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本
書
は
、
セ
レ
ゥ
コ
ス
朝
を
主
な
対
象
に
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
」
研
究
を
続
け

て
こ
ら
れ
た
大
戸
千
之
氏
の
初
の
単
行
本
で
あ
る
。
ま
た
同
謄
に
本
書
は
、

訳
書
を
除
け
ば
、
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
」
を
正
面
に
据
え
た
我
が
国
初
の
研
究
書

と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
本
書
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
地
域
・
時
代
は
、
我
が
国
の
伝
統
的
な
西
洋
史

・
東
洋
史
の
区
分
で
は
、
ち
ょ
う
ど
は
ざ
ま
に
あ
た
っ
て
い
る
。
評
者
は
、

西
洋
史
側
の
出
身
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
語
史
料
に
も
暗
い
。
そ
の
た
め
ギ

リ
シ
ア
文
化
の
常
識
を
わ
き
ま
え
な
い
評
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
御
容

赦
願
い
た
い
。

　
本
書
の
構
成
を
以
下
に
、
ま
ず
示
す
。

　
ま
え
が
き

第
一
部
　
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
研
究
の
再
検
討

　
第
二
童
・
　
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
概
・
怠

　
第
二
出
早
都
市
建
設
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

　
第
三
章
　
都
市
と
従
属
民
ー
プ
リ
エ
ネ
の
ペ
デ
ィ
エ
イ
ス
に
つ
い

　
　
　
　
て
1

　
第
四
章
　
農
民
身
分
の
問
題

　
第
五
章
　
セ
レ
ゥ
コ
ス
朝
の
支
配
と
オ
リ
エ
ン
ト
人
ー
ア
ン
テ
ィ
オ

　
　
　
　
コ
ス
三
世
晴
代
の
場
合
一

　
小
括

第
二
部
　
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
お
け
る
文
化
変
容

　
第
一
章
　
史
料
と
解
釈
の
問
題

　
第
二
章
　
リ
ュ
キ
ア
ー
ク
サ
ソ
ト
ス
を
中
心
に
i

　
第
三
章
　
リ
ュ
デ
ィ
ア
ー
サ
ル
デ
イ
ス
を
中
心
に
－

　
第
四
章
　
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
ー
ー
ユ
ダ
や
人
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
ー
ー
ー

　
第
五
章
　
バ
ビ
p
ニ
ア
ー
l
i
ウ
ル
ク
を
中
心
に
一

　
む
す
び

　
第
一
部
第
二
一
第
五
章
、
第
二
部
第
二
i
第
三
章
は
、
既
発
表
の
論
文
を

骨
子
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
内
容
上
の
変
更
は
な
い
が
、
近

年
の
研
究
の
進
展
を
ふ
ま
え
た
加
筆
が
行
な
わ
れ
、
単
行
本
と
し
て
の
一
貫

目
を
も
た
せ
る
た
め
の
部
分
的
組
み
か
え
も
施
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
、
以
下
、
内
容
を
要
約
し
て
示
す
。

　
ま
え
が
き
一
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
」
は
、
近
代
歴
史
学
の
生
み
出
し
た
諸
概

念
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
例
に
属
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
」
概
念
の
曖
昧
さ
か
ら
、
そ
の
理
解
に
は
対
立
・
混
乱
が
生

じ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
本
書
は
、
そ
う
い
っ
た
誤
解
・
混
乱
を
改
め
て

い
こ
う
と
す
る
追
究
の
一
つ
で
あ
る
。
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第
一
部
第
一
章
ー
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
の
先
駆
的
研
究
な
ど
を
受
け
つ
い
だ
、

ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
研
究
の
画
期
的
な
点
は
、
h
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
語
を
正

爾
に
押
し
出
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
本
質
を
・
東
西
民
族
の
混
湧
と
と
ら
え

た
こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
の
宗
教
的
な
問
題
意
識
、
ギ
リ
シ
ア

の
異
教
世
界
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
興
隆
を
説
く
こ
と
、
は
一
貫
し
て
い
た
。

し
か
し
彼
自
身
、
こ
の
問
題
の
解
明
の
困
難
さ
に
ほ
ど
な
く
気
づ
い
た
も
の

の
、
新
た
な
解
容
を
与
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
仕
事
は
大

き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
が
、
そ
の
後
の
研
究
史
の
傾
向
と
し
て
は
、
材

料
不
足
の
「
東
西
融
合
」
論
よ
り
も
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
が
オ
ジ
エ
ン
ト
に
普

及
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
を
、
ま
ず
主
流
と
し
て
評
価
し
よ
う
と
い
う
方
向

に
進
ん
で
き
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
ど
こ
ま
で
正
鵠
を
射
て
い
る
か
、

ギ
リ
シ
ア
文
化
の
影
響
・
大
き
さ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う
論
理

・
視
角
・
方
法
に
つ
い
て
通
説
は
妥
当
で
あ
る
か
、
第
ニ
ー
第
五
章
で
再
検

討
す
る
。

　
第
二
章
ー
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
に
よ
る
都
市
と
軍
事
植
民
地
の
建
設
が
オ
リ

エ
ン
ト
の
ギ
リ
シ
ア
化
を
推
進
し
た
、
と
い
う
通
説
を
、
新
来
の
ギ
リ
シ
ア

・
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
と
土
着
民
は
ど
の
よ
う
な
形
で
共
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
か
、
と
い
う
視
角
か
ら
検
討
す
る
。
カ
リ
ア
の
ス
ト
ラ
ト
ニ
ケ
イ
ア
な
ど

の
事
例
か
ら
、
以
下
の
こ
と
が
結
論
で
き
る
。
共
存
の
あ
り
方
は
各
地
各
様

－
土
着
の
住
民
・
住
地
を
ポ
ジ
ス
内
に
組
み
こ
ん
だ
シ
リ
ア
四
大
都
市
、

既
存
の
自
治
組
織
を
許
容
し
つ
つ
自
ら
ま
た
そ
れ
に
参
加
し
た
ス
ト
ラ
ト
ニ

ケ
イ
ア
、
民
族
に
よ
る
区
別
が
存
在
し
た
シ
ピ
エ
ロ
ス
山
近
く
の
マ
グ
ネ
シ

ア
、
な
ど
一
で
あ
る
が
、
土
着
人
と
の
共
存
の
あ
り
方
を
慎
重
に
考
慮
せ

、
ざ
る
を
え
ず
、
土
着
人
以
外
の
非
ギ
リ
シ
ア
・
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
を
無
視
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
総
じ
て
、
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
が
自
由
に
こ
と
を

進
め
ら
れ
た
場
合
は
少
な
く
、
融
和
の
果
実
は
容
易
に
は
実
ら
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

　
第
三
章
　
　
ギ
リ
シ
ア
踊
帯
と
土
着
従
属
住
罠
の
関
係
に
つ
い
て
、
小
ア

ジ
ア
の
都
市
プ
リ
エ
ネ
と
先
住
土
着
民
と
み
ら
れ
る
ペ
デ
ィ
エ
イ
ス
を
と
り

あ
げ
て
検
討
す
る
。
前
山
〇
〇
年
前
後
の
碑
文
な
ど
の
分
析
か
ら
み
る
と
、

ペ
デ
ィ
エ
イ
ス
は
、
ひ
ろ
く
近
隣
の
平
野
佳
民
一
般
を
指
し
て
い
て
、
一
部

は
プ
リ
エ
ネ
に
帰
属
し
て
い
た
が
、
残
り
は
プ
リ
エ
ネ
の
支
配
が
ゆ
き
と
ど

か
ず
自
立
的
な
性
格
を
も
つ
特
別
な
地
域
を
形
成
し
て
い
た
ら
し
い
。
こ
の

よ
う
な
一
般
的
な
名
称
の
使
田
川
は
、
プ
リ
エ
ネ
の
支
配
の
未
定
着
を
示
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
土
着
罠
の
地
位
を
最
終
的
に
体
制
下
に
確
定
す
る
過
程
は
、

か
な
り
の
時
を
要
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
四
章
i
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
の
支
配
と
農
民
身
分
の
変
化
に
関
す
る
古
典

学
説
は
、
次
の
三
つ
の
シ
ェ
ー
マ
に
整
理
さ
れ
る
。
ω
王
領
に
お
け
る
翅
鞘

は
農
奴
身
分
で
あ
っ
た
。
②
ギ
リ
シ
ア
都
市
に
編
入
さ
れ
る
と
、
農
罠
は
自

由
人
の
カ
ト
イ
コ
イ
、
パ
ロ
イ
ロ
イ
と
な
っ
た
。
㈹
セ
レ
ゥ
コ
ス
朝
は
、
都

帯
領
を
拡
大
す
る
政
策
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
農
民
身
分
の
変

革
を
推
進
し
た
。
こ
れ
ら
を
検
討
す
る
と
、
ω
に
つ
い
て
は
、
上
領
農
民
ラ

オ
イ
は
、
ム
ネ
シ
マ
コ
ス
碑
文
な
ど
の
分
析
か
ら
、
農
奴
で
は
な
い
。
次
に
、

セ
レ
ウ
コ
ス
朝
に
よ
る
土
地
の
下
賜
・
売
却
を
、
都
市
領
の
拡
大
に
よ
る
王

国
再
編
政
策
と
み
る
見
方
は
根
拠
に
乏
し
く
、
③
も
成
り
立
た
な
い
。
②
に

つ
い
て
も
、
身
分
が
向
上
し
た
、
と
い
え
る
根
拠
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
従

来
の
通
説
は
支
持
し
が
た
い
。
他
方
、
解
体
す
る
こ
と
な
く
存
続
し
て
い
っ

た
村
落
社
会
が
、
自
発
的
に
ギ
リ
シ
ア
文
化
を
摂
取
し
、
後
の
史
料
に
み
ら

れ
る
ギ
リ
シ
ア
的
自
治
組
織
・
制
度
を
取
り
入
れ
て
い
っ
た
可
能
性
は
み
な

お
さ
れ
て
よ
い
。
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評書

　
第
五
章
ー
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
王
国
の
国
力
が
い
か
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た

か
と
い
う
問
い
を
、
こ
の
国
の
支
配
下
に
お
い
て
、
オ
リ
エ
ン
ト
人
は
ど
の

よ
う
に
登
用
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
た
の
か
、
と
い
う
視
角
か

ら
検
討
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
ハ
ビ
ヒ
ト
ら
の
通
説
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ロ
ス
大
王
が
と
っ
た
民
族
協
調
路
線
は
そ
の
死
後
一
党
さ
れ
、
オ
リ
エ
ン
ト

人
が
顕
職
に
つ
く
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ア
ン
テ
ィ
ォ
コ
ス
三
琶
の
時
代
に
焦
点
を
あ
て
、
王
の
臣
下
を
プ
ロ
ソ
ポ
グ

ラ
フ
ィ
ア
に
よ
っ
て
詳
細
に
分
析
す
れ
ば
、
オ
リ
エ
ン
ト
人
は
け
っ
し
て
疎

外
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
開
ら
か
に
な
り
、
通
説
は
成
立
し
な
い
。
つ

づ
い
て
、
彼
の
オ
リ
エ
ン
ト
諸
地
域
や
ギ
リ
シ
ア
都
市
に
対
す
る
対
応
、
軍

隊
構
成
を
分
析
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
ア
ン
テ
ィ
ォ
コ
ス

三
世
に
と
っ
て
は
、
王
国
内
の
諸
力
を
総
動
員
し
て
で
も
国
威
発
揚
を
め
ざ

す
と
い
う
の
が
第
一
義
的
問
題
で
あ
っ
た
。
ポ
リ
ス
の
特
権
の
保
護
を
う
た

う
と
同
時
に
オ
リ
エ
ン
ト
人
を
採
用
し
て
い
る
事
実
は
、
民
族
の
差
異
が
絶

対
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
が
、
オ
リ
エ
ン
ト
人
の
登

用
は
政
治
的
思
考
の
所
産
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う

に
み
え
る
。

　
小
括
ー
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
が
オ
リ
エ
ン
ト
を
変
え
た
と
み
る
こ
と
は
む
ず

か
し
い
。
少
な
く
と
も
王
朝
の
立
場
の
う
ち
に
、
そ
の
よ
う
な
動
機
を
み
と

め
る
こ
と
は
で
き
そ
う
に
な
い
。
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
支
配
期
の
オ
リ
エ
ン
ト
に

お
け
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
オ
リ
エ
ン

ト
の
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
か

た
ち
で
問
い
な
お
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
の
検
討
が
ぜ
ひ
と
も
必

要
と
さ
れ
る
。

　
第
二
部
第
一
章
ー
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
と
ら
え
か
た
全
般
に
か
か
わ
る
問
題

点
－
地
域
の
多
様
性
、
史
料
の
偏
在
か
ら
く
る
制
約
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
の

伝
統
に
立
つ
こ
と
を
自
負
す
る
欧
米
人
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
観
、
文
化
的
影
響
の

評
価
の
基
準
が
一
定
し
が
た
い
こ
と
一
を
ま
ず
確
認
す
る
。
こ
れ
ら
を
ふ

ま
え
て
、
第
一
部
小
括
で
設
定
し
た
課
題
を
追
求
す
る
た
め
に
次
の
方
針
を

も
つ
。
ω
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
影
響
に
関
す
る
ケ
イ
ス
・
ス
タ
デ
ィ
を
試
み
る
。

②
史
料
の
偏
在
か
ら
く
る
論
証
の
限
界
に
考
慮
す
る
。
㈲
文
化
変
容
論
の
立

場
か
ら
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
は
何
で
あ
っ

た
か
、
と
い
う
視
点
を
重
視
す
る
。

　
第
二
章
一
八
○
頁
近
く
に
わ
た
っ
て
、
リ
ュ
キ
ア
・
ク
サ
ン
ト
ス
の
文

化
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
前
買
弁
紀
後
半
か
ら
前
四
世
紀
半
ば
ま
で
の
造
型

芸
術
i
「
ハ
ル
ピ
ュ
イ
ア
イ
の
墓
」
「
ネ
ー
レ
ウ
ス
の
娘
た
ち
の
廟
」
「
パ

ヤ
ヴ
ァ
の
墓
」
な
ど
ー
ー
で
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
主
題
に
ギ
リ
シ
ア
的
な

表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
異
国
風
を
よ
ろ

こ
ぶ
域
を
出
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
前
三
三
七
年
（
前
三
五
八
年
間
を
と

る
者
も
ま
だ
い
る
が
）
の
り
ュ
キ
ア
語
・
ギ
リ
シ
ア
語
・
ア
ラ
ム
語
三
言
語

併
用
碑
文
か
ら
は
、
圏
制
の
変
化
が
窺
わ
れ
、
少
な
く
と
も
ギ
リ
シ
ア
・
ポ

リ
ス
的
国
制
を
導
入
す
る
下
地
は
十
分
に
で
き
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、

従
来
の
造
型
芸
術
の
例
な
ど
と
は
格
段
の
差
が
あ
る
文
化
変
容
で
あ
る
。
そ

し
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
以
後
、
リ
ュ
キ
ア
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
や
ギ

リ
シ
ア
・
ポ
リ
ス
的
な
制
度
が
普
及
し
、
ま
た
ジ
ュ
キ
ア
都
市
連
合
が
形
成

・
発
展
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
ギ
リ
シ
ア
化
は
前
三
世
紀
に
顕
著
で
あ
る
が
、

プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
の
統
治
方
針
に
よ
る
と
い
う
よ
り
、
リ
ュ
キ
ア
人
が
自

発
的
に
選
び
と
っ
た
道
で
あ
っ
た
。

　
第
三
章
i
ペ
ル
シ
ア
帝
国
治
下
に
お
け
る
リ
ュ
デ
ィ
ア
の
中
心
都
市
サ

ル
デ
ィ
ス
で
は
、
狭
義
の
文
化
面
に
関
し
て
い
え
ば
、
伝
統
が
存
続
す
る
と
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と
も
に
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
も
抵
抗
な
く
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
他
方
、

政
治
体
制
で
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
初
期
に
い
た
る
ま
で
は
ギ
リ
シ
ア
的
な

特
徴
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
前
二
一
三
年
の
碑
文
で
は
サ
ル
デ
ィ
ス
は
一
転

し
て
典
型
的
な
ポ
リ
ス
の
相
貌
を
示
す
。
前
三
世
紀
に
ギ
リ
シ
ア
化
の
進
展

が
み
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
変
化
に
リ
ュ
デ
ィ
ア

人
が
ど
う
関
わ
っ
た
か
は
不
義
で
あ
る
。
次
に
、
視
角
を
変
え
て
、
宗
教
面

を
み
て
み
る
。
「
バ
ラ
タ
テ
ス
の
ゼ
ウ
ス
信
者
へ
の
布
告
碑
文
」
な
ど
の
内

容
を
検
討
し
て
、
以
下
の
結
論
を
得
る
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
、
ギ
リ
シ
ア
神

僑
仰
へ
の
傾
斜
が
強
ま
る
が
、
土
着
信
仰
も
生
き
つ
づ
け
、
ロ
ー
マ
時
代
に

は
ふ
た
た
び
優
位
が
逆
転
す
る
。
し
か
し
、
二
種
の
信
仰
は
、
ど
ち
ら
も
り

ュ
デ
ィ
ア
人
自
身
の
選
択
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
土

着
信
仰
が
復
活
し
て
も
、
碑
文
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
ギ
リ
シ

ア
文
化
の
影
響
が
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。

　
第
四
章
ー
ユ
ダ
や
人
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
ユ
ダ
ス
・
マ
ッ
カ
バ

イ
オ
ス
の
反
乱
を
手
が
か
り
に
考
察
す
る
。
ま
ず
研
究
史
を
た
ど
り
、
つ
い

で
「
第
一
・
第
ニ
マ
カ
ベ
ア
書
」
の
史
料
と
し
て
の
限
界
を
指
摘
し
た
後
、

カ
ス
ル
・
エ
ル
・
ア
ブ
ド
な
ど
の
考
古
学
の
成
果
を
も
と
に
、
当
時
の
ユ
ダ

ヤ
人
の
改
革
派
・
保
守
派
を
め
ぐ
る
状
況
を
以
下
の
よ
う
に
推
測
す
る
。
ユ

ダ
ヤ
人
の
中
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
立
場
を
守
り
な
が
ら
新
し
い
時
代
の
ユ

ダ
ヤ
教
の
あ
り
方
を
あ
ら
た
め
て
考
え
、
あ
る
程
度
ま
ち
を
ギ
リ
シ
ア
風
に

す
る
こ
と
も
や
む
を
え
な
い
な
ど
と
す
る
改
革
派
と
、
こ
れ
に
反
対
す
る
保

守
派
と
が
対
立
し
て
い
た
。
前
極
は
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
に
、
後
胤
は
プ
ト
レ
マ

イ
オ
ス
朝
に
後
盾
を
求
め
よ
う
と
し
、
対
立
が
激
化
し
て
内
乱
に
向
か
っ
て

い
く
。
こ
れ
が
反
乱
前
夜
の
状
況
で
は
な
い
か
。

　
第
五
章
…
ー
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
ウ
ル
ク
に
関
し
て
、
粘
土
板
文
書
は
ウ
ル
ク

全
体
を
代
表
し
て
い
な
い
可
能
性
が
、
な
お
残
る
。
ウ
ル
ク
は
ギ
リ
シ
ア
化

し
て
い
た
、
と
い
う
サ
ル
キ
シ
ャ
ン
や
マ
ケ
ワ
ソ
の
研
究
は
論
証
不
足
で
あ

る
。
粘
土
板
文
書
で
み
る
限
り
、
ギ
リ
シ
ア
化
は
弱
い
も
の
で
あ
る
が
、
史

料
の
性
格
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
で
あ
り
、
小
さ
く
と
も
意
義
あ
る
変
化
に
注

目
す
る
必
要
が
あ
る
。
粘
土
板
文
書
に
も
登
場
す
る
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
の
官
職
、

後
一
～
一
年
の
ギ
リ
シ
ア
語
碑
文
に
み
ら
れ
る
ギ
リ
シ
ア
的
顕
彰
方
法
の
継

承
、
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
暦
の
定
着
な
ど
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
も
の
が
無
力
で
は

な
い
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
、
ウ
ル
ク
の
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
か
、
に
つ
い
て
は
ま
だ
答
え
ら
れ
な
い
。

　
む
す
び
一
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
本
書
で
試

み
た
よ
う
な
ケ
イ
ス
・
ス
タ
デ
ィ
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
文
化
の
変
容
と
い
う
こ
と
の
持
つ
意
味
も
確
認
し
て
お
く
。
ギ
リ
シ
ア

的
な
も
の
、
が
受
け
と
め
た
側
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
の

多
様
な
意
味
あ
い
の
内
実
を
問
う
こ
と
は
、
文
化
の
特
質
、
時
代
そ
の
も
の

を
問
う
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
要
約
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
は
広
範
か
つ
多
彩
な
内
容
を

含
ん
で
い
る
。
扱
わ
れ
る
地
域
・
文
化
要
素
、
双
方
と
も
ま
こ
と
に
多
様
で

あ
る
。
巻
末
の
文
献
径
録
（
こ
れ
は
主
要
な
も
の
の
み
）
を
み
る
だ
け
で
、

著
者
の
学
識
と
努
力
が
し
の
ば
れ
る
。

　
著
者
が
扱
う
文
字
史
料
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
も
の
が
中
心
で
あ
る
が
、
そ
の

他
の
現
地
諸
言
語
史
料
に
関
し
て
も
研
究
史
を
き
ち
ん
と
押
え
て
い
る
。
ギ

リ
シ
ア
語
史
料
も
そ
の
大
多
数
は
現
地
同
時
代
史
料
で
あ
り
、
本
書
の
実
証

的
な
研
究
を
支
え
て
い
る
。

　
ギ
リ
シ
ア
文
化
を
、
受
け
と
め
る
側
か
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
本
書
の
方

法
は
、
当
り
前
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
六
四
頁
で
引
用
さ
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評罵

れ
る
、
三
十
年
ほ
ど
前
の
ビ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
書
葉
、
「
わ
た
し
た
ち
が
、
東

方
に
勝
利
し
た
ギ
リ
シ
ア
人
の
側
に
立
つ
の
は
、
自
然
で
あ
り
当
然
の
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
…
…
な
ぜ
な
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
皆
〃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
”
文
明

の
子
な
の
で
す
か
ら
。
」
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
そ
の
重
要
性
を
強
調
し
す
ぎ

る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
視
点
は
、
昨
年
毘
た
、
有
益
な
指
摘
を
多
く

含
む
重
要
な
研
究
書
、
　
ω
■
ω
げ
黒
毛
ぎ
－
名
げ
犀
㊦
信
開
山
諺
噸
渓
蝿
げ
＃
’
等
。
§

い
§
§
ミ
奪
§
ミ
＆
い
ミ
ミ
野
」
や
§
o
蟄
思
慢
§
さ
8
馬
趣
“
⑦
魁
馬
§
ミ
§
S
籍
3

ビ
。
巳
8
冨
㊤
ρ
で
も
ほ
と
ん
ど
追
求
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
も
っ
と

も
こ
の
書
は
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
」
で
は
な
く
「
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
」
を
対
象
と
し

て
い
る
が
）
。

　
ま
と
め
て
雷
え
ば
、
多
様
な
ギ
リ
シ
ア
文
化
受
容
の
あ
り
方
を
実
証
的
に

示
し
て
い
る
、
と
い
う
点
が
本
書
の
大
き
な
特
徴
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
も
う
一
つ
見
の
が
し
て
な
ら
な
い
点
は
、
本
書
が
、
従
来
我
が
国

で
全
く
焦
点
が
あ
て
ら
れ
な
か
っ
た
地
域
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
リ

ュ
キ
ア
・
リ
ュ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
章
は
、
そ
の
意
味
で
ま
こ
と
に
画
期
的
で

あ
り
、
概
説
、
研
究
案
内
を
も
兼
ね
る
も
の
と
し
て
、
今
後
利
用
さ
れ
て
い

く
こ
と
だ
ろ
う
。

　
さ
て
…
方
、
全
体
を
通
し
て
疑
問
に
感
じ
た
点
も
い
く
つ
か
あ
る
。

　
ま
ず
、
タ
イ
ト
ル
ほ
か
に
頻
出
す
る
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
「
オ
リ
エ
ン
ト
人
」

に
つ
い
て
。
こ
れ
ら
の
語
を
用
い
る
の
が
い
け
な
い
と
は
言
わ
な
い
が
、
何

を
意
味
す
る
か
、
何
故
あ
え
て
用
い
る
の
か
、
き
ち
ん
と
説
明
す
べ
き
で
は

な
か
っ
た
か
。
も
っ
と
も
、
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
と
い
う
語
は
、
古
代
西
ア
ジ
ア

研
究
者
自
身
も
よ
く
使
い
、
ま
た
、
サ
イ
…
ド
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
を

最
も
真
禁
に
受
け
と
め
て
い
る
は
ず
の
イ
ス
ラ
ム
墨
黒
研
究
者
で
す
ら
い
と

も
あ
っ
さ
り
と
「
古
代
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
」
、
な
ど
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
著
者
を
責
め
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。

　
次
に
、
本
書
は
、
ギ
リ
シ
ア
側
が
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
か
ら
受
け
た
影
響
に

つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
扱
い
は
、
本
書
を
散
慢
に
し
な
い
た
め
に
も

絶
対
必
要
な
措
薩
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
本
書
が
成
功
し
て
い
る
こ
と
は

評
者
も
認
め
る
。
早
春
が
気
に
な
っ
た
の
は
、
扱
わ
な
い
理
由
で
あ
る
。
著

者
は
第
一
部
第
一
章
で
「
『
東
西
融
合
』
の
論
は
、
論
と
し
て
は
ひ
ろ
く
知

ら
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
材
料
が
い
っ
こ
う
に
ふ

え
て
い
な
い
。
」
と
述
べ
る
。
野
良
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
評
者
が
「
ヘ

レ
ニ
ズ
ム
の
遺
産
」
と
聞
い
て
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
一
日
を
二
四
分

す
る
と
い
う
エ
ジ
プ
ト
起
源
の
要
素
と
、
一
時
間
の
下
位
単
位
を
六
十
進
法

で
表
わ
す
と
い
う
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
起
源
の
要
素
と
が
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
天
文
学

の
下
に
統
合
さ
れ
、
現
在
に
至
る
ま
で
用
い
ら
れ
つ
づ
け
て
い
る
、
と
い
う

事
実
な
の
だ
が
。

　
三
点
目
に
、
「
オ
リ
エ
ン
ト
人
」
が
ギ
リ
シ
ア
文
化
を
自
発
的
に
受
容
し

よ
う
と
し
た
と
き
に
、
ギ
リ
シ
ア
・
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
馬
は
ど
う
対
応
し
た
の

か
。
本
書
で
は
、
ギ
ジ
シ
ア
人
里
が
積
極
的
に
ギ
リ
シ
ア
文
化
を
広
め
よ
う

と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
わ
か
る
。
し
か
し
、
一
歩
進
ん
で
、
ギ
リ

シ
ア
・
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
の
支
配
が
ギ
リ
シ
ア
文
化
受
容
を
阻
害
し
た
、
と
い

う
可
能
性
は
考
慮
し
な
く
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
著
者
は
別
の
論
稿
（
「
ギ
リ

シ
ア
文
化
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
」
、
藤
縄
謙
三
編
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
遺
産
』

南
窓
鮭
　
一
九
九
三
年
、
五
四
頁
）
で
「
し
か
し
、
文
化
に
つ
い
て
み
る
な

ら
ば
、
東
方
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
影
響
を
物
語
る
事
例
と
し
て
知
ら

れ
る
も
の
に
、
前
一
世
紀
以
降
の
例
が
少
な
く
な
い
の
が
気
に
な
る
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
上
記
の
可
能
性
と
関
係
は
な
い
の
か
。

　
四
点
目
と
し
て
、
著
者
は
、
一
六
四
頁
で
、
文
化
変
容
の
タ
イ
プ
と
し
て

153 （645）



「
同
化
し
、
「
併
存
篇
、
「
借
用
」
な
い
し
「
修
正
」
、
「
混
瀟
」
な
い
し
「
融
合
」
、

「
反
発
」
な
い
し
「
排
除
」
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
の
「
反
発
」
「
排

除
」
に
あ
ま
リ
ス
ポ
ッ
ト
が
当
た
っ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
史
料
不
足

は
よ
く
わ
か
る
が
、
た
と
え
ば
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
の
章
で
は
こ
ち
ら
に
焦
点

を
あ
て
て
記
述
す
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
最
後
に
、
本
書
第
二
部
を
読
ん
で
、
評
者
は
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
多
様
性
を

強
く
感
じ
た
。
他
の
人
々
に
受
容
さ
れ
や
す
い
文
化
要
素
も
あ
れ
ば
、
さ
れ

に
く
い
要
素
も
あ
る
。
「
ギ
リ
シ
ア
文
化
」
と
一
括
せ
ず
に
、
ど
の
要
素
が

ど
の
よ
う
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
視
点
で
実
際
に
第
二

部
の
特
需
（
と
く
に
第
二
章
）
は
記
述
さ
れ
て
お
り
、
「
む
す
び
」
で
そ
れ
を

確
認
し
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

　
以
下
は
、
評
者
の
専
門
か
ら
み
て
、
細
か
な
訂
正
や
補
遺
を
施
す
こ
と
が

で
き
る
箇
所
で
あ
る
。

　
六
〇
頁
以
下
、
第
一
部
第
三
章
全
体
。
略
号
1
P
が
巻
末
略
号
表
か
ら
抜
け

て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
六
二
頁
註
3
の
属
濁
2
＜
o
口
O
器
＃
二
臣
σ
Q
窪

（
貯
ω
σ
q
．
）
”
曽
§
ミ
ミ
§
竃
Q
一
㌧
蕊
§
♪
し
d
卜
占
鵠
お
0
9
で
あ
る
。

　
一
六
一
頁
。
〔
船
形
文
字
史
料
以
外
の
〕
「
ア
ラ
ム
語
そ
の
他
の
言
葉
で
書

か
れ
た
史
料
は
、
皆
無
で
は
な
い
が
五
本
の
指
で
数
え
ら
れ
る
程
度
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
が
、
死
海
文
書
や
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
碑
文
を
考
慮
す
れ
ぱ
、
こ

れ
は
い
か
に
も
少
な
す
ぎ
る
。
た
だ
し
、
数
が
少
な
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
一
九
九
頁
。
「
国
文
石
柱
」
で
「
リ
ェ
キ
ア
語
の
別
の
方
言
」
と
さ
れ
て
い

る
言
語
は
、
現
在
で
は
「
ミ
リ
ア
語
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
大
城
光
正
・
吉

田
和
彦
『
印
欧
ア
ナ
ト
リ
ア
諸
語
概
説
』
大
学
書
林
　
　
一
九
九
〇
年
、
六
…

七
頁
参
照
。

　
二
三
〇
頁
以
下
ゐ
「
三
雷
語
併
用
碑
文
」
の
り
ュ
キ
ア
語
版
は
、
『
印
欧
ア

ナ
ト
リ
ア
諸
語
概
説
』
二
三
三
i
九
頁
に
も
収
録
（
語
門
付
）
。

　
同
碑
文
中
、
「
囚
び
σ
ご
。
の
王
と
｝
昏
昏
p
録
B
p
王
」
は
、
国
卓
上
の
王

で
は
な
く
、
神
で
あ
る
こ
と
を
注
記
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い

か
。　

同
じ
く
、
「
鼠
守
と
な
り
」
は
、
原
語
で
は
「
サ
ト
ラ
ペ
ス
と
な
り
」
で
あ

る
こ
と
を
示
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
二
五
六
頁
。
リ
ュ
デ
ィ
ア
・
サ
ル
デ
ィ
ス
か
ら
は
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
下
の

ア
ラ
ム
語
の
碑
文
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
、
と
あ
る
が
、
評
者
の
知
る

限
り
で
も
リ
ュ
デ
ィ
ア
語
・
ア
ラ
ム
語
二
言
語
碑
文
が
出
土
し
て
い
る
。
図
・

い
陣
不
詳
ρ
鵠
P
矯
ミ
ミ
恥
講
．
¢
§
§
w
重
壁
ミ
曽
嵩
§
漁
寄
§
ト
ピ
①
ご
2
H
り
δ
”

旨
。
艮
置
管
①
8
碧
匹
℃
や
b
。
ω
凸
。
。
（
評
者
未
見
）
…
国
’
ζ
℃
言
。
。
貫
9
画
へ
§
題

§
箆
臓
§
｝
ミ
懸
守
嵩
ミ
愚
畿
。
誠
§
ミ
O
謡
。
§
禽
欺
覇
ト
ピ
①
⊆
く
Φ
p
日
り
刈
ρ
℃
や

窃
ω
ふ
ピ
こ
の
碑
文
の
リ
ュ
デ
ィ
ア
語
版
は
『
印
欧
ア
ナ
ト
リ
ア
諸
語
概
説
』

二
五
六
一
八
頁
に
収
録
。

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
三
三
三
頁
他
。
ぴ
¢
・
¢
譲
囚
H
2
は
誉
“
鷺
零
で
は
な
く
、
変
這
娠
婁
と
読

む
説
の
方
が
有
力
で
あ
る
（
o
色
話
」
●
＜
き
α
o
H
Q
D
℃
Φ
F
8
び
Φ
切
9
σ
覧
。
巴
ρ
づ

Ω
蔓
●
ぎ
”
簗
囚
信
ぽ
げ
㊤
づ
Ω
ω
．
ω
び
2
≦
一
㌣
名
混
け
。
＆
。
・
二
二
匙
畑
§
鋳
ミ
§

一
書
肉
蕩
ひ
じ
d
①
蒔
Φ
δ
団
9
p
α
い
。
。
・
諺
⇔
σ
q
色
。
。
”
℃
・
①
目
）
。

　
　
　
　
　
　
　
へ

　
三
四
四
頁
。
い
q
●
Φ
》
U
の
み
で
タ
イ
ト
ル
を
表
わ
し
、
こ
れ
が
ス
ト
ラ

テ
ゴ
ス
に
あ
た
る
と
す
る
フ
ソ
ク
の
説
は
支
持
さ
れ
て
い
な
い
（
o
h
・
び
・

目
ヨ
。
夢
《
O
o
蔓
”
崔
け
鎚
島
。
。
。
零
α
H
（
o
℃
げ
巴
8
●
冒
”
男
い
①
一
〇
馨
ざ
窯
・

α
Φ
匂
．
同
轍
ω
斜
づ
創
や
O
段
霞
幽
凶
Φ
山
ω
こ
　
鼠
　
晦
鼠
§
識
、
鳥
　
蔑
ミ
》
§
這
絵
、

切
貯
ミ
塁
§
§
§
さ
透
ミ
箆
“
§
譜
§
濤
⑦
§
討
”
勺
烹
冨
傷
Φ
ぢ
ぼ
ρ
這
G
。
G
。
婚
℃
・

り
。
。
鐸
ミ
）
。

154 （646）



　
西
ア
ジ
ア
史
を
研
究
す
る
際
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
の
影
響
を
過
大
に
み
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
逆
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
心
史
観
」
に
反
発
す
る
あ
ま
り
、
極
端
に
過
少
評
価
す
る
こ
と
も
避
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
を
あ
げ
れ
ば
、
現
在
も
一
部
の
躍
で
使
わ
れ
て
い

る
通
貨
名
デ
ィ
ル
ハ
ム
は
、
名
称
の
上
で
は
、
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
時
代
の
ド
ラ

ク
マ
貨
を
連
綿
と
受
け
つ
い
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
セ
レ
ウ
コ
ス
紀

一
7
5
は
、
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
（
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
）
紀
允
と
名
を
変
え
て
、
は

る
か
後
世
に
ま
で
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
お
そ
ら
く
重
要
な
意
味
を
も

つ
で
あ
ろ
う
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
」
を
、
文
化
を
受
け
と
め
る
側
か
ら
と
ら
え
よ

う
と
試
み
た
本
書
は
、
今
後
の
研
究
の
確
か
な
指
針
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
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