
藤
縄
謙
三
編

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
遺
産
』

斜
鼻
麻
子
、
小
林
　
功
、
桑
山
由
文

　
本
論
文
集
は
藤
縄
謙
三
氏
の
京
都
大
学
退
官
を
記
念
し
、
一
九
九
三
年
春

に
刊
行
さ
れ
た
。
氏
を
含
む
六
人
の
研
究
老
の
、
一
九
八
八
年
以
来
幾
度
に

も
わ
た
る
研
究
会
の
成
果
で
あ
る
。
執
筆
者
の
専
門
を
反
映
し
て
、
藤
縄
氏

の
専
門
で
あ
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
史
を
は
じ
め
と
し
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
史
・
ロ
ー
マ

史
・
ビ
ザ
ン
ツ
史
と
内
容
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

　
成
立
の
事
情
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
本
書
の
論
文
集
と
し
て
の
性

格
は
退
官
記
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
専
門
を
異
と
す
る

研
究
者
が
統
一
的
な
テ
ー
マ
の
も
と
共
同
群
盲
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
を
一
書

に
ま
と
め
た
こ
と
に
本
書
の
特
長
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
『
ギ
ジ
シ
ア
文
化

の
遺
産
』
と
い
う
題
名
が
示
す
と
お
り
、
本
書
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
文
化
が
、

ロ
ー
マ
、
ビ
ザ
ン
ツ
、
そ
し
て
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
へ
て
我
々
に
継
承
さ
れ

て
き
た
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
意

義
を
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
広
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
も
つ

本
書
を
一
個
人
が
書
評
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
比
較
的
専

門
の
近
い
と
お
も
わ
れ
る
個
別
論
文
に
つ
い
て
三
人
が
置
目
に
評
し
、
最
後

に
本
書
全
体
に
つ
い
て
の
見
解
を
表
明
す
る
、
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
と
し

た
。
ま
ず
欄
劉
論
文
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
序
章
で
は
藤
縄
氏
に
よ
っ
て
本
書
全
体
の
構
成
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

ギ
リ
シ
ア
の
風
土
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
地
は

ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
接
点
に
あ
っ
て
変
化
の
激
し
い
歴
史
を
経
験
し
た
。

古
典
ギ
リ
シ
ア
時
代
と
ビ
ザ
ソ
ツ
帝
国
時
代
の
異
質
性
に
示
さ
れ
る
よ
う
な

ギ
リ
シ
ア
民
族
の
連
続
性
と
断
絶
の
問
題
に
、
古
典
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
受
容

・
継
承
の
問
題
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
、
と
す
る
。

　
周
知
の
ご
と
く
ギ
リ
シ
ア
文
化
は
、
民
族
を
こ
え
て
普
遍
化
し
今
日
に
い

た
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
文
化
の
問
題
と
民
族
の
連
続
性
・
断
絶
の
問
題

は
、
一
見
別
の
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
両
者

が
有
機
的
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
、
最
終
章
に
お
い
て
明
か
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。

　
続
く
第
一
章
「
世
界
の
青
年
期
と
し
て
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
i
古
典
的
教

養
の
源
泉
…
一
」
で
は
訓
じ
藤
縄
氏
に
よ
り
、
ま
ず
古
代
ギ
リ
シ
ア
社
会
に

お
け
る
古
代
ギ
ジ
シ
ア
文
化
が
論
じ
ら
れ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
や

ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ソ
、
ヘ
ル
ダ
ー
と
い
っ
た
近
代
西
欧
の
教
養
人
に
よ
っ
て
指

摘
さ
れ
た
ギ
ジ
シ
ア
文
化
の
「
若
さ
」
は
、
実
は
そ
の
文
化
が
生
ま
れ
た
古

代
ギ
リ
シ
ア
社
会
の
構
造
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
青
年
的
文
化
を
生
み

だ
し
た
当
の
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
現
実
の
青
年
の
社
会
的
地
位
は
必
ず
し
も

高
く
は
な
く
、
精
神
や
道
徳
の
面
で
は
き
び
し
く
批
判
さ
れ
る
の
が
常
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
社
会
制
度
と
呼
蒸
し
て
お
り
、
青
年
達
は
思
慮
を
欠
く
と
し

て
三
〇
歳
を
越
え
る
ま
で
責
任
あ
る
地
位
に
つ
く
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
ず
、
ま

た
結
婚
年
齢
も
遅
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
閑
暇
」
に
は
め
ぐ
ま
れ
た
長

い
青
年
期
が
、
い
わ
ば
一
〇
年
間
の
教
養
課
程
と
し
て
「
青
年
的
文
化
」
を

成
立
さ
せ
た
。
し
か
し
こ
の
ギ
リ
シ
ア
社
会
と
結
び
つ
い
た
土
着
文
化
と
し

て
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
は
、
や
が
て
マ
ケ
ド
ニ
ア
・
ロ
ー
マ
の
政
策
的
意
図
と

そ
れ
自
体
の
価
値
に
よ
っ
て
普
遍
化
し
、
圃
有
の
生
活
と
切
り
放
さ
れ
た
文
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評書

化
財
に
変
質
し
て
い
く
、
と
す
る
。

　
た
だ
し
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
政
治
行
動
に
み
ら
れ
る
名
誉
心
や
愛
国
心
と

い
っ
た
青
年
期
的
兆
候
を
、
長
い
青
年
期
の
「
留
い
性
」
と
す
る
説
明
に
は

そ
れ
だ
け
で
は
素
直
に
納
得
し
が
た
い
も
の
が
あ
り
、
ま
た
さ
ら
に
欲
を
い

え
ば
、
な
ぜ
そ
も
そ
も
若
者
に
教
養
が
求
め
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ

い
て
も
知
り
た
く
思
っ
た
。

　
次
に
大
戸
千
之
「
ギ
リ
シ
ア
文
化
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
化
」
で
は
、
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
が
東
西
の
「
融
合
」
で
あ
る
か
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
普
及
で
あ
る
か
と
い

う
世
界
史
上
の
問
題
を
追
求
す
る
に
あ
た
っ
て
は
文
化
を
受
容
し
た
オ
リ
エ

ン
ト
の
人
々
自
身
に
よ
る
価
値
判
断
と
必
要
性
が
謡
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
、
と
す
る
基
本
的
な
姿
勢
が
表
明
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
の
ケ
…
ス
・
ス
タ

デ
ィ
の
対
象
と
し
て
、
本
書
で
は
前
一
世
紀
の
コ
ン
マ
ゲ
ネ
王
国
を
と
り
あ

げ
、
ト
ル
コ
南
部
に
位
置
す
る
ネ
ム
ル
ー
ト
・
ダ
ー
山
上
の
、
王
ア
ソ
テ
ィ

オ
コ
ス
一
世
の
巨
大
な
陵
墓
を
分
析
す
る
。
そ
の
碑
文
か
ら
は
、
彼
が
ペ
ル

シ
ア
人
と
ギ
リ
シ
ア
人
と
双
方
の
頂
点
を
な
す
王
家
の
血
筋
を
強
調
し
、
そ

の
ふ
た
つ
の
伝
統
が
合
わ
さ
っ
た
と
こ
ろ
を
み
つ
か
ら
の
立
脚
点
と
し
て
そ

こ
に
権
威
の
裏
付
け
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
開
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
折
衷
的
・
融
合
的
な
牲
格
は
、
ネ
ム
ル
ー
ト
・
ダ
ー
の
神
像
や
祭
儀
の

お
こ
な
わ
れ
か
た
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
祭
司
が
父
祖
の
慣
習
と
し
て

ペ
ル
シ
ア
風
の
衣
服
を
着
用
す
る
｝
方
で
、
参
詣
者
に
つ
い
て
は
「
こ
の
国

の
者
で
あ
れ
外
つ
国
の
人
で
あ
れ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
こ
の
祭

儀
が
外
に
向
け
て
も
開
か
れ
て
い
た
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
著
者
は
、

こ
の
よ
う
な
融
舎
が
発
想
さ
れ
た
理
由
を
、
融
和
的
方
策
に
よ
る
シ
ソ
ク
レ

テ
ィ
ズ
ム
と
政
治
的
理
由
と
み
な
し
、
さ
ら
に
は
ロ
…
マ
の
覇
権
の
伸
長
に

よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
普
遍
性
が
改
め
て
感
じ
ら
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し

て
い
る
。
と
は
い
え
こ
の
よ
う
な
政
治
的
計
箪
に
よ
る
文
化
的
融
合
に
あ
っ

て
、
彼
ら
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
い
か
に
保
ち
え
た
か
と
い
う
こ

と
は
ま
た
別
の
闇
題
で
あ
ろ
う
。
な
お
著
者
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
同
氏
に

よ
る
『
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
オ
リ
エ
ン
ト
ー
歴
史
の
な
か
の
文
化
変
容
－
1
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
　
九
九
三
年
五
月
）
を
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
栗
原
麻
子
）

　
第
三
、
四
章
は
ロ
ー
マ
蒔
代
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
を
扱
う
。
第
三
章
は
南
川

高
志
「
ロ
ー
マ
帝
國
と
ギ
リ
シ
ア
文
化
し
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
帝
政
期
の
ギ
リ

シ
ア
文
化
は
古
典
期
の
文
化
の
再
現
で
は
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
世
界
の
置
か
れ

て
い
た
政
治
状
況
が
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
を
考
慮
し
つ
つ

ロ
ー
マ
時
代
の
ギ
ジ
シ
ア
世
界
で
華
諾
い
た
文
化
の
性
格
を
、
「
ギ
リ
シ
ア

・
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の
時
代
を
中
心
に
考
察
し
た
の
が
本
章
で
あ
る
。
ま
ず
、

歴
代
諸
皇
帝
の
中
で
も
特
に
「
ギ
リ
シ
ア
好
み
」
と
し
て
有
名
な
ハ
ド
リ
ア

ヌ
ス
帝
の
、
ギ
ジ
シ
ア
に
対
す
る
援
助
や
施
策
を
著
者
は
検
討
し
、
彼
、
ひ

い
て
は
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
以
来
の
歴
代
皇
帝
の
施
策
の
第
一
の
目
的
は
、
古

典
期
の
繁
栄
に
ふ
さ
わ
し
い
栄
光
を
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
回
復
さ
せ
る
こ
と
で

あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
次
い
で
、
第
二
次
ソ
フ
ィ
ス
ト
運
動
の
担
い
手
た
ち

に
つ
い
て
、
彼
ら
の
文
化
の
性
格
も
黄
金
期
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
「
形
式
」

「
外
観
」
の
回
復
で
あ
り
、
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
施
策
と
合
致
す
る
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
。
さ
ら
に
、
轟
蒋
の
ギ
リ
シ
ア
都
市
の
置
か
れ
た
政
治
状
況

へ
著
者
は
考
察
を
す
す
め
、
彼
ら
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
が
文
化
、
政
治
両
面
で

活
躍
し
た
ギ
リ
シ
ア
都
市
が
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
支
配
下
と
い
う
、
古
典
期
と

は
全
く
異
な
る
状
況
に
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
ポ
リ
ス
的
構
造
」
が
消
滅
し
て

い
っ
た
こ
と
を
D
・
ネ
ル
に
拠
り
つ
つ
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で

ギ
リ
シ
ア
文
化
は
擬
古
主
義
的
で
、
独
自
の
政
治
性
を
も
た
な
い
も
の
と
な
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ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
故
に
、
こ
の
文
化
は
特
殊
古
代
ギ
リ
シ
ア

的
性
格
を
離
れ
、
普
遍
性
を
獲
得
、
純
粋
な
教
養
文
化
に
決
定
酌
に
変
質
す

る
こ
と
と
な
っ
た
と
著
者
は
結
論
す
る
。

　
本
章
で
は
ギ
リ
シ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
を
政
治
的
背
景
か
ら
考
察
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
特
色
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
否
定
的
に
と
ら
え
ら

れ
や
す
い
こ
の
時
代
の
文
化
の
雪
濠
掌
側
薗
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
も
意
義

が
大
き
い
。
あ
え
て
本
章
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
文
化

の
担
い
手
に
つ
い
て
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ギ
リ
シ
ア
世
界
が
本
書
に
お
け
る

テ
ー
マ
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
人
も
ギ
リ
シ
ア
文
化
を
摂
取
し
、
ほ
と

ん
ど
第
二
の
文
化
と
し
て
い
た
。
紀
元
後
二
世
紀
以
前
か
ら
ロ
ー
マ
に
お
け

る
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
普
遍
化
は
進
ん
で
い
た
。
ロ
ー
マ
人
が
受
容
し
変
質
さ

せ
た
こ
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
流
れ
は
本
章
の
扱
う
時
期
に
ど
う
な
っ
て
い
た

の
か
。
こ
の
点
は
本
章
に
は
蛇
足
か
も
し
れ
な
い
が
、
評
者
は
、
よ
り
詳
し

く
知
り
た
か
っ
た
。

　
第
四
章
の
米
田
利
浩
「
古
代
宋
期
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
し
に
お
い
て
は
、
ロ

ー
マ
帝
国
が
東
西
に
分
裂
し
た
時
期
以
降
が
扱
わ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
古
典

的
教
養
が
元
老
院
貴
族
層
を
結
び
つ
け
る
絆
で
あ
り
、
他
か
ら
自
分
た
ち
を

区
別
す
る
判
断
基
準
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
ら
の
間
で
「
種
の
普
遍
性
を
獲

得
し
、
帝
国
全
域
に
わ
た
る
等
質
な
文
化
環
境
を
形
成
し
て
い
た
⑩
し
か
し
、

帝
国
の
分
裂
と
い
う
政
治
的
動
き
と
連
動
し
て
、
こ
の
文
化
環
境
は
崩
壊
し
、

ラ
テ
ン
的
西
方
と
ギ
リ
シ
ア
的
東
方
と
い
う
異
な
っ
た
歴
史
環
境
に
分
か
れ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
歴
史
意
識
に
お
い
て
も
表
れ
る
と
著

者
は
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
四
～
○
年
の
西
ゴ
ー
ト
族
に
よ
る
ロ
ー
マ
攻

略
に
対
す
る
東
西
の
反
応
の
違
い
な
ど
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
状
況
に
際
し

て
東
方
の
歴
史
家
た
ち
は
、
西
方
に
対
す
る
自
ら
の
世
界
の
優
位
を
説
い
た

の
で
あ
る
。
彼
ら
は
異
教
徒
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
問
わ
ず
、
こ
の
時
代
の
ロ

ー
マ
世
界
を
お
そ
っ
た
災
禍
か
ら
、
「
東
方
世
界
」
と
し
て
の
自
覚
を
強
め

て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
キ
リ
ス
ト
教
と
異
教
と
の
対
立
は
あ
っ
た
が
、
彼

ら
は
等
し
く
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
後
継
者
と
し
て
の
意
識
を
強
め
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
彼
ら
は
パ
イ
デ
イ
ア
（
文
化
的
伝
統
）
を
共
有
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、
五
世
紀
に
東
方
で
は
、
古
代
ロ
ー
マ
世
界
に
か
わ
っ
て
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
中
心
と
し
た
薪
世
界
「
ビ
ザ
ソ
ツ
世
界
」
と

い
う
観
念
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。

　
本
章
で
は
ロ
ー
マ
世
界
全
体
を
見
渡
し
た
上
で
、
そ
の
中
で
ギ
リ
シ
ア
世

界
が
新
た
な
自
覚
を
持
っ
て
い
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
異
教
と
キ
リ
ス
ト

教
と
の
対
立
に
目
を
奪
わ
れ
が
ち
な
こ
の
時
代
を
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
対

立
か
ら
離
れ
て
、
歴
史
意
識
と
い
う
よ
り
深
い
視
点
か
ら
考
察
し
、
ビ
ザ
ソ

ツ
世
界
の
確
立
を
そ
こ
か
ら
読
み
と
る
ま
で
に
発
展
さ
せ
て
い
る
。
も
と
よ

り
当
時
の
人
々
の
歴
史
意
識
が
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
受
容
に
直
結
す
る
の
か
ど

う
か
は
疑
問
に
感
じ
な
く
も
な
い
。
ま
た
、
彼
ら
が
後
継
者
た
ら
ん
と
し
た

ギ
リ
シ
ア
文
化
の
詳
細
に
も
言
及
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
描

か
れ
る
社
会
情
勢
の
変
化
と
歴
史
意
識
の
密
接
な
関
わ
り
に
は
説
得
力
が
あ

る
。　

以
上
の
よ
う
に
、
第
三
章
と
第
四
章
が
ロ
ー
マ
時
代
を
扱
う
の
で
あ
る
が
、

こ
の
二
章
を
ま
と
め
て
み
た
場
合
、
そ
の
テ
ー
マ
的
一
致
は
少
な
い
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
と
い
っ
て
も
、
両
論
文
が
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
確
か
に
、
両
者
と
も
、
ロ
；
マ
青
煮
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ア
文
化
が

普
遍
的
な
文
化
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
共
通
の
認
識
に
墓
つ
い
て
論
議
を
進

め
て
い
る
。
し
か
し
、
前
者
は
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
絞
ら
れ
た
ギ
リ
シ
ア
文
化

を
扱
う
。
一
方
、
後
者
は
ロ
…
マ
世
界
全
休
の
中
で
の
漠
と
し
た
ギ
リ
シ
ア
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評書

文
化
の
動
向
を
扱
う
。
そ
れ
故
、
個
々
の
論
文
は
建
設
的
な
論
議
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
論
文
集
と
し
て
み
た
場
合
に
は
、
ロ
ー
マ
時
代
の
大
枠
と

し
て
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
が
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
桑
山
由
文
）

　
第
五
章
か
ら
第
七
章
に
お
い
て
は
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
聴
代
の
ギ
リ
シ
ア
文

化
の
状
況
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
五
章
の
井
上
浩
一
「
ビ
ザ
ソ
ツ

帝
購
に
お
け
る
古
典
文
化
の
復
興
…
ー
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
『
文
庫
』
を
中
心
に

一
」
は
、
九
世
紀
中
葉
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
総
主
教
フ
ォ
テ
ィ

オ
ス
の
著
作
で
あ
る
『
文
庫
』
を
と
り
あ
げ
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
お
け
る
古

典
文
化
の
復
興
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
井
上
氏
は
『
文
庫
』
の
二

八
○
に
及
ぶ
項
目
の
中
か
ら
、
　
ヘ
ロ
ド
ト
ス
『
歴
史
』
、
　
口
調
フ
ス
『
ユ
ダ

ヤ
古
代
史
』
、
そ
し
て
プ
ロ
コ
ピ
オ
ス
『
戦
史
』
を
取
り
上
げ
て
フ
ォ
テ
ィ

オ
ス
の
古
典
蚊
集
、
及
び
そ
の
要
約
の
特
微
を
考
察
し
、
さ
ら
に
は
当
時
の

古
典
の
復
興
の
状
況
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
フ
ォ
テ
ィ
オ

ス
の
時
代
は
文
献
収
集
と
写
本
の
整
理
等
か
ら
、
本
格
曲
な
古
典
研
究
へ
と

移
っ
て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
筆
者
は
続
け
て
フ
ォ

テ
ィ
オ
ス
以
降
、
一
〇
世
紀
の
「
マ
ケ
ド
ニ
ア
朝
ル
ネ
サ
ン
ス
」
が
最
高
潮

に
達
し
た
時
期
ま
で
概
観
を
行
っ
て
い
る
。

　
本
論
文
は
着
実
な
史
料
読
解
に
基
づ
い
て
、
九
世
紀
中
葉
の
ビ
ザ
ソ
ツ
帝

国
の
文
化
的
状
況
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
お
り
、
九
世
紀
を
研
究
の
対

象
と
し
て
い
る
評
者
も
大
い
に
啓
発
さ
れ
た
。
し
か
し
後
で
詳
し
く
述
べ
る

よ
う
に
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
国
家
理
念
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
、
古
典
文
化

の
復
興
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
氏
な
り
の

展
望
を
披
露
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。

　
第
六
章
は
根
津
由
喜
失
「
十
二
祉
紀
ビ
ザ
ソ
ツ
宮
廷
の
政
治
文
化
…
ー
ラ

テ
ソ
文
化
と
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
趣
味
i
」
で
あ
る
。
十
二
世
紀
に
は
十
字
軍
に

代
表
さ
れ
る
西
欧
勢
力
の
東
地
中
海
へ
の
進
出
が
進
み
、
そ
れ
に
対
し
て
十

一
世
紀
後
半
の
混
乱
を
収
拾
し
た
ビ
ザ
ソ
ツ
帝
国
は
、
コ
ム
ネ
ノ
ス
朝
の
諸

皇
帝
の
下
、
国
家
の
立
て
直
し
を
図
っ
て
い
た
。
　
こ
の
蒔
代
、
　
ビ
ザ
ン
ツ

帝
国
の
支
配
暦
の
人
々
の
中
に
は
、
西
欧
に
対
し
て
異
な
っ
た
二
つ
の
対
応

…
一
親
ラ
テ
ン
的
傾
向
と
反
ラ
テ
ン
・
親
ギ
リ
シ
ア
的
傾
向
…
一
が
生
ま
れ

て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
二
つ
の
潮
流
は
相
互
補
完
的
な
関
係

を
持
っ
て
お
り
、
政
策
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
蒋
期
の
ビ
ザ
ソ
ツ
帝
国

に
は
他
に
と
る
べ
き
道
は
な
か
っ
た
と
氏
は
論
じ
て
い
る
。

　
本
論
文
は
論
題
に
も
あ
る
通
り
、
コ
ム
ネ
ノ
ス
朝
命
の
政
治
文
化
の
問
題

を
扱
っ
て
お
り
、
複
雑
な
情
勢
に
直
面
し
て
い
た
一
二
世
紀
の
ビ
ザ
ン
ツ
支

配
層
の
政
治
的
・
文
化
的
状
況
を
生
き
生
き
と
論
じ
た
力
作
で
あ
る
。
ま
た
、

ラ
テ
ン
文
化
と
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
論
を
進
め
た
た
め
、

論
文
の
視
角
に
多
様
性
が
悟
れ
て
い
る
こ
と
に
も
質
感
を
感
じ
た
。
し
か
し

欲
を
い
う
な
ら
ば
、
本
書
全
体
の
主
題
が
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
展
開
と
継
承
に

あ
る
以
上
、
な
に
ゆ
え
政
治
史
に
大
き
く
傾
斜
し
た
視
角
か
ら
論
を
展
開
し

た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
明
解
な
説
明
が
欲
し
か
っ
た
。

　
第
七
章
、
井
上
浩
一
氏
の
も
う
一
本
の
論
考
「
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
滅
亡
と

ギ
リ
シ
ア
文
化
の
ゆ
く
え
」
は
、
国
家
の
保
護
の
下
行
わ
れ
て
い
た
古
典
研

究
が
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
滅
亡
後
い
か
に
し
て
生
き
延
び
て
い
っ
た
か
を
論

じ
て
い
る
。
そ
の
際
、
氏
は
ク
リ
ト
ブ
ー
ロ
ス
と
ベ
ッ
サ
リ
オ
ン
と
い
う
二

人
の
人
物
を
取
り
上
げ
、
ビ
ザ
ソ
ツ
帝
国
滅
亡
後
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
展
開

を
説
明
す
る
。
ク
リ
ト
ブ
ー
ロ
ス
は
ト
ル
コ
の
支
配
を
受
け
入
れ
、
ト
ル
コ

を
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
後
継
者
と
位
置
づ
け
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
考
え
が

結
実
す
る
こ
と
は
結
局
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ベ
ッ
サ
リ
オ
ン
は
、
イ
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タ
ジ
ア
に
亡
命
し
て
精
力
的
に
古
典
の
写
本
を
収
集
、
筆
写
し
た
。
彼
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
は
西
欧
へ
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
伝
達
・
移
植
に
計
り
し
れ
な
い

意
義
を
も
っ
た
の
で
あ
る
。

　
本
論
文
は
ク
リ
ト
ブ
…
ロ
ス
と
べ
ッ
サ
リ
オ
ン
の
行
動
の
丹
念
な
分
析
に

よ
っ
て
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
か
ら
西
欧
へ
と
い
う
古
典
研
究
の
流
れ
が
開
解
に

述
べ
ら
れ
た
論
文
で
あ
る
。
た
だ
、
微
力
を
省
み
ず
に
あ
え
て
一
つ
疑
問
を

記
す
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は
第
五
章
と
も
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
古

典
文
化
と
ギ
リ
シ
ア
正
教
と
の
関
係
で
あ
る
。
氏
に
よ
る
と
古
典
文
化
は
、

「
ビ
ザ
ソ
ツ
文
化
の
薄
い
表
層
」
で
あ
り
、
一
方
通
俗
文
化
は
ギ
リ
シ
ア
正

教
と
結
び
つ
き
、
入
営
は
「
か
ろ
う
じ
て
共
存
し
て
い
た
」
。
古
典
文
化
が

支
配
層
の
文
化
で
あ
り
、
社
会
に
基
盤
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
否
定

し
な
い
。
し
か
し
先
述
し
た
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
は
ビ
ザ
ソ
ツ
帝
国
の
国
家

理
念
で
も
あ
り
、
支
配
層
や
知
識
人
と
も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
ベ
ッ

サ
リ
ォ
ソ
や
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
が
同
時
に
霊
職
老
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
る
べ

き
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
と
古
典
文
化
を
対
置
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、

双
方
が
支
配
溜
や
知
識
人
の
聞
で
ど
の
よ
う
に
融
合
し
て
い
た
か
に
も
一
層

の
注
意
を
向
け
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
（
小
林
　
功
）

　
つ
づ
く
第
八
章
で
は
藤
縄
謙
三
氏
に
よ
り
「
近
代
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
文

化
の
復
興
」
が
語
ら
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
受
容
が
西
洋

近
代
を
経
由
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
本
章
が
き
わ
め
て
現

代
的
な
問
題
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
西

洋
近
代
に
お
け
る
新
古
典
主
義
運
動
が
直
接
近
代
ギ
リ
シ
ア
建
国
に
結
び
つ

い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
西
洋
に
お
け
る
ギ
ジ
シ
ア
文
化
受
容
は
、
ギ
リ
シ

ア
民
族
の
一
貫
性
の
問
題
と
し
て
も
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
氏
に
よ
れ

ば
、
西
洋
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
復
興
は
一
四
世
紀
イ
タ
リ
ア
で
は
じ

ま
る
が
、
そ
れ
が
真
に
注
目
を
あ
つ
め
る
の
は
新
古
典
主
義
の
時
代
で
あ
る
。

造
形
美
術
の
面
で
の
ギ
リ
シ
ア
復
興
運
動
が
、
や
が
て
留
学
ギ
リ
シ
ア
人
の

活
動
と
相
ま
っ
て
ギ
リ
シ
ア
に
た
い
す
る
同
情
を
生
み
、
古
代
美
術
の
崇
拝

者
で
あ
る
バ
イ
エ
ル
ン
国
王
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
の
「
純
粋
に
文
化
的
な
野
心
」

に
も
と
つ
く
近
代
ギ
リ
シ
ア
独
立
運
動
を
招
く
に
い
た
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
新
古
典
主
義
は
、
た
と
え
ば
新
古
典
主
義
様
式
の
建
築
が
ギ
リ
シ

ア
の
地
に
建
ち
な
ら
ぶ
こ
と
に
よ
り
一
般
ギ
リ
シ
ア
人
の
精
神
を
古
典
ギ
リ

シ
ア
と
結
び
付
け
る
の
に
寄
与
し
た
が
、
神
殿
の
彩
色
一
つ
を
と
っ
て
み
て

も
普
及
し
た
古
典
ギ
リ
シ
ア
像
と
現
実
と
の
乖
離
は
な
は
だ
し
く
、
そ
の
結

果
西
洋
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
研
究
は
、
現
実
の
ギ
リ
シ
ア
を
理
解
す
る
か
、

遺
物
や
古
典
に
頼
る
か
の
選
択
の
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
源
泉
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
文
化
は
永
遠
の
価
値
を
も
つ
も
の
と
さ

れ
る
一
方
で
、
そ
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
は
実
は
「
生
活
に
密
接
に
結
び
付
い
て

お
り
」
再
現
し
が
た
い
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
や
が
て
現
代
に
い
た
り
、
古
典
語
薫
育
が
衰
退
・
縮
小
す
る
な
か
で
、
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
ギ
リ
シ
ア
は
い
か
な
る
価
値
を
も
ち
う
る
の
か
。
藤
縄
氏

は
現
代
の
研
究
者
が
と
る
べ
き
立
場
に
は
、
近
代
人
と
の
根
本
的
な
差
異
を

強
調
す
る
立
場
と
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
普
遍
性
を
強
調
す
る
立
場
の
二
つ
が

あ
る
と
し
て
、
研
究
の
高
度
な
細
分
化
が
、
野
老
の
、
い
わ
ば
ギ
リ
シ
ア
文

化
を
「
教
養
」
と
し
て
研
究
す
る
立
場
に
あ
た
え
る
影
響
を
憂
慮
す
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
こ
れ
か
ら
研
究
を
は
じ
め
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら

れ
た
課
題
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
近
代
ギ
リ
シ
ア
人
が
受
容
し
て
自
ら
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
そ
こ
に
も
と
め
た
ギ
リ
シ
ア
文
化
が
、
い
っ
た
ん
西

洋
近
代
を
経
由
し
普
遍
化
さ
れ
た
文
化
で
あ
っ
た
こ
と
が
驚
き
を
あ
た
え
る
。

い
っ
た
ん
民
族
と
切
り
離
さ
れ
て
普
遍
化
し
た
ギ
リ
シ
ア
文
化
は
、
近
代
に
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至
っ
て
接
ぎ
木
さ
れ
再
び
ギ
リ
シ
ア
人
の
民
族
意
識
を
支
え
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
本
書
を
通
観
す
る
こ
と
に
よ
り
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
地
に
い
っ

た
ん
成
立
し
た
ギ
リ
シ
ア
文
化
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
縛
代
を
へ
て
ロ
ー
マ
帝
国
に

お
い
て
普
遍
化
し
、
や
が
て
そ
の
後
畜
で
あ
る
ビ
ザ
ン
ツ
人
に
よ
っ
て
継
受

さ
れ
る
＝
カ
で
か
た
や
西
欧
を
経
由
し
て
近
代
ギ
リ
シ
ア
建
国
の
精
神
酌
バ

ッ
ク
ボ
ー
ン
と
も
な
る
に
い
た
る
過
程
を
、
読
者
は
一
望
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
と
き
お
り
感
じ
ら
れ
る
執
筆
離
間
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
も
、

本
書
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
研
究
者
に
よ
る
論
文
集
で
あ
る
以
上
む
し
ろ
当

然
の
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
寸
書
を
も
っ
て
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
継
受
の
諸
相
が
か
た
り
つ
く
さ

れ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
第
一
に
、
こ
の
書
は
第
一
章
を
の
ぞ
け
ば
、

普
遍
化
さ
れ
土
着
性
を
失
っ
た
ギ
リ
シ
ア
文
化
を
考
察
対
象
と
し
て
い
る
。

し
か
し
本
書
が
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
扇
を
へ
て
近
代
ギ
リ
シ
ア
へ
と
い
た
る
、
民

族
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
継
受
を
追
う
も
の
で
も
あ
る

以
上
、
そ
の
よ
う
な
高
度
な
文
化
だ
け
で
は
な
く
、
近
代
ギ
リ
シ
ア
へ
と
連

綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
だ
ろ
う
土
着
的
な
ギ
リ
シ
ア
文
化
に
つ
い
て
も
、

言
及
す
る
必
要
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
と
く
に
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
お
け
る
民

衆
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
継
受
の
様
態
、
あ
る
い
は
有
無
に
つ
い

て
知
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
第
八
章
で
描
か
れ
る
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
に

よ
る
近
代
ギ
リ
シ
ア
建
圏
の
叙
述
も
よ
り
輔
現
実
味
を
帯
び
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
本
書
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
前
提
と
さ
れ
て
い
る
ギ
リ
シ
ア
文
化

の
優
越
性
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
共
感
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。
と
く
に
、
近
代
の
日
本
人
が
古
典
的
な
教
養
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
文
化

へ
関
心
を
抱
く
機
縁
と
な
っ
た
西
欧
近
代
文
明
の
価
値
は
、
今
日
す
で
に
不

動
の
も
の
で
は
な
い
。
価
値
の
多
様
化
の
時
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
、
ギ
ジ
シ
ア
文
化
は
い
か
な
る
意
義
を
有
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
容
易
に

解
決
で
き
な
い
難
問
を
投
げ
か
け
て
、
本
書
は
終
わ
る
の
で
あ
る
。
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