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井
上
浩
一
著

『
生
き
残
っ
た
帝
国
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
』

　
近
年
、
よ
う
や
く
活
況
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ

た
我
が
国
の
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
史
研
究
に
お
い
て
、

常
に
牽
引
車
の
役
割
を
果
た
し
て
こ
ら
れ
た
井
上

浩
一
琉
の
手
で
、
邦
語
に
よ
っ
て
初
め
て
ビ
ザ
ン

ツ
一
千
年
の
歴
史
を
通
覧
で
き
る
手
頃
な
概
説
薔

が
著
わ
さ
れ
た
こ
と
は
、
同
じ
道
を
志
す
者
の
ひ

と
り
と
し
て
慶
び
に
た
え
な
い
。
本
書
に
先
行
し

て
、
同
じ
新
書
版
で
出
た
渡
辺
金
一
氏
の
『
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
千
年
』
（
山
石
犠
仮
書
店
、
　
一
九

八
五
年
）
が
古
代
ロ
ー
マ
か
ら
ビ
ザ
ソ
ツ
へ
連
綿

と
受
け
継
が
れ
た
原
理
の
不
変
性
・
一
貫
性
を
強

調
し
、
皇
帝
選
出
の
作
法
を
軸
と
す
る
そ
の
議
論

の
な
か
で
触
れ
ら
れ
る
数
々
の
エ
ピ
ソ
…
ド
も
、

年
代
的
序
列
に
特
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
扱
わ
れ

て
い
る
の
に
対
し
、
今
回
の
井
上
氏
の
著
作
は
、

ロ
ー
マ
と
い
う
伝
統
を
守
り
つ
つ
、
現
実
に
対
処

す
べ
く
自
己
革
新
を
続
け
る
帝
国
の
姿
を
時
代
を

追
っ
て
劔
晒
述
し
て
お
り
、
ビ
ザ
ン
ツ
の
轟
轟
」
の
禍
～

程
を
か
い
つ
ま
ん
で
頭
に
入
れ
て
し
ま
い
た
い
初

学
者
に
と
っ
て
は
、
こ
ち
ら
の
方
が
あ
り
が
た
い

か
も
し
れ
な
い
。

　
話
を
本
雷
の
内
容
に
戻
そ
う
。
そ
れ
は
、
帝
国

史
の
節
目
ご
と
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
皇
帝
の

事
蹟
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
帝
国
の
キ
リ

ス
ト
教
化
の
道
を
拓
い
た
コ
ソ
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
、

ロ
；
マ
帝
国
再
興
を
夢
み
た
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
、

国
家
存
亡
の
危
機
に
果
敢
に
立
ち
向
か
っ
た
ヘ
ラ

ク
レ
イ
ォ
ス
と
レ
オ
ン
三
世
と
い
う
よ
う
に
。
と

り
わ
け
、
オ
ス
マ
ソ
ー
ト
ル
コ
に
よ
る
軍
事
的
圧

力
と
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
の
経
済
的
支
配
が
強
ま
る

な
か
、
帝
困
の
頽
勢
を
挽
議
す
べ
く
苦
闘
す
る
文

人
皇
帝
マ
ヌ
エ
ル
ニ
世
パ
ラ
イ
オ
ロ
ゴ
ス
の
姿
は

感
動
を
誘
う
。
こ
れ
以
外
の
箇
所
で
も
著
者
は
豊

冨
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
織
り
混
ぜ
、
も
は
や
こ
の
世

に
存
在
せ
ぬ
ビ
ザ
ソ
ツ
帝
国
の
様
々
な
断
面
を
読

者
の
前
に
鮮
明
に
描
き
冒
す
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
。

　
し
か
も
、
そ
れ
は
単
な
る
皇
帝
列
伝
風
の
読
物

の
域
に
甘
ん
じ
る
こ
と
な
く
、
た
と
え
ば
第
四
章

で
は
帝
国
の
官
僚
制
、
教
育
制
度
、
農
村
共
同
体
、

そ
し
て
巧
み
な
外
交
術
に
ま
で
話
題
が
及
び
、
ビ

ザ
ン
ツ
国
家
が
強
い
生
命
力
を
誇
っ
た
背
景
を
、

無
理
な
く
理
解
で
き
る
よ
う
配
慮
が
な
さ
れ
て
い

る
。

　
た
だ
し
、
一
般
向
け
の
新
書
と
い
う
本
書
の
性

格
上
い
た
し
か
た
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
著
者

の
よ
り
詳
し
い
説
明
や
、
も
っ
と
踏
み
込
ん
だ
議

論
を
耳
に
し
た
い
、
と
思
う
箇
所
も
少
な
く
な
か

っ
た
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
都
合
上
、
以
下
の
三
点

を
例
示
す
る
に
留
め
て
お
く
。

　
第
一
に
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
治
世
中
の
最
大

の
危
機
で
あ
っ
た
ニ
カ
の
乱
に
関
し
て
著
者
は
、

専
制
君
主
に
断
固
と
し
て
戦
っ
た
民
衆
、
な
ど
と

い
う
か
っ
て
見
ら
れ
た
素
朴
な
階
級
闘
争
史
観
と

は
一
線
を
画
し
、
首
都
市
民
自
体
、
「
パ
ソ
と
サ

ー
カ
ス
」
に
生
き
る
退
廃
的
で
歴
史
に
逆
行
す
る

存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

そ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
井
上
氏
が
か
つ
て
「
市

民
闘
争
」
と
形
容
し
、
積
極
的
に
そ
の
意
義
を
認

め
た
十
一
世
紀
と
十
二
世
紀
後
半
の
首
都
の
民
衆

蜂
起
を
め
ぐ
る
現
時
点
で
の
属
の
評
価
で
あ
る
。

帝
国
全
土
か
ら
吸
い
上
げ
ら
れ
た
税
収
の
大
半
が

消
費
さ
れ
る
大
都
会
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル

に
暮
ら
し
、
自
ら
の
特
権
的
地
位
が
脅
か
さ
れ
る

の
に
神
経
を
と
が
ら
せ
る
こ
の
時
代
の
首
都
市
民

の
態
度
は
、
ニ
カ
の
乱
当
時
と
大
差
は
な
い
よ
う

に
私
に
は
思
え
る
の
だ
が
。

　
第
二
に
、
著
者
は
八
世
紀
の
聖
像
破
壊
論
争
の

本
質
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
古
代
の
地
中
海
・
、
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オ
リ
エ
ン
ト
世
界
の
神
を
オ
リ
エ
ン
ト
型
と
ギ
リ

シ
ア
型
に
二
分
し
、
前
者
は
「
古
代
エ
ジ
プ
ト
や

バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
神
の
よ
う
に
、
全
知
全
能
で
、
近

づ
き
が
た
い
超
越
的
な
神
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

神
は
、
入
間
に
は
そ
の
意
志
を
は
か
り
知
る
こ
と

は
で
き
ず
、
そ
の
姿
を
描
き
だ
す
こ
と
も
不
可
能

で
あ
る
。
描
く
こ
と
自
体
、
神
に
対
す
る
証
言
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
一
三
四
頁
）
。
し
か
し
、

神
の
具
象
的
表
現
に
の
み
、
こ
と
を
限
定
し
て
言

え
ば
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
壁
画
や
彫
像
の
類
を
見

る
限
り
、
当
時
の
エ
ジ
プ
ト
人
に
そ
の
よ
う
な
観

念
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
聖
像
破
壊
論

争
を
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
る
も
の
と
ギ
リ
シ
ア
的
な

る
も
の
と
の
対
決
と
捉
え
る
通
説
自
体
、
今
日
で

は
見
直
し
が
迫
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
に

関
し
て
は
今
後
さ
ら
に
議
論
が
深
め
ら
れ
る
こ
と

が
望
ま
れ
よ
う
。

　
三
点
め
は
、
第
四
回
十
字
軍
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ

ィ
ノ
ー
プ
ル
占
領
後
に
成
立
し
た
ビ
ザ
ソ
ツ
系
亡

命
政
権
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
井
上
氏
の
前
著

『
ビ
ザ
ソ
ツ
帝
国
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
）

で
は
、
こ
の
時
期
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
だ
け
に
、
本
書
の
こ
の
箇
駈
の
記
述
は
い

っ
そ
う
興
味
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
氏
は
、

首
都
陥
落
が
即
座
に
帝
国
の
完
全
な
滅
亡
を
も
た

ら
さ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
在
地
に
強
固
な
支

配
権
を
確
立
し
た
地
方
貴
族
が
主
体
と
な
っ
て
頑

強
な
抵
抗
を
行
な
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
ビ
ザ
ソ
テ
ィ
ニ
ス
ト
、
シ

ェ
イ
ネ
の
近
著
（
㍗
O
・
O
財
畠
犀
け
・
℃
§
さ
帖
蕊
ミ

8
ミ
題
ミ
赴
§
恥
冷
色
簑
や
N
ミ
（
b
q
馬
－
N
N
貝
O
）
、
℃
母
黄

冨
㊤
ρ
や
軽
①
○
。
）
に
よ
れ
ば
、
帝
都
陥
落
直
後
に

旧
帝
国
領
内
各
地
に
独
立
し
た
支
配
権
を
樹
立
し

た
十
五
の
ギ
リ
シ
ア
系
君
侯
傾
の
う
ち
、
一
一
二

一
年
ま
で
命
脈
を
保
っ
た
の
は
ニ
カ
イ
ア
、
ト
レ

ビ
ゾ
ン
ド
、
エ
ペ
イ
ロ
ス
と
い
う
旧
ビ
ザ
ソ
ツ
中

央
政
府
の
後
継
者
を
自
認
す
る
三
国
家
の
み
で
あ

っ
た
、
と
い
う
。
つ
ま
り
、
在
地
で
の
支
配
権
を

拠
り
所
に
成
立
し
た
ギ
リ
シ
ア
系
小
国
家
の
多
く

が
そ
の
権
力
を
永
続
化
し
え
ず
、
数
年
を
経
ず
し

て
消
減
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
消

え
て
い
っ
た
こ
れ
ら
の
領
国
と
、
前
記
三
国
象
の

運
命
を
分
け
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。
筆
立
イ

ア
帝
国
に
関
し
て
井
上
氏
も
論
及
し
て
い
る
「
ロ

ー
マ
」
意
識
と
キ
リ
ス
ト
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

存
在
か
、
そ
れ
と
も
中
央
政
府
の
旧
関
係
者
の
み

が
保
持
し
え
た
優
れ
た
行
政
的
手
腕
な
の
だ
ろ
う

か
。
氏
の
よ
り
詳
細
な
解
説
を
伺
い
た
い
の
は
、

こ
の
点
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
疑
問
や
要
望
に
新
書
の

限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
で
充
分
に
答
え
る
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
私
と
し
て
も
承

知
し
て
い
る
。
さ
い
わ
い
に
我
々
は
、
氏
が
「
社

会
史
」
的
視
角
か
ら
ビ
ザ
ソ
ツ
社
会
の
全
体
像
を

描
き
出
す
こ
と
を
目
指
し
た
次
回
著
作
の
構
想
を

抱
い
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
（
井
上
浩
一

「
ビ
ザ
ン
ツ
社
会
史
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
歴
史
科
学
』

九
九
・
一
〇
〇
合
併
号
、
一
九
八
五
年
、
四
五
頁
）
。

そ
の
と
き
に
こ
そ
、
今
回
で
は
語
り
つ
く
せ
な
か

っ
た
氏
の
卓
抜
し
た
ビ
ザ
ソ
ツ
社
会
の
解
釈
が
我

我
の
眼
前
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の

点
で
、
今
回
の
新
書
版
の
豊
肥
は
、
氏
の
次
回
作

へ
の
我
々
読
者
の
期
待
感
を
い
っ
そ
う
高
め
た
、

と
い
う
点
で
、
次
回
作
へ
の
序
論
、
予
告
篇
と
し

て
、
充
分
、
そ
の
使
命
を
果
た
し
た
、
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
　
　
（
新
書
版
　
二
五
四
頁
　
一
九
九
〇
年
十
二
月
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