
に
し
て
出
版

さ
れ
た
。
）
な
お
、
シ
ュ
グ
ア
ル
ツ
が
い
う
よ
う
に
、
』
R
O
F
0
0ユ
に
よ
る
『
ギ

リ
シ
ア
文
化
史
』
の
公
刊
が
プ
ル

P
ハ
ル
ト
の
意
思
に
反
し
た
処
置
で
あ
る
か
、

に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
己
の
点
は
裁
判
で
も
争
わ
れ
、

0
0ユ
側
は
勝
訴
し

た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
関
宮
間
「
。
司
－

OHf
国

ι・
〈
口
、

g
F－
HDH
同
・
〈
mH－

B
E．
‘
切
己
・
〈
戸
∞
∞
由
同
・

＠
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
岸
田
達
也
『
ド
イ
ツ
史
学
思
想
史
研
究
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
一
九
七
六
年
、
一

O
九
頁
以
下
参
照
。
ラ

γ
プ
レ
ヒ
ト
の
主
張
は
ド
イ
ツ

で
は
狐
立
的
で
あ
っ
た
が
、
ベ
ル
ギ
ー
の
ア

γ
リ
・
ピ
レ
シ
ヌ
や
フ
ラ

γ
ス
の
ア

ナ
l
ル
派
の
歴
史
家
た
ち
に
影
響
を
与
え
、
や
が
て
フ
ラ
ン
ス
で
成
長
し
た
社
会

史
が
ド
イ
ツ
史
学
に
逆
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
現
状
は
わ
れ
わ
れ
の
み
る
通
り
で

あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
類
型
的
考
察
を
M
・
ヴ
ェ

1
バ
ー
を
通
し
て
受
容
し
た
存
在

と
し
て
、
オ
ッ
ト
l
・
ヒ
ソ
ツ
ェ
が
い
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ば
、
「
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
歴
史
家
」
（
岸
田
、
前
掲
書
、
五
八
頁
〉
で
あ
る
。
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こ
れ
ま
で
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
が
以
後
の
研
究
に
あ
た
え
た
個
別
的
影
響
、
そ
れ
が
古
代
研
究
の
歴
史
に
お
い
て
占
め
る
地
位
、
お
よ
び

そ
れ
に
対
す
る
評
価
の
変
遷
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
み
て
き
た
が
、
そ
の
結
果
、
こ
の
プ
ル
グ
ハ
ル
ト
の
遺
稿
が
い
ま
や
一
般
に
ギ
リ
シ
ア
研

究
の
重
要
な
業
績
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
言
で
き
る
と
思
う
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
卓
絶
し
た
業
績
と
さ
れ
て
い
る
と
み

て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
も
う
一
つ
、
わ
た
し
に
は
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
が
W
－

F
・
オ
ッ
ト
l
に
つ
い
て
の
べ
た
言
葉
が
気
に
か
か
る
の
で

芸
術
批
評
で
評
価
を
か

ち
え
る
場
合
の
よ
う
に
、
以
前
は
真
価
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
が
の
ち
に
な
っ
て
一
般
の
賞
賛
を
博
し
た
、
と
い
う
も
の
と
は
違
う
。
学

オ
ッ
ト

l
の
業
績
は
い
つ
ま
で
も
孤
独
者
の
も
の
で
あ
る
。

あ
る
。
「
万
人
が
価
値
を
認
め
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
、

聞
に
お
い
て
か
れ
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
各
人
自
分
の
必
要
と
す
る
も
の
を
か
れ
の
業
績
の
全
体
か
ら
切
り
と
っ
た
限
り
に
お
い
て
な
の
で
あ

る
。
残
り
の
部
分
は
沈
黙
の
ま
ま
に
お
か
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
次
元
の
違
い
に
よ
る
孤
独
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
。
オ
y
ト
ー
は
か
れ
の

認
識
の
核
心
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
な
に
か
孤
独
の
影
を
ひ
き
ず
っ
て
い
旬
。
」

古
代
学
に
お
け
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
地
位
は
こ
こ
に
い
わ
れ
た
オ
ッ
ト

I
に
似
た
よ
う
な
も
の
か
、
そ
れ
と
も
も
っ
と
古
代
学
全
体
の
中
に

根
を
お
ろ
し
て
い
る
の
か
、
少
な
く
と
も
お
ろ
し
う
る
も
の
な
の
か
。
こ
れ
は
ぜ
ひ
と
も
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

ヴ
ィ
ラ
モ

I
ゲ
イ
ツ
の
著
作
は
今
日
で
は
プ
ル
グ
ハ
ル
ト
ほ
ど
読
ま
れ
て
い
ま
い
が
、
か
れ
の
研
究
成
果
の
上
に
以
後
の
研
究
は
積
ま
れ
て

い
る
と
い
う
意
味
で
、
か
れ
の
よ
う
な
人
に
は
こ
の
種
の
問
題
は
お
こ
り
え
な
い
。
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
古
代
学
に
対
す
る
関
わ
り
方
が
ヴ
ィ
ラ

モ
l
ヴ
ィ
ツ
と
同
じ
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
が
古
代
学
の
な
か
に
根
を
お
ろ
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

オ
ッ
ト
ー
の
よ
う
に
他
の
研
究
者
に
よ
っ
て
業
績
の
一
部
分
が
切
り
と
ら
れ
て
利
用
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
全
体
が
古
代
学
に
深
く
教

え
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

H
・
リ
ュ

l
デ
ィ
ガ

l
は
、
プ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
え
た
も
の
は
「
全
体
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
的

生
に
つ
い
て
の
史
的
概
勧
」
だ
と
の
べ
て
い
る
が
、
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
の
特
質
が
国
家
、
宗
教
、

文
化
を
ひ
と
し
く
包
括
し
、
ギ
リ
シ
ア



的
人
間
像
の
変
化
を
時
代
順
に
明
ら
か
に
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
史
的
全
体
像
を
提
示
し
た
点
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。
し
た
が
っ
て
古

代
学
に
お
け
る
こ
の
全
体
像
の
存
在
と
妥
当
性
と
意
義
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
問
題
の
要
め
と
な
る
。

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
以
後
、
こ
れ
に
匹
敵
す
る
全
体
像
は
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ン
ク
ト
ゾ

1
ン
は
「
個
々
の
も
の
の
上
に
あ
る
大

い
な
る
全
体
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
古
代
史
の
内
的
統
一
を
保
つ
こ
と
、

つ
ま
り
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
の
学
聞
が
前
世
代
の
研
究
者
か
ら
貴
重
な

③
 

遺
産
と
し
て
う
け
つ
い
だ
こ
の
理
念
を
保
持
す
る
こ
と
は
、
今
日
に
生
き
る
古
代
学
者
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
」

と
の
べ
、

こ
の
方
向
に
あ
る
研

究
と
し
て
、

G
・
D
・
サ
ン
グ
テ
ィ
ス
の

『
起
源
か
ら
五
世
紀
末
に
い
た
る
ギ
リ
シ
ア
史
』
（
一
九
三
九
年
）
、

『ギ

M
・
P
－
ニ
ル
ッ
ソ
ン
の

リ
シ
ア
宗
教
史
』
（
一
九
四
一
、
一
九
五

O
年）、

M
・
ロ
ス
ト
ヴ
ツ
ェ
フ
の
『
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
の
社
会
経
済
史
』
（
一
九
四
一
年
）
を
あ
げ
て
い
る
。

た
し
か
に
こ
れ
ら
は
き
わ
め
て
数
少
な
い

「
普
遍
的
意
義
を
も
っ
た
著
作
」
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
政
治
、
宗
教
、
社
会
経
済
の
面
か
ら
す
る
一

種
の
全
体
像
を
あ
た
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
よ
う
に
ギ
リ
シ
ア
的
生
の
各
面
に
わ
た
る
史
的
考
察
を
通
し
て
、
均
衡

あ
る
全
体
像
を
形
成
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
生
の
全
体
に
わ
た
る
像
は
、
今
日
の
歴
史
学
に
お
け
る
研
究
傾
向
と
史
料
状
況
の

も
と
で
は
ま
ず
不
可
能
に
近
く
、
今
後
と
も
そ
の
出
現
を
期
待
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
で
古
典
文
献
学
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

ヴ
ィ
ラ
モ

1
ヴ
ィ
ツ
の
達
成
し
た
学
問
的
成
果
は
巨
大
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ

プノレグハノレトとギリシア史〔仲手JII)

て
ギ
リ
シ
ア
に
生
形
成
の
規
範
を
み
る
人
文
主
義
は
圧
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
は
当
時
古
典
文
献
学
の
前
に
お
か
れ
た
可

能
性
と
し
て
、

学
問
の
た
め
に
古
典
的
理
想
を
棄
て
る
、
古
典
的
理
想
の
た
め
に
学
聞
を
棄
て
る
、
両
者
を
融
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
、

④
 

つ
が
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
う
ち
最
後
に
あ
げ
た
道
を
と
っ
た
の
が
、

w
・
イ
ェ
l
ガ
ー
を
中
心
と
す
る
「
第
三
一
の
人
文
主
動
」
に
ほ
か
な
ら

の

な
い
。
イ
ェ
l
ガ
l
は
『
パ
イ
デ
イ
ア
』
に
お
い
て
、
貴
族
政
の
時
代
を
通
し
て
生
成
し
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
頂
点
に
達
し
た
ギ
リ
シ
ア
的

人
間
形
成
理
想
の
展
開
を
刻
明
に
跡
。
つ
け
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
み
ご
と
な
精
神
史
の
成
果
だ
が
、
た
ん
に
そ
れ
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

こ
の
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
概
念
の
究
明
は
そ
れ
を
受
容
し
て
み
ず
か
ら
の
文
化
と
融
合
さ
せ
た
ロ
l
マ
、

つ
い
で
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
の

(351) 

形
成
思
想
を
理
解
す
る
前
提
と
な
る
。
こ
の
イ
ェ

1
ガ
l
の
探
求
は
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
学
問
と
規
範
と
の
両
立
を
も
と
め
た
人
文
主
義
的
古
代

27 



研
究
の
最
後
の
試
み
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
ナ
チ
ス
と
戦
争
の
渦
の
な
か
に
巻
き
こ
ま
れ
、
消
え
て
い
っ
た
あ
と
に
は
、
も
う
古

代
に
よ
っ
て
民
族
や
国
家
の
教
育
を
導
い
て
ゆ
こ
う
と
す
る
人
文
主
義
的
運
動
は
お
こ
ら
な
か
っ
た
。
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
に
お
い
て
は
古
典
の
意

エ

ピ

フ

ア

一

一

l

⑤

⑦

味
は
絶
対
者
の
顕
現
で
あ
り
、
ス
ネ
ル
に
お
い
て
は
「
人
間
に
対
す
る
尊
敬
」
と
い
う
漠
然
た
る
観
念
が
か
れ
を
人
文
主
義
に
結
び
つ
け
て
い

③
 

る
に
す
ぎ
な
い
。
イ
ェ
l
ガ

l
以
後
、
と
も
か
く
全
体
性
を
志
向
し
て
い
る
探
求
と
し
て
ス
ネ
ル
の
『
精
神
の
発
見
』
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
精
神
の
発
展
を
文
化
の
各
面
に
お
い
て
辿
っ
た
精
神
史
で
あ
り
、
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
の
よ
う
に
ギ

リ
シ
ア
的
生
の
全
体
を
現
前
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

A

－
ホ
イ
ス
は
ヴ
ィ
ラ
モ
l
ヴ
ィ
ツ
の
総
合
的
な
古
代
学
が
「
実
は
実
証
的
な
個
別
諸
科
学
を
並
列
的
に
横
に
な
ら
べ
た
以
上
の
も
の
で
は

な
か
っ
た
」
の
に
対
し
て
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
で
示
し
た
も
の
は
「
全
体
に
向
け
ら
れ
て
い
る
考
察
で
あ
り
、
は
っ
き

⑤
 

り
と
、
個
別
化
し
た
多
様
な
学
科
を
一
個
の
概
観
に
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
自
の
歴
史
的
考
察
を
な
し
て
い
る
も
の
」
と
み
る
。
が
同

時
に
、
か
れ
は
こ
の
よ
う
な
探
求
が
今
日
で
は
現
わ
れ
難
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
結
局
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
は
ギ
リ
シ
ア
に
つ
い
て
わ
れ

わ
れ
が
も
ち
う
る
最
後
の
史
的
全
体
像
と
み
て
い
い
よ
う
に
思
う
。
問
題
は
そ
れ
が
今
日
の
研
究
者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
生
き
た
関
係
を
も

ち
う
る
か
で
あ
る
。

ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
の
課
題
は
「
ギ
リ
シ
ア
人
の
考
え
方
と
見
方
の
歴
史
」
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
文
化
史
は
「
過
去
の
人
間
の

内
面
」
に
向
か
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
言
葉
だ
け
を
み
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
思
想
史
、
精
神
史
を
考
え
が
ち
だ
が
、
か
れ
の
叙
述
内

容
は
そ
れ
と
異
な
り
、
古
代
人
の
文
献
に
典
拠
を
も
っ
出
来
事
の
記
述
、
伝
承
・
逸
話
の
引
用
・
利
用
な
ど
に
充
ち
て
い
る
。
ま
こ
と
に
豊
富

な
歴
史
的
事
象
の
海
と
も
い
う
べ
き
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
事
実
を
た
だ
積
み
上
げ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
何
か
を
立
証
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
か
れ
の
「
事
実
」
は
そ
の
項
、
節
、
章
の
テ
l
マ
に
つ
い
て
の
、
あ
る
い
は
ギ
リ
シ
ア
全
体
に
つ
い
て
の
、
類
型

的
な
も
の
を
表
現
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
シ
ノ
ベ
の
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
生
き
方
に
つ
い
て
逸
話
を
利
用
し
た
類
型
的
叙
述
は
、
こ
の
キ
ュ
ニ
ク

派
の
哲
学
者
の
特
性
、
ま
た
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
の
特
性
、

さ
ら
に
は
ギ
リ
シ
ア
的
生
の
特
性
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。

「
こ
う
し
た
類
型
的
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叙
述
を
通
し
て
う
か
ん
で
く
る
恒
常
的
な
も
の
は
、
む
し
ろ
古
代
の
遺
物
よ
り
も
い
っ
そ
う
、
こ
の
上
な
い
真
実
な
古
代
の
「
実
相
」
で
あ
る

だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
永
遠
な
る
ギ
リ
シ
ア
人
と
親
し
み
合
う
よ
う
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
個
々
の
要
因
と
で
は
な
く
て
、
ひ
と
つ
の

ゲ

シ

ュ

タ

ル

ト

市

山

全
体
像
と
眠
懇
に
な
る
の
で
あ
る
。
」

こ
の
言
葉
は
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
も
と
め
た
内
面
の
歴
史
が
何
で
あ
る
か
を
よ
く
語
っ
て
い
る
。
か
れ
は
庖
大
な
テ
ク
ス
ト
に
沈
潜
し
、
そ
れ

を
何
度
も
読
み
返
し
、
そ
こ
か
ら
全
体
に
つ
い
て
の
何
ら
か
の
直
観
を
得
、
そ
の
直
観
で
得
た
像
を
博
捜
し
た
事
実
に
よ
っ
て
補
強
、
修
正
し

な
が
ら
、
し
だ
い
に
整
っ
た
全
体
像
に
形
成
し
て
い
っ
た
。
か
れ
の
求
め
た
も
の
は
古
代
人
の
生
そ
の
も
の
の
な
か
に
生
き
て
い
た
で
あ
ろ
う

よ
う
な
、
古
代
の
全
体
像
で
あ
る
。
こ
れ
は
近
代
的
先
入
見
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
先
入
見
を
排
し
て
、
古
代
に
深
く
没
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
恒
常
的
で
あ
り
、
「
永
遠
な
る
ギ
リ
シ
ア
人
」
の
像
で
あ
り
う
る
。

こ
の
よ
う
な
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
古
代
へ
の
接
し
方
が
い
か
に
近
代
人
一
般
と
異
な
る
か
、
そ
れ
を
示
す
一
例
と
し
て
、
こ
こ
に
ア
ル
キ
ピ
ア

デ
ス
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

F
－

M
・
フ
ェ
ル
ス
は
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
、
ベ
リ
ク
レ
ス
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
名
を
あ
げ
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ

⑪
 

に
は
い
か
に
こ
れ
ら
古
代
人
の
伝
記
が
室
聞
き
に
く
い
か
、
い
か
に
か
れ
ら
が
遠
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
か
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
と
く

に
ア
ル
キ
ピ
ア
デ
ス
は
、
そ
の
公
的
に
も
私
的
に
も
放
坪
き
わ
ま
り
な
い
行
動
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
嫌
悪
感
す
ら
呼
び
お
こ
す
で
あ
ろ
う
。

プノレグハノレトとギリシア史（仲手Jll)

し
か
し
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
か
れ
の
そ
う
い
う
欠
点
を
知
悉
し
な
、
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
は
異
様
と
み
え
る
ほ
ど
、
こ
の
男
に
傾
倒
し
て
い
る
。

、、

そ
れ
は
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
の
叙
述
に
も
惨
み
で
て
い
る
が
、
晩
年
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
が
パ
ウ
ル
・
ハ
イ
ゼ
に
贈
っ
た
ア
ル
キ
ビ
ア
デ
ス
を

⑫
 

う
た
っ
た
詩
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
フ
ェ
ル
ス
の
い
う
古
代
人
の
伝
記
を
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
な
ら
ば
書
け
た
か
も
し
れ
な
い
。
か
れ
は
古
代
人

の
存
在
と
行
動
を
能
う
か
ぎ
り
古
代
人
に
近
い
眼
で
追
感
し
た
か
ら
で
あ
る
。

ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
の
志
向
し
た
ギ
リ
シ
ア
史
像
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
か
れ
が
『
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ン
大
帝
の
時
代
』
で
は

と
も
か
く
用
い
て
い
た
碑
文
史
料
を
、
こ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
無
視
し
た
理
由
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
増
大
す
る
碑
文
等
の
史
料
の
利
用
は

(353) 

社
会
経
済
、
政
治
、
法
制
、
祭
儀
な
ど
の
構
造
を
知
る
に
は
有
用
だ
が
、
か
れ
の
求
め
る
全
体
像
を
捉
え
る
直
観
は
、
そ
れ
自
体
が
高
度
の
創
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造
で
あ
る
文
献
史
料
や
芸
術
作
品
へ
の
深
い
沈
潜
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
得
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
質
の
高
低
に
よ
る
史
料
の
選
別
が
重
要
と
な

る
。
十
九
世
紀
後
半
以
後
新
発
見
さ
れ
た
碑
文
等
の
史
料
に
重
要
な
も
の
は
少
な
く
な
い
と
し
て
も
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
的
全
体
像
の
形
成
に
は

お
そ
ら
く
決
定
的
意
味
を
も
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
も
と
も
と
「
生
涯
役
立
つ
形
酌
と
享
受
の
手
だ
九
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
し
て
こ

(354〕30 

の
像
を
必
要
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
の
意
味
で
、
ギ
リ
シ
ア
研
究
に
お
い
て
人
文
主
義
的
な
人
間
形
成
の
理
念
を
う
け
つ
い
で
い
た
。

形
成
に
は
事
実
の
無
限
拡
大
よ
り
も
選
別
の
方
が
重
要
で
あ
る
。
ブ
ル
グ
ハ
ル
ト
は
見
渡
し
が
た
い
ほ
ど
豊
か
な
事
実
を
古
代
人
に
倣
っ
た
眼

で
選
り
分
け
、
適
切
に
布
置
し
な
が
ら
、
事
実
か
ら
像
を
彫
り
だ
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
諸
構
造
を
事
実
的
に
究
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
今
日
の
研
究
者
に
と
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
的
生
の
全
体
を
あ
り
し
が
ま
ま

に
現
前
さ
せ
よ
う
と
す
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
仕
事
は
、
ど
う
い
う
意
味
を
も
ち
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
十
九
世
紀
の
歴
史
的
教
養
が
生
ん

だ
こ
よ
な
く
精
妙
な
一
成
果
に
と
ど
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
わ
れ
わ
れ
の
仕
事
に
と
っ
て
現
に
役
立
ち
う
る
の
か
。

M
・
ヴ
ェ

I
パ
ー
は
古
代
の
社
会
経
済
、
政
治
、
宗
教
な
ど
の
構
造
の
究
明
に
大
き
く
寄
与
し
た
が
、
か
れ
の
探
求
は
方
法
的
に
因
果
認
識

と
価
値
分
析
と
の
二
本
の
柱
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
砕
い
て
い
え
ば
、
歴
史
の
探
求
は
価
値
分
析
的
解
釈
に
よ
っ
て
歴
史
か
ら
と
り
だ
さ
れ
た

問
題
を
、
因
果
認
識
に
よ
っ
て
関
連
的
に
把
握
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
因
果
認
識
は
徹
底
的
に
知
的
合
理
的
作
業
で
あ
る
が
、
価
値
分
析
と
し

て
の
意
味
解
釈
は
、
「
た
と
え
ば
｜
｜
統
一
体
と
し
て
み
ら
れ
た
｜
｜
ギ
リ
シ
ア
最
盛
期
の
〈
全
文
化
〉
を
〈
そ
の
も
の
自
体
を
主
題
と
し
て
〉

⑬
 

観
察
し
、
か
っ
そ
れ
を
価
値
と
関
係
づ
け
な
が
ら
、
理
解
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
価
値
分
析
的
理
解
に
は
知
力
と
と
も
に
、
歴
史
的
対
象
を
追

感
す
る
能
力
、
対
象
に
内
在
す
る
精
神
性
を
評
価
す
る
働
き
、
対
象
の
歴
史
的
意
義
を
認
識
す
る
力
な
ど
を
必
要
と
す
る
。
価
値
分
析
に
偏
す

⑮
 

る
ま
で
に
そ
れ
に
す
ぐ
れ
て
い
る
歴
史
家
の
代
表
と
し
て
一
人
、
ヴ
ェ
l
パ
ー
が
あ
げ
て
い
る
の
が
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
は
も
ち
ろ
ん
ヴ
ェ
l
パ
！
の
い
う
価
値
分
析
と
い
う
概
念
で
包
み
こ
め
る
ほ
ど
狭
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
価
値
分

析
と
い
う
作
用
に
重
点
を
お
い
て
こ
の
書
を
み
る
と
、
こ
れ
が
ま
さ
に
価
値
分
析
の
稀
に
み
る
傑
作
で
あ
る
こ
と
も
疑
い
な
い
。

い
か
に
厳
密
な
、
科
学
と
し
て
の
歴
史
学
を
志
向
し
よ
う
と
も
、
価
値
分
析
な
く
て
は
知
的
因
果
的
研
究
に
自
己
の
出
発
点
も
視
点
も
与
え



そ
の
研
究
は
た
だ
周
囲
の
傾
向
や
流
行
に
し
た
が
っ
て
借
り
も
の
の
テ
l
マ
を
追
う
か
、
暗
中
模
索
し
て
手
に
当
っ
た
も
の
を

、
、
、
、
、
、
、

掴
む
か
、
し
か
な
い
。
す
ぐ
れ
た
価
値
分
析
は
歴
史
的
対
象
の
意
味
を
深
く
捉
え
、
な
に
を
ど
の
よ
う
に
追
求
す
べ
き
か
を
教
え
る
。
か
り
に

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
に
含
ま
れ
て
い
る
他
の
す
べ
て
の
意
義
を
無
視
し
て
、
そ
れ
を
現
代
の
歴
史
研
究
者
が
専
念
し
て
い
る
、
古
代
ギ
リ
シ

ら
れ
な
い
。

ア
の
諸
構
造
の
究
明
に
視
点
を
与
え
る
価
値
分
析
と
だ
け
み
て
も
、
そ
れ
は
ま
た
と
な
い
宝
庫
た
り
う
る
。

ツ
イ

こ
れ
は
プ
ル
グ
ハ
ル
ト
の
仕
事
の
す
べ
て
に
い
え
る
こ
と
だ
が
、
か
れ
は
け
っ
し
て
体
系
を
形
成
し
な
い
。
か
れ
の
目
指
し
た
も
の
は
「
手

チ
品
ロ
！
ネ

引
書
」
に
す
ぎ
な
い
。
先
に
引
い
た
言
葉
で
は
「
形
成
と
享
受
の
手
だ
て
」
で
あ
る
。
美
術
作
品
、
あ
る
い
は
ル
ネ
サ
ン
ス
や
古
代
ギ
リ
シ
ア

の
よ
う
な
歴
史
的
事
象
を
一
般
人
が
理
解
す
る
た
め
に
は
、
人
び
と
を
そ
の
前
に
手
引
き
し
て
い
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
見
方
、
接
し
方
、

関
わ
り
方
を
手
ほ
ど
き
し
、

一
定
の
予
備
知
識
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
、
か
れ
の
提
供
し
た
手
引
き
が
ど
れ
ほ
ど

す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
自
分
の
学
聞
の
役
割
り
を
あ
る
意
味
で
そ
う
い
う
も
の
に
限
定
し
て
い
る
。
美
術
作
品
か
ら
、
あ
る
い
は
歴

史
か
ら
何
か
を
得
る
こ
と
、
そ
れ
を
認
識
し
た
り
、
享
受
し
た
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
を
形
成
し
た
り
す
る
の
は
、
手
引
き
を
う
け
た
人
み

ず
か
ら
、
が
な
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
自
己
の
学
問
に
対
す
る
謙
虚
な
態
度
は
、
手
引
き
さ
れ
る
側
の
人
に
対
し

て
は
、
む
し
ろ
大
変
な
努
力
と
能
力
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
手
引
き
は
体
系
の
よ
う
に
人
を
従
順
な
追
随
者
と
し
て
支
配
す
る
の
で
は

プノレグハルトとギリシア史（仲手JI[)

な
く
、
人
に
み
ず
か
ら
の
力
で
事
象
そ
の
も
の
に
近
づ
く
不
断
の
精
進
を
求
め
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
を
完
成
さ
れ
た
著
作
と
し
て
で
な
く
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
自
身
が
欲
し
た
よ
う
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
へ
の

手
引
書
と
し
て
受
け
と
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
と
き
以
後
の
研
究
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ
る
べ
き
多
く
の
箇
所
、
ま
た
経
済
、
法
制
、

考
古
学
的
事
実
の
よ
う
に
今
日
の
眼
か
ら
み
て
不
足
と
映
る
も
ろ
も
ろ
の
側
面
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
均
衡
の
感
覚
を
も
っ
て
、
こ

ょ
な
く
深
く
、
豊
か
に
対
象
に
関
わ
っ
た
史
家
の
認
識
か
ら
、
そ
の
全
体
像
に
お
い
て
も
、
個
々
の
記
述
に
お
い
て
も
、
ま
た
方
法
に
お
い
て

も
、
貴
重
な
示
唆
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

(355) 

K

・V
－
フ
リ
ヅ
ツ
は
『
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
』
と
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
と
が
う
け
た
評
価
の
対
照
性
に
つ
い
て
語
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っ
て
い
る
。
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
は
『
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
』
に
よ
っ
て
史
家
と
し
て
の
名
声
を
得
た
。
た
し
か
に
そ
れ
は
偉
大
な
歴
史
叙
述
だ
が
、

今
日
で
は
専
門
家
の
聞
で
い
く
ぶ
ん
古
び
て
い
る
。
こ
れ
に
ひ
き
か
え
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
は
当
初
き
び
し
く
批
判
さ
れ
た
が
、
し
だ
い
に

⑬
 

批
判
的
研
究
で
は
見
落
さ
れ
て
い
る
も
の
が
比
類
な
い
緊
密
さ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
き
て
い
る
、
と
い
う
。

32 (356) 

と
は
い
え
、
お
そ
ら
く
今
後
も
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
史
』
は
多
く
の
ギ
リ
シ
ア
研
究
者
に
と
っ
て
無
縁
な
書
物
で
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
今

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
現
代
で
も
エ

l
レ
ン
ベ
ル
ク
、

日
の
研
究
者
を
捉
え
て
い
る
専
門
的
分
化
と
分
析
的
探
求
に
と
っ
て
は
、
広
範
で
繊
細
な
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
考
察
は
い
よ
い
よ
遠
い
も
の
と
み

一
般
に
広
い
視
野
を
も
っ

フ
ィ
ン
レ
イ
、
ベ
ン
グ
ト
ゾ
I
ン
な
ど
の
よ
う
に
、

歴
史
学
者
は
研
究
方
法
や
叙
述
形
式
の
違
い
を
こ
え
て
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
敬
意
を
表
し
、
か
れ
か
ら
何
か
を
学
び
と
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
。
史
料
や
碑
文
や
事
実
や
そ
の
関
連
だ
け
に
全
関
心
を
領
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
奥
に
も
う
一
つ
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い

て
骨
骨
わ
小
ト
骨
介
わ
亭
動
を
認
め
う
る
人
に
は
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
接
す
べ
き
か
を
示
す
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
手
引
き
は
、
研
究
の
固
定
化

を
秘
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

し
た
軌
道
か
ら
か
れ
を
連
れ
だ
し
て
、
こ
れ
ま
で
み
え
な
か
っ
た
視
界
を
聞
き
、
探
求
に
新
し
い
視
点
と
示
唆
と
を
あ
た
え
る
不
尽
の
可
能
性

①
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〔
付
記
〕
本
稿
は
、
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
八
日
、
京
都
大
学
の
史
学
史

研
究
会
に
お
い
て
発
表
し
た
草
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

本
年
停
年
御
退
官
の
越
智
武
臣
教
授
に
は
い
ろ
い
ろ
御
好
意
に
あ
ず
か

っ
た
。
こ
こ
に
心
か
ら
御
礼
申
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

（
早
稲
田
大
学
教
育
学
部
教
授
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Jacob Burckhardt und die Griechische Geschichte 

von 

Y oshio Nakategawa 

Das Werk ‘Griechische Kulturgeschichte’， Jacob Bur・ckhardts

NachlaB, wurde gleich nach der Verδffentlichung von berlihmten Phi“ 

lologen und Historiker, unter anderem Wilamowitz Moellendorff, bit-

ter kritisiert. Danach finden wir jedoch, daB es im Laufe des 

20. J ahrhunderts immer hδher bewertet worden sei. 

Wechsel und Schwankung dieser Bewertung bewegt uns dazu, das Werk 

rlicksichtlich auf die Resultate der modernen Geschichtswissenschaft 

flir die folgenden vier Gesichtspunkte zu untersuchen : 1) Wirkungen 

der von Burckhardt eingeflihrten historischen Begriffe, wie z. B.“Agon ”， 
“Polis ”， auf die seitherige Geschichtswissenschaft; 2) Stellung des 

W erks in der deutschen Al ten Geschichte und Klassischen Philologie; 

3) Verlauf der Aufnahme durch die Fachwelt sowie Hintergrlinde der 

Neubewertung des Werks in den dreiBiger Jahren; 4) f，δrderliche 

Erkenntnisse und Anregungen flir die heutige Studien iiber die Grie-

chische Geschich te. 

Funeral Customs of the Common People in 

Medieval Japan 

Abandonment of Corpses and A巴rialSepulchrae一一

by 

Itaru Katsuda 

In medieval Japan there was a prevailing custom of abandoning 

corpses in an open field and to animals instead of burying or cremating 

them. The examination of several cases makes us realize that the way 

of abandonment can be categorized into two groups according to the 

types of the funerary obj巴cts:1) those who had no blood relations were 

(506〕




