
紀
元
前
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る

銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
性
質
と
…
機
能

紀元前四’世紀アテナイにおける銀行家ネットワークの性質と機能（杉本）

杉

本

陽
奈
子

門
要
約
】
　
従
来
の
研
究
で
は
、
前
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
の
銀
行
家
は
ポ
リ
ス
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
史
料

か
ら
は
彼
ら
が
市
民
と
も
何
ら
か
の
関
係
を
築
い
て
い
た
様
子
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
こ
の
見
解
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ

こ
で
、
本
稿
で
は
銀
行
家
の
人
的
紐
帯
を
網
羅
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
、
銀
行
家
と
ア
テ
ナ
イ
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
た
。
そ
の
結
果

明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
当
時
の
銀
行
経
営
は
人
的
紐
帯
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
り
、
銀
行
家
た
ち
は
市
民
と
の
関
係
も
積
極
的
に
利
用
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
、
他
方
で
市
民
側
も
、
銀
行
家
と
の
結
び
つ
き
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
社
会
的
状
況
に
麗
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
の
よ

う
な
人
的
紐
帯
は
、
市
民
た
ち
の
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
即
す
る
形
で
形
成
・
維
持
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
か
ら
は
ア
ウ
ト
サ
イ

ダ
ー
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
ア
テ
ナ
イ
社
会
内
部
と
密
接
に
か
か
わ
る
存
在
と
し
て
の
銀
行
家
像
が
浮
か
び
上
が
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
一
〇
〇
巻
二
号
　
二
〇
一
七
年
三
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
前
四
世
紀
の
ア
テ
ナ
イ
は
、
東
地
中
海
域
に
お
け
る
交
易
の
中
心
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ア
テ
ナ
イ
を
交
易
圏
に
含
む
海
上

交
易
商
人
た
ち
は
様
々
な
商
品
を
ア
テ
ナ
イ
の
外
港
ペ
イ
ラ
イ
エ
ウ
ス
に
運
び
込
ん
で
い
た
が
、
と
り
わ
け
、
穀
物
の
安
定
的
供
給
は
当
時
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

最
重
要
課
題
の
　
つ
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
ア
テ
ナ
イ
に
は
銀
行
業
を
営
む
者
た
ち
も
存
在
し
て
お
り
、
海
上
交
易
商
人
を
は
じ
め
と
す
る
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②

多
様
な
人
々
と
の
間
に
取
引
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
前
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
は
多
く
の
人
々
が
集
ま
り
、
活
発
な
商
業
活
動
が
行
わ
れ

て
い
た
場
所
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
ア
テ
ナ
イ
の
中
核
的
構
成
員
で
あ
る
布
民
た
ち
自
身
は
、
主
と
し
て
農
業
に
従
事
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
商
業
活
動
に
従
事
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
い
た
者
の
大
半
は
、
土
地
を
持
つ
こ
と
の
で
き
な
い
非
市
民
た
ち
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
銀
行
家
た
ち
は
、
そ
の
多
く
が
奴
隷
出
身
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
海
上
交
易
商
人
た
ち
は
物
理
的
に
ポ
リ
ス
か
ら
離
れ
て
い
る
時
間
が
長
い
こ
と
か
ら
、
ポ
リ
ス
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

員
と
し
て
の
社
会
と
の
結
び
つ
き
は
希
薄
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
従
来
の
研
究
は
、
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
商
業
従
事
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
ち
の
こ
と
を
、
ポ
リ
ス
社
会
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
る
と
し
て
説
明
し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
市
民
の
中
に
も
少
数
な
が
ら
自
ら
商
業
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

従
事
し
た
人
々
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
先
行
研
究
で
は
こ
う
し
た
一
部
の
市
民
た
ち
に
つ
い
て
も
、
通
常
の
市
民
と
は
一
払
い
難
い
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
ち
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
た
場
合
に
は
、
商
業
従
事
者
た
ち
は
一
般
的
な
ポ
リ
ス
構
成
員
と
は
性
質
の
異
な
る
人
々
で
あ
っ
た
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
本
当
に
、
彼
ら
が
ポ
リ
ス
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
史
料
か
ら
は
、
彼
ら
が
同
業
者
の
み
な
ら
ず
、
社
会
に
根
差
し
た
ア
テ
ナ
イ
市
民
た
ち
と
の
間
に
す
ら
一
定
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

係
を
築
い
て
い
た
様
子
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
商
業
従
事
者
と
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
あ

ら
た
め
て
問
い
直
す
こ
と
は
、
ア
テ
ナ
イ
社
会
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
も
、
商
業
活
動
を
支
え
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
自
体
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
も
、
重
要
な
課
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
筆
者
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、
す
で
に
前
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
で
活
動
す
る
海
上
交
易
商
人
に
注
目
し
た
分
析
を
行
っ
て
お
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

こ
で
は
、
ア
テ
ナ
イ
に
よ
る
穀
物
供
給
対
策
が
、
商
人
の
人
的
紐
帯
と
相
互
に
影
響
を
与
え
合
う
中
で
実
現
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。
し
か

し
、
そ
の
分
析
に
際
し
て
は
、
顕
彰
や
商
業
裁
判
と
い
っ
た
制
度
面
に
焦
点
を
絞
っ
た
た
め
、
そ
れ
以
外
の
部
分
に
お
い
て
商
業
従
事
者
と
社

会
と
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
銀

2　（234）



紀元鳶四世紀アテナイにおける銀行家ネットワークの性質と機能（杉本〉

行
家
を
対
象
と
し
て
考
察
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
銀
行
家
に
注
臼
す
る
の
は
、
海
上
交
易
商
人
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
史
料

は
前
述
の
よ
う
な
制
度
に
関
す
る
も
の
が
大
半
で
あ
る
の
に
対
し
、
銀
行
家
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
外
の
面
で
の
社
会
と
の
交
流
を
示
唆
す
る

史
料
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
れ
は
、
単
に
多
く
の
情
報
が
得
ら
れ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
銀
行
家
と
ア
テ
ナ
イ
社
会
と
の
か
か
わ

り
に
つ
い
て
深
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
金
銭
や
物
品
を
貸
し
た
り
預
か
っ
た
り
す
る
と
い
う

銀
行
業
務
の
特
殊
性
は
、
銀
行
家
た
ち
が
他
の
商
業
従
事
者
以
上
に
幅
広
い
人
々
と
結
び
つ
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
た
め
、
そ
の
よ
う
な
人
的
紐
帯
の
形
成
に
際
し
て
ア
テ
ナ
イ
社
会
が
何
ら
か
の
形
で
か
か
わ
っ
て
い
た
可
能
性
を
、
独
自
に
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
銀
行
家
は
海
上
交
易
商
人
と
も
接
点
を
有
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
の
考
察
を
と
お
し
て
、
商
人
に
関
す
る
旧
稿

の
議
論
を
、
さ
ら
に
広
い
視
座
の
下
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
理
由
か
ら
、
本
稿
で
は
銀
行
家
と
ア
テ
ナ
イ
社
会
と
の
か
か
わ
り
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
銀
行
業
を
支
え
て
い
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、

ア
テ
ナ
イ
社
会
に
と
っ
て
銀
行
家
の
存
在
が
有
し
て
い
た
意
味
と
を
示
す
こ
と
を
、
最
終
的
な
目
標
と
し
た
い
。

　
史
料
名
等
の
略
号
は
、
ψ
閏
0
3
σ
δ
甕
Φ
磐
〉
．
G
∩
℃
鋤
芝
8
倒
け
『
．
き
α
国
炉
睡
陶
山
ぎ
。
箋

（O

揀
ﾖ
．
）
■
S
、
罷
○
さ
ミ
O
奢
鈎
凡
q
ミ
b
㌧
無
§
ミ
送
．
心
【
7
①
創
‘
○
×
8
巳
』
O
冨
に
依
拠

す
る
。
ま
た
、
本
文
中
の
引
用
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
試
訳
で
あ
り
、
訳
文
中
の

丸
括
弧
は
筆
者
に
よ
る
補
い
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
語
の
長
母
音
は
原
則
と
し
て
無

視
し
、
弓
の
音
に
つ
い
て
は
、
「
フ
ェ
ニ
キ
ア
」
等
償
例
と
な
っ
て
い
る
も
の
を

除
き
バ
行
で
表
す
。
な
お
、
注
で
言
及
す
る
研
究
文
献
は
、
初
出
時
を
除
き
「
著

者
名
＋
（
出
版
年
）
＋
ペ
ー
ジ
番
号
」
と
い
う
形
で
表
記
す
る
。

①
9
［
〉
器
醗
．
】
》
ミ
℃
ミ
轟
ω
9
戯
一
↓
9
ρ
b
。
．
ω
。
。
｝
×
①
コ
■
忘
象
ω
．
一
山

②
銀
行
家
に
つ
い
て
の
史
料
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
前
四
世
紀
に
関
す
る
も
の
で

　
あ
る
。
し
か
し
、
b
づ
．
〉
ξ
戯
ゆ
q
．
↓
冨
裳
田
舞
㊦
磐
α
H
B
O
ぎ
p
。
件
δ
豊
凶
＞
9
①
霧
．

　
0
7
自
⊃
昌
ぴ
q
①
臨
ω
0
9
巴
G
り
q
儒
O
ε
「
Φ
　
勉
昌
鳥
閣
O
O
郎
O
饗
ざ
　
ぎ
菊
．
○
ω
σ
9
P
①
　
（
Φ
鳥
シ

　
b
鴨
腎
ミ
§
晦
き
Q
ム
ミ
ミ
職
自
隔
、
O
ミ
一
軸
ミ
ミ
沁
帖
唱
O
ミ
欺
Q
ミ
毎
憶
ひ
　
ト
暁
鷺
、
ミ
N
ミ
魯

　
、
ミ
ミ
恥
魯
書
、
ミ
ミ
、
ミ
ミ
q
物
色
鮎
黛
恥
o
O
O
し
。
Ω
O
餌
日
σ
深
山
鴨
b
O
O
メ
O
P
ミ
…
恥
ω
特

　
に
薯
．
ω
？
ω
N
お
は
、
こ
の
こ
と
は
前
五
世
紀
に
銀
行
家
が
存
在
し
な
か
っ
た

　
こ
と
の
誰
拠
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
。

③
9
日
ω
。
最
〉
讐
霞
ぎ
。
。
b
d
Φ
〈
。
巳
〉
け
什
冨
”
↓
露
－
評
§
ぎ
α
q
鋤
巳
H
8
ロ
巴
巴

　
幻
①
8
〈
姑
く
ぎ
誓
①
ω
①
8
ロ
α
〉
夢
①
甑
簿
コ
ピ
＄
ぴ
q
瓢
ρ
聖
誕
ミ
凡
黛
①
溌
N
O
H
姻
℃
℃
．

　
お
鳥
①
特
に
℃
．
O
◎
o
■

④
　
即
切
o
o
q
器
苫
¢
ロ
§
§
ミ
恥
ミ
ぴ
§
q
ミ
恥
誘
魯
鳩
お
、
塁
q
隷
り
偽
滝
ミ
ミ
勲
ピ
Φ
5
撃
．

　
一
Φ
Φ
o
O
、
ロ
P
ω
○
○
①
－
ω
○
○
鱒

⑤
9
麟
ζ
8
置
。
ヨ
Φ
蔓
、
、
ζ
①
容
冨
g
ω
ぎ
巳
。
｛
O
O
ヨ
．
　
Ω
臨
N
窪
ω
p
巳

　
司
O
「
Φ
一
讐
興
ω
ぎ
9
Φ
〉
普
①
巳
鋤
切
Ω
鎚
ぎ
日
話
α
ρ
⑦
Q
O
一
」
O
O
Q
◎
O
P
恥
㌣
①
搾
℃
．

　
ζ
∩
図
Φ
9
三
ρ
9
駐
ミ
Q
蕩
ミ
咋
、
ミ
O
鳶
寒
O
一
旦
象
§
き
馬
き
杣
ミ
ミ
O
§
、
ミ
這
し
。
．
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9
’
い
。
蝕
。
瓢
凶
巳
窯
①
≦
＜
o
毎
レ
リ
Q
。
9
薯
」
G
。
O
山
Q
。
岬
○
鐸
力
Φ
巴
、
さ
、
ミ
ミ
鴨

　
↓
ミ
魯
誘
§
ミ
鴨
き
ミ
§
咋
Q
越
寒
§
、
ミ
、
O
餌
B
σ
鼠
α
o
Q
ρ
悼
8
ω
一
軸
．
総
－
曾
・

⑥
9
ζ
。
囚
ω
面
罵
Φ
（
6
。
。
O
）
薯
．
甲
伊
嵩
。
。
幽
郵
℃
．
≦
濠
9
卜
§
織
N
鳶
§
織

　
し
ロ
ミ
さ
§
薦
§
郎
ミ
§
嚇
、
臥
㌧
、
N
§
鈎
O
食
。
ヨ
σ
ユ
匹
σ
q
ρ
6
0
ど
暑
』
8
目
窪

⑦
ア
テ
ナ
イ
市
民
の
中
で
商
業
に
従
事
し
て
い
る
海
上
交
易
商
人
と
し
て
は
、
例

　
え
ば
、
門
U
Φ
彗
．
｝
ω
㎝
．
お
蒜
O
Φ
ヨ
］
心
ρ
置
山
○
。
一
U
Φ
巳
．
G
日
鉾
㎝
藁
ρ
H
煙
》
口
α
o
o
．
ピ

　
5
刈
を
参
照
。
銀
行
家
に
つ
い
て
は
、
四
目
り
．
O
o
冨
鐸
導
き
§
§
N
肉
§
§
塁

　
§
織
の
O
ら
融
電
、
申
し
。
§
ミ
鳩
お
、
Q
葱
象
職
戸
狩
ぎ
O
ω
8
戸
H
O
り
ト
⊃
も
．
刈
ρ
P
瀧
を
参

　
照
。

⑧
例
え
ば
、
ア
ン
ド
キ
デ
ス
が
亡
命
中
に
商
業
活
動
を
行
っ
て
い
た
こ
と

　
（
〉
コ
ロ
O
O
．
　
ピ
　
一
〇
Q
刈
）
は
、
そ
の
典
型
例
と
み
な
さ
れ
る
。
○
羽
色
。
内
Φ
窪
鉱
㊦

　
（
お
○
。
Φ
）
O
」
Q
。
ビ
丙
①
①
α
（
卜
。
O
O
ω
｝
薯
」
8
山
b
O
心
．

⑨
銀
行
家
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
二
章
、
第
三
章
の
分
析
を
参
照
。

⑩
拙
稿
「
紀
元
前
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
穀
物
供
給
政
策
と
海
上
交
易
商

　
人
」
『
史
林
㎞
九
七
－
五
、
二
〇
　
四
年
、
一
～
三
二
頁
。
近
年
、
O
．
↓
契
δ
肘

　
山
口
α
囚
．
≦
四
ω
ω
o
℃
〇
三
〇
ω
（
①
鉱
ω
シ
G
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
跨
黛
秘
ミ
さ
勘
き
漣
恥
§
ミ
鴨

　
毎
ミ
凡
鴨
ミ
Q
惹
導
き
ミ
猟
○
×
8
戦
鼻
卜
o
O
額
の
よ
う
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
世
界
の

　
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
焦
点
を
絞
っ
た
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
前
四

　
世
紀
ア
テ
ナ
イ
の
商
業
従
事
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
ほ

　
と
ん
ど
目
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
個
別
的
な

　
人
的
紐
帯
と
、
そ
れ
ら
の
集
合
体
と
を
区
別
す
る
に
際
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
人
的

　
紐
帯
漏
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
い
う
薦
語
を
用
い
た
。
た
だ
し
、
本
稿
の
大
部
分

　
で
は
そ
れ
ら
を
厳
密
に
区
別
す
る
必
要
は
な
い
た
め
、
両
者
は
し
ば
し
ば
互
換
可

　
能
な
も
の
と
し
て
屠
い
ら
れ
て
い
る
。
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第
㎜
章
　
先
行
研
究
と
問
題
の
所
在

第
一
節
　
前
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
の
銀
行
に
関
す
る
史
料
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
銀
行
は
讐
ト
ラ
ペ
ザ
も
晋
。
。
費
」
、
銀
行
家
は
「
ト
ラ
ペ
ジ
テ
ス
も
§
c
。
q
2
の
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
古
代
ギ
リ

シ
ア
世
界
の
銀
行
業
に
つ
い
て
体
系
的
な
研
究
を
行
っ
た
し
σ
o
m
器
詳
に
よ
れ
ば
、
前
五
世
紀
末
か
ら
前
書
世
紀
の
問
に
ア
テ
ナ
イ
で
活
動
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
銀
行
家
と
し
て
は
、
二
五
名
の
盤
景
を
史
料
中
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
大
半
は
断
片
的
な
言
及
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

銀
行
に
つ
い
て
最
も
ま
と
ま
っ
た
情
報
を
提
供
す
る
の
は
、
主
と
し
て
パ
シ
オ
ン
の
銀
行
に
か
か
わ
る
法
廷
弁
論
で
あ
る
。

　
元
々
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
と
ア
ル
ケ
ス
ト
ラ
ト
ス
の
奴
隷
で
あ
っ
た
パ
シ
オ
ン
は
、
前
四
世
紀
初
頭
ま
で
に
彼
ら
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
銀
行
を
も
譲
り
受
け
た
。
彼
は
奴
隷
た
ち
を
用
い
て
銀
行
を
経
営
し
、
前
賢
九
四
／
三
年
か
ら
三
七
六
年
の
問
の
い
ず
れ
か
の
時
点
に
お
い
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て
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
経
済
的
功
績
に
よ
り
ア
テ
ナ
イ
市
民
権
を
獲
得
し
た
後
、
前
三
七
〇
年
代
末
に
は
銀
行
経
営
を
解
放
奴
隷
ポ
ル
ミ
オ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
ゆ
だ
ね
、
前
三
七
〇
／
六
九
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
ポ
ル
ミ
オ
ン
は
そ
の
激
雷
に
従
い
パ
シ
オ
ン
の
妻
ア
ル
キ
ッ
ペ
を
照
る
が
、
パ
シ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ン
と
ア
ル
キ
ッ
ペ
の
問
に
は
、
ア
ポ
ロ
ド
ロ
ス
と
パ
シ
ク
レ
ス
と
い
う
息
子
た
ち
が
い
た
。
こ
の
う
ち
ア
ポ
ロ
ド
ロ
ス
は
、
ア
テ
ナ
イ
で
市
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
し
て
政
治
活
動
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
入
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ア
ポ
ロ
ド
ロ
ス
が
訴
訟
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
弁
論
の
う

ち
伝
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
法
廷
弁
論
第
五
二
番
、
四
九
番
、
三
六
番
の
三
編
、
お
よ
び
、
パ
シ
オ
ン
が
被
告
と
さ
れ
て
い
る
イ
ン
ク
ラ
チ
ス
法
廷
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

論
難
一
七
番
が
、
前
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
の
銀
行
業
に
つ
い
て
の
主
要
史
料
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
法
廷
弁
論
に
加

え
て
、
他
の
銀
行
家
に
関
す
る
史
料
も
含
め
て
総
合
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
蒔
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
銀
行
家
の
特
徴
を
明
ら
か
に

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
次
に
、
前
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
で
の
銀
行
業
務
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
次
節
で
あ
ら
た
め
て
言
及
す
る
よ
う
に
、
史
料
か
ら
は
、
銀

行
が
預
金
や
貸
付
と
い
っ
た
業
務
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
銀
行
家
が
利
用
者
の
た
め
に
証
人
や
保
証
人
を
つ
と
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

て
い
る
事
例
も
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
銀
行
業
務
に
関
す
る
史
料
は
極
め
て
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
情
報
を
ど
の
程
度
一
般
化
で

き
る
の
か
と
い
う
問
題
を
常
に
は
ら
ん
で
い
る
た
め
、
特
に
銀
行
業
務
全
体
の
中
で
預
金
や
貸
付
が
ど
の
程
度
の
比
重
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ

た
か
に
つ
い
て
は
・
議
論
が
大
き
く
分
か
れ
て
い
㊥
・
ま
た
・
銀
行
が
こ
れ
ら
の
他
に
両
替
業
務
も
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
・

こ
れ
に
つ
い
て
も
直
接
的
な
証
拠
は
乏
し
く
、
商
業
の
活
発
化
に
伴
い
両
替
の
必
要
性
が
高
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
状
況
証
拠
に
大
き
く
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

黒
し
た
兇
解
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
銀
行
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
具
体
的
な
事
例
に
基
づ
い
た
議
論
を
展
開
す
る
余

地
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
わ
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
む
し
ろ
、
銀
行
業
務
を
支
え
て
い
た
基
盤
自
体
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

5　（237）



第
二
節
　
銀
行
業
に
つ
い
て
の
先
行
研
究

　
さ
て
、
前
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
の
銀
行
業
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
古
代
経
済
の
性
質
を
め
ぐ
る
～
九
世
紀
末
以
来
の
論
争
の
中
で
す
す
め
ら
れ

　
　
⑪

て
き
た
。
こ
れ
は
、
古
代
経
済
を
原
始
的
な
も
の
と
み
な
す
立
場
（
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
）
と
近
代
的
な
も
の
と
み
な
す
立
場
（
モ
ダ
ニ
ズ
ム
）

と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
議
論
で
あ
り
、
と
り
わ
け
一
九
七
〇
年
代
以
降
に
は
蒙
巳
①
《
の
研
究
の
影
響
を
受
け
た
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
優
位
を
占
め
る
に
至
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
も
収
束
す
る
こ
と
な
く
継
続
し
て
き
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
中
で
考
察
が
す
す

め
ら
れ
た
結
果
、
先
行
研
究
で
は
銀
行
業
務
の
経
済
的
意
義
に
議
論
が
集
中
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
申
で
特
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

論
点
が
、
銀
行
に
よ
る
貸
付
と
預
金
の
性
格
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
貸
付
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
嫁
資
の
支
払
い
や
賓
客
の
接
待
と
い
っ
た
消
費
分
野
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
商
業
的
利
益
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

追
求
す
る
よ
う
な
生
産
分
野
に
も
広
が
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
、
さ
ら
に
は
、
銀
行
が
海
上
貸
付
を
行
っ
た
か
否
か
と
い
う
点
が
主
た
る
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

点
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
預
金
に
つ
い
て
は
、
利
子
が
支
払
わ
れ
た
か
否
か
に
議
論
が
集
中
し
て
い
る
。
し
か
し
、
銀
行
業
務
の
内
容
に
つ

い
て
は
史
泥
中
の
断
片
的
な
情
報
を
手
が
か
り
と
し
て
推
測
せ
ざ
る
を
得
な
い
た
め
、
研
究
者
の
間
で
は
、
同
じ
史
料
を
用
い
な
が
ら
も
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

が
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。

　
こ
う
し
た
中
で
、
銀
行
家
の
人
的
紐
帯
に
ま
で
考
察
が
及
ん
で
い
る
の
が
、
ζ
籠
Φ
＃
、
O
o
げ
Φ
誹
、
ω
ぼ
冥
§
の
研
究
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

黒
影
①
口
は
、
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
私
的
貸
付
に
つ
い
て
銀
行
に
限
ら
ず
網
羅
的
に
分
析
す
る
中
で
、
ア
テ
ナ
イ
市
民
の
問
で
は
相
互
扶
助
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

な
無
利
子
貸
付
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
と
結
論
づ
け
た
。
つ
ま
り
、
彼
に
よ
れ
ば
、
通
常
の
市
民
は
こ
こ
か
ら
貸
付
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
銀
行
を
利
用
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
銀
行
の
利
用
者
で
あ
っ
た
の
は
、
何
ら
か
の
事
情
で
こ

の
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
で
き
な
い
一
部
の
市
民
や
、
非
市
民
と
い
っ
た
、
社
会
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ

⑲
る
。
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こ
れ
に
対
し
○
○
げ
Φ
ゆ
と
ω
三
尊
。
⇔
は
、
帯
民
間
の
貸
付
と
銀
行
に
よ
る
貸
付
は
、
≦
｝
｝
①
露
の
よ
う
に
完
全
に
異
質
な
も
の
と
み
な
す
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
。
ま
ず
0
9
窪
は
、
銀
行
も
無
利
子
貸
付
を
行
う
場
合
が
あ
る
こ
と
や
、
市
民
間
の
貸
付
に
も
商
業
的
側

面
が
見
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
貸
付
を
単
に
無
利
子
で
あ
る
と
い
う
特
徴
に
よ
っ
て
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

　
　
⑳

論
じ
る
。
一
方
ω
三
竿
。
⇒
は
、
ζ
筐
①
雰
が
銀
行
の
貸
付
を
イ
ン
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
性
格
の
も
の
だ
と
想
定
し
て
い
る
こ
と
を
厳
し
く
批
判
す
る
。

す
な
わ
ち
、
彼
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
は
銀
行
の
貸
付
も
ま
た
利
用
者
と
の
私
的
な
友
好
関
係
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
な
貸
付
は
ポ
リ
ス
の
価
値
観
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ア
テ
ナ
イ
社
会
に
浸
透
す
る
素
地
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
彼
は
銀
行
に
よ
る
貸
付
と
そ
の
他
の
私
的
貸
付
と
の
比
較
を
と
お
し
て
、
銀
行
に
は
市
民
、
非
市
民
、
富
裕
エ
リ
ー
ト
、
貧
し
い
商
人

の
金
銭
を
統
合
す
る
機
能
が
あ
っ
た
と
論
じ
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
銀
行
に
よ
る
預
金
・
貸
付
業
務
が
、
市
民
と
非
市
民
の
様
々
な
経
済
領
域
を

相
互
に
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
銀
行
を
ア
テ
ナ
イ
社
会
か
ら
切
り
離
し
て
と
ら
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
る
ζ
已
①
露
説
へ
の
批
判
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
節
問
題
の
所
在

　
以
上
で
概
観
し
た
先
行
研
究
の
問
題
点
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
多
く
は
銀
行
に
よ
る
貸
付

と
預
金
の
性
格
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
の
、
史
料
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
特
定
の
事
例
を
例
外
視
す
る
か
否
か
に

よ
っ
て
、
浮
か
び
上
が
る
像
が
大
幅
に
異
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
状
況
に
あ
る
。
O
o
ぴ
窪
は
、
こ
れ
が
従
来
の
計
量
的
な
分
析
手
法
に
起
因

す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
史
料
の
質
的
分
析
を
行
う
必
要
性
を
強
調
し
て
お
り
、
こ
の
主
張
に
は
～
定
の
説
得
力
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
⑬

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
O
o
心
情
自
身
の
分
析
に
も
ま
た
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
銀
行
に
よ
る
預
金
と
貸
付
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

当
時
の
ア
テ
ナ
イ
経
済
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
経
済
上
の
貢
献
が
実
際
に
ど
の
程
度

の
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
史
料
的
根
拠
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
旦
ハ
体
的
な
銀
行
業
務
の
内
容
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自
体
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
て
は
、
パ
シ
オ
ン
の
銀
行
以
外
に
つ
い
て
十
分
な
検
証
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
に
直
面
す
る
問
題
で
あ
る

と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
複
数
の
銀
行
家
た
ち
に
関
し
て
得
ら
れ
る
よ
う
な
情
報
、
す
な
わ
ち
、
人
的
紐
帯

に
注
目
す
る
こ
と
が
膚
効
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
銀
行
家
の
人
的
紐
帯
を
網
羅
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
に
共
通
し
て

見
ら
れ
る
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
銀
行
家
た
ち
は
ア
テ
ナ
イ
市
民
を
含
む
多
様
な
人
々
と
結
び
つ
い

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
手
法
で
考
察
を
す
す
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
、
銀
行
家
の
人
的
紐

帯
と
ア
テ
ナ
イ
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
を
行
っ
た
場
合
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
屋
　
①
陣
が
銀
行
を
ア
テ
ナ
イ
社
会
の
外
部
に
位
置
づ
け
て

い
る
こ
と
に
対
し
て
、
O
o
冨
φ
と
○
。
ぼ
営
8
が
重
要
な
反
論
を
行
っ
て
い
る
点
が
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
主
眼
は
あ
く
ま
で
も
、

市
民
と
非
市
民
と
の
経
済
領
域
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
あ
る
た
め
、
ア
テ
ナ
イ
社
会
内
部
に
張
り
巡
ら
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

と
の
関
係
自
体
に
関
し
て
は
、
十
分
に
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ζ
已
Φ
暮
が
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
社
会
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
を
切
り
離
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
積
極
的
な
修
正
が
加
え
ら
れ
る

こ
と
の
な
い
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
た
め
、
利
用
者
以
外
の
者
と
の
関
係
も
含
め
、
銀
行
家
が
様
々
な
人
々
と
の
間

に
結
ん
で
い
た
人
的
紐
帯
を
考
察
対
象
と
し
、
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
テ
ナ
イ
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
再
考
す

る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ω
群
馬
。
⇒
が
預
金
や
貸
付
に
よ
る
金
銭
の
動
き
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
稿
で
は
人
的
紐

帯
の
機
能
自
体
を
考
察
の
中
心
に
据
え
、
そ
の
網
羅
的
な
分
析
を
行
う
こ
と
で
、
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
ζ
瞭
Φ
菖

説
に
修
正
を
迫
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
ア
テ
ナ
イ
市
民
と
の
関
係
が
部
分
的
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
例
え
ば
O
o
ぼ
Φ
⇒
は
、
当
時

の
ア
テ
ナ
イ
で
は
、
銀
行
家
の
奴
隷
や
妻
と
い
っ
た
オ
イ
コ
ス
構
成
員
が
利
用
者
と
の
人
的
紐
帯
や
情
報
・
技
術
を
保
持
す
る
と
い
う
、
パ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ソ
ナ
ル
な
形
で
の
銀
行
経
営
が
行
わ
れ
て
い
た
と
論
じ
る
。
た
だ
し
、
彼
の
議
論
は
オ
イ
コ
ス
の
機
能
に
重
点
を
置
い
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
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言
及
さ
れ
て
い
る
銀
行
家
の
人
的
紐
帯
は
決
し
て
網
羅
的
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
彼
は
、
非
市
民
の
銀
行
家
が
市
民
身
分
の
協
力
者
を
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
こ
と
で
、
土
地
所
有
権
の
欠
如
と
い
っ
た
業
務
上
の
障
壁
を
も
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
単
に
市
民
権
を

有
す
る
者
と
の
結
び
つ
き
を
列
挙
す
る
だ
け
で
は
、
銀
行
家
と
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
十
分
に
明
ら
か
と
な
っ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
市
民
が
実
際
に
は
極
め
て
例
外
的
で
あ
っ
た
り
、
社
会
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
た
り
す
る
な
ら
ば
、
彼

ら
の
存
在
は
、
≦
犬
馬
説
に
対
す
る
有
効
な
反
証
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
考
察
に
際
し
て
は
、
そ
の
よ
う
に
銀
行
家
と
結
び

つ
い
て
い
た
市
民
た
ち
自
身
が
社
会
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
を
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
岩
田
は
、
当
時
の
銀
行
が
将
軍
や
ト
リ
エ
ラ
ル
コ
ス
の
資
金
供
給
源
と
な
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
人
的
紐
帯
の
性
質
自
体

に
つ
い
て
は
立
ち
入
っ
た
考
察
を
行
っ
て
い
な
い
た
め
、
彼
ら
が
な
ぜ
銀
行
を
そ
の
よ
う
に
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
⑳

と
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
銀
行
家
と
結
び
つ
い
て
い
る
他
の
市
罠
た
ち
の
事
例
と
も
照
ら
し
合
わ
せ
つ
つ
、
あ
ら

た
め
て
説
明
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
も
、
銀
行
家
の
人
的
紐
帯
の
全
体
像
を
提
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
う
し
た
銀
行
家
が
利
用
者
お
よ
び
そ
れ
以
外
の
人
々
と
の
間
に
結
ん
で
い
た
人
的
紐
帯
の
総
体
を
「
銀
行
家
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
と
呼
び
、
こ
れ
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
分
析
を
行
う
こ
と
で
、
ア
テ
ナ
イ
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
目
を
向
け
つ
つ
、
次
の
三
点
を

明
ら
か
に
し
た
い
。
第
一
に
、
銀
行
経
営
に
と
っ
て
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
性
質
と
そ
の
機
能
、
第
二
に
、
そ
う
し
た
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

特
徴
、
第
三
に
、
ア
テ
ナ
イ
社
会
に
と
っ
て
の
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
検
討
を
と
お
し
て
、
当
時
の
商
業

活
動
の
一
つ
で
あ
る
銀
行
業
に
関
し
て
、
実
際
の
運
営
面
を
支
え
て
い
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
提
示
す
る
と
同
時
に
、
こ
う
し
た
銀
行
家
た
ち
の
活

動
の
場
と
な
っ
て
い
た
ア
テ
ナ
イ
社
会
に
つ
い
て
も
、
そ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

①
　
し
d
o
ぴ
q
器
「
昏
㊤
Φ
。
。
）
O
℃
．
ω
刈
－
随
一
．
な
お
、
こ
れ
ら
が
近
代
的
な
銀
行
と
同
様
の
業

　
務
を
行
っ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
様
々
な
議
論
が
あ
る
が
、
先
行
研
究
で

は
伝
統
的
に
〔
銀
行
」
と
い
う
表
記
が
採
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
も

こ
れ
に
従
う
こ
と
と
す
る
。
銀
行
お
よ
び
銀
行
家
の
定
義
を
め
ぐ
っ
て
は
、
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只
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。
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②
b
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①
長
6
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）
℃
p
①
飾
縄

③
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経
緯
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い
て
は
詳
細
が
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が
、
旨
O
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お
＜
①
9

　
中
腎
ミ
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§
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×
8
巳
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P
嶺
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路
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、
パ
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ン
が
当
初
は
銀
行
を
賃
借
し
、
そ
の
後
購
入
し
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
れ

　
ら
の
銀
行
家
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、
嵩
じ
d
o
貫
昌
○
戸
Q
房
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四
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O
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．
合
．
Q
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帆
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が
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後
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［
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．
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ω
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述
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。

⑥
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ポ
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。
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陣
菖
日
Φ
び
O
即
鄭
ω
帥
P
位
簿
Φ
ω
日
日
O
窪
『
Φ
O
h
O
器
臨
け
β
蛸
〇
二
「
夢
－

　
O
零
2
崎
〉
昏
2
ω
し
口
や
Ω
惑
う
ω
ω
ざ
図
噛
頴
8
匹
塁
’
き
α
○
即
≦
三
け
鼠
冨
居

　
（
の
飢
印
）
’
↓
ミ
忌
月
導
鴨
冨
謹
N
§
叩
肉
q
ミ
§
塁
喝
¢
σ
Φ
甚
免
Φ
メ
笛
。
。
ω
層
℃
O
．
ω
甲
総
特
に

　
や
心
ω
も
、
こ
れ
を
支
持
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。

⑭
薫
．
両
．
誤
。
無
熱
。
ロ
■
〉
≦
睾
。
ハ
〉
跨
。
巳
き
b
ご
磐
箆
口
α
q
’
§
ω
①
」
ゆ
刈
O
も
p

　
卜
。
卜
。
魁
－
ト
の
命
特
に
O
P
卜
⊃
卜
。
命
鄭
。
ω
O
I
鳴
Q
。
G
。
…
¢
両
．
O
O
げ
Φ
鋒
O
o
日
日
曾
9
巴
い
Φ
巳
冒
ぴ
q
σ
団

　
〉
菩
①
臣
鋤
p
b
u
讐
障
斡
Ω
δ
ヨ
。
艮
。
悶
巴
着
陣
Φ
ω
き
餌
哨
。
話
諺
剛
。
竃
Φ
昏
＆
o
δ
讐
噂

　
亀
鳶
。
。
㎝
」
ゆ
⑩
O
■
℃
℃
．
旨
刈
山
Φ
O
特
に
P
冨
ω
一
い
．
竃
．
Ω
岱
ω
臨
富
■
6
0
0
ヨ
Φ
〉
魯
Φ
9
ω

　
o
団
ζ
8
0
《
§
、
ρ
H
㊤
刈
O
も
O
」
相
－
A
ω
は
、
b
づ
o
o
q
器
誹
の
解
釈
を
退
け
て
お
り
、

　
と
り
わ
け
O
o
7
曾
は
、
ゆ
。
鴇
①
諄
は
～
一
例
中
二
例
の
み
が
生
産
的
牲
格
で
あ

　
つ
た
と
す
る
も
の
の
、
残
り
九
例
が
消
費
的
性
格
で
あ
っ
た
こ
と
は
示
し
て
い
な

　
い
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
計
景
的
な
分
析
手
法
自
体
を
問
題
書
す
る
。

⑮
銀
行
に
よ
る
海
上
貸
付
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
示
す
直
接
的
な
史
料
が

　
さ
ら
に
乏
し
い
状
況
に
あ
る
。
箭
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
で
は
、
海
上
交
易
商
人
に
対

　
す
る
海
上
貸
付
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
吏
料
中
に
は
、
銀
行
家
が
そ
の

　
貸
し
手
を
つ
と
め
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
事
例
が
～
例
も
確
認
で
き
な
い
の

　
で
あ
る
。
銀
行
家
が
海
上
交
易
商
人
に
貸
付
を
行
っ
た
事
例
は
、
［
U
①
8
］
ω
ρ

　
①
喝
に
一
例
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、
こ
れ
は
厳
密
に
は
海
上
貸
付
で
は
な
く
、
甥

　
の
者
へ
の
借
金
返
済
の
た
め
に
融
資
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
研
究
者
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た
ち
は
、
Ω
・
竃
・
O
巴
ロ
。
⊆
戸
S
ぎ
導
窃
町
田
§
始
卜
懸
章
態
§
§
咋
郎
ミ
鴨
誠
■

　
O
臨
。
騨
α
Q
ρ
お
ト
σ
O
噂
ロ
．
｝
O
卯
ゆ
。
ゆ
q
器
嵩
（
お
①
Q
O
＞
O
P
ω
綬
1
ω
㎝
刈
、
ω
お
一
ω
刈
9
凸
｝
1
自
卯

　
じ
σ
o
α
q
器
「
葺
㊤
G
。
9
0
0
．
卜
○
『
山
O
抽
ω
ゆ
伽
q
興
p
。
コ
ユ
ロ
雪
ω
Φ
只
6
刈
㎝
）
P
o
。
G
。
の
よ
う
に
、
そ

　
の
こ
と
を
根
拠
に
銀
行
に
よ
る
海
上
貸
付
業
務
は
～
般
的
で
は
な
か
っ
た
と
す
る

　
立
場
と
、
Ω
塁
置
轟
（
6
刈
O
）
ロ
P
卜
。
9
鼻
ω
　
頃
甲
邑
Φ
σ
①
ρ
9
Φ
ぎ
罵
Φ
鼻
艘

　
じ
d
o
〈
o
、
幹
Φ
笙
賢
σ
q
ω
匹
器
ω
Φ
コ
ー
ヨ
〉
仁
ω
ω
Φ
瓢
7
糞
。
口
α
①
｝
＞
9
Φ
冨
。
。
一
ヨ
命
冨
げ
居
江
口
口
α
①
嵩
ダ

　
F
N
．
」
コ
濁
．
○
≦
①
δ
穽
。
嘗
（
①
e
’
ミ
、
隷
ミ
象
討
鳴
℃
ミ
町
臼
藻
汐
越
噂
き
謡
ミ
N
へ
謡
堕

　
§
薄
ミ
直
ゆ
①
三
芦
お
謹
顧
℃
℃
．
a
㌣
認
O
特
に
O
や
お
O
I
お
舎
雪
げ
。
日
℃
ω
0
5
（
巳
刈
9

　
暑
』
ω
α
山
ω
メ
伊
藤
貞
夫
噌
古
典
期
の
ポ
リ
ス
社
会
』
岩
波
書
店
、
～
九
八
一
年
、

　
二
一
七
～
二
二
六
頁
｝
O
o
げ
窪
P
㊤
O
鰻
琶
」
ω
中
｝
α
O
の
よ
う
に
、
海
上
交
易
商
人

　
が
何
ら
か
の
形
で
銀
行
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
に
基
づ
い
て
、
銀
行

　
家
も
ま
た
海
上
貸
付
を
行
っ
て
い
た
と
判
断
す
る
立
場
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
た

　
だ
し
、
↓
『
o
ヨ
℃
。
・
o
良
一
㊤
お
）
ロ
P
卜
。
幽
？
卜
。
凸
は
銀
行
が
海
上
貸
付
の
重
要
な
提
供

　
者
で
は
な
か
っ
た
と
み
な
す
。
ま
た
、
H
（
窯
．
芝
．
Q
り
三
冥
o
P
↓
ぎ
℃
臥
く
曽
Φ

　
じ
σ
9
。
臣
『
ω
ぎ
閃
。
仁
「
讐
－
O
①
箕
¢
「
鴇
じ
d
■
ρ
〉
跨
Φ
鵠
ω
　
〉
芋
窪
ロ
O
鑓
尻
鉾
G
O
鼻
刈
レ
㊤
㊤
N

　
箸
．
ω
⑩
甲
命
卜
。
特
に
薯
．
島
甲
爵
O
は
、
銀
行
が
海
上
貸
付
を
行
っ
た
か
否
か
と

　
い
う
問
い
の
立
て
方
自
体
を
批
判
し
、
代
わ
り
に
、
銀
行
が
海
上
交
易
を
促
進
し

　
た
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
を
す
す
め
て
い
る
。
な
お
、
前
四
世
紀
ア
テ
ナ

　
イ
で
は
、
船
ま
た
は
積
み
荷
を
抵
当
と
す
る
海
上
貸
付
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の

　
特
徴
と
し
て
は
、
高
利
子
で
あ
る
一
方
で
、
商
船
が
難
破
し
た
際
に
は
返
済
義
務

　
が
免
除
さ
れ
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
海
上
貸
付
に
つ
い
て
は
、

　
H
。
。
四
Φ
q
興
塁
α
出
霧
ω
Φ
只
H
零
㎝
）
O
P
刈
や
○
。
鼻
前
沢
伸
行
「
紀
元
前
五
、
四
世
紀
の
ア

　
テ
ナ
イ
に
お
け
る
海
上
貿
易
と
警
α
0
9
乱
『
西
洋
古
典
学
研
究
』
二
五
、
一
九
七

　
七
年
、
四
三
～
五
三
頁
を
参
照
。

⑯
貸
付
の
性
質
を
め
ぐ
る
議
論
同
様
、
利
子
に
つ
い
て
も
そ
の
存
在
を
明
確
に
証

　
拠
づ
け
る
よ
う
な
事
例
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
『
o
o
］
N

　
爵
ム
命
U
①
ヨ
』
刈
．
ゆ
山
押
U
Φ
8
．
ホ
．
①
㌣
①
9
ω
簿
。
門
U
Φ
ヨ
．
卜
。
鼻
」
ω
①
と
い
っ
た
、

　
利
子
の
存
在
を
示
す
可
能
性
の
あ
る
い
く
つ
か
の
史
料
の
解
釈
が
、
こ
の
問
題
に

　
関
す
る
最
大
の
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
先
行
研
究
で
は
、
旨

　
瞭
器
Φ
び
8
①
置
N
郁
ヨ
ぴ
Q
ユ
㊦
〇
三
ω
0
7
①
ロ
b
づ
鋤
酪
匠
芝
①
ω
①
昌
山
興
巴
p
⊃
ω
ω
『
o
げ
Φ
鄭
N
Φ
陣
戸

　
憩
、
ミ
差
繰
．
6
N
ρ
O
P
＝
ω
山
お
特
に
O
P
三
①
山
総
一
ぼ
．
閤
冨
。
鐸
ぎ
帥
q
ρ

　
肉
遣
ミ
ミ
。
牲
b
貸
ミ
。
篭
↓
ミ
犠
恥
自
M
ミ
↓
ミ
蹴
ミ
§
O
ミ
帖
隷
下
漸
騰
ミ
咋
N
へ
誌
逼
。
ミ

　
電
ミ
討
ミ
き
缶
適
絵
ミ
ミ
　
〉
ヨ
露
。
「
ユ
食
。
日
■
6
卜
⊃
ρ
O
P
Q
Q
刈
－
Q
O
Q
O
一
即
し
u
o
ぴ
Q
国
巽
ρ

　
ゆ
凶
p
ρ
ξ
霞
。
。
’
8
仁
博
δ
誘
①
け
℃
み
房
ヨ
蝉
二
雨
曇
玄
妙
＞
9
Φ
口
①
ω
簿
帥
》
δ
×
蝉
賢
瓢
ユ
ρ

　
G
ミ
§
§
空
写
両
讐
S
鷺
A
O
篇
O
①
9
ロ
P
置
O
山
綬
特
に
℃
O
．
謀
O
山
轟
⑤
一
W
O
o
q
器
誉

　
（
お
①
Q
Q
）
℃
P
ω
ω
甲
ω
切
押
し
U
O
ゆ
Q
器
嵩
（
6
0
。
9
℃
P
ら
尊
命
ω
三
冥
O
只
｝
Φ
り
ご
螂
P
鼻
置
ム
一
①

　
の
よ
う
に
、
銀
行
が
利
子
を
支
払
っ
て
い
た
と
み
る
立
場
と
、
O
巴
ロ
。
¢
只
6
卜
。
①
）

　
℃
ワ
一
Q
Q
山
O
押
↓
ぴ
O
日
O
ω
0
5
（
一
〇
お
）
唱
P
ト
っ
ト
こ
心
．
邸
G
Q
Q
O
幽
9
Q
㊤
　
ζ
一
罵
Φ
陣
（
一
Φ
曾
）
O
P

　
器
。
。
ゐ
禽
一
前
沢
（
一
九
九
八
）
三
五
、
六
四
頁
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
否
定
す
る

　
立
場
と
に
分
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
岩
田
拓
郎
「
O
①
B
o
ω
普
①
昌
①
ω
．
×
×
×
＜
H
、
ω
．

　
の
解
釈
を
め
ぐ
る
二
・
三
の
問
題
i
古
代
ギ
リ
シ
ア
門
銀
行
一
翼
の
一
断
面

　
…
」
『
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
甑
二
二
、
一
九
七
四
年
、
一
～
一
一
九
頁
、

　
特
に
五
三
～
五
八
頁
は
こ
の
よ
う
な
一
般
化
を
行
わ
ず
、
利
子
が
つ
く
か
ど
う
か

　
は
銀
行
家
と
預
金
者
と
の
問
で
そ
の
都
度
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
て

　
い
る
。
な
お
、
O
巴
『
〇
二
三
6
卜
。
①
）
O
．
δ
一
お
よ
び
↓
7
0
ヨ
O
ω
o
コ
（
6
刈
9
℃
P

　
卜
⊃
卜
⊃
甲
認
①
』
ω
○
。
山
ω
㊤
は
、
預
金
が
行
わ
れ
た
の
は
利
子
を
得
る
た
め
で
は
な
く
、

　
安
全
と
便
宜
の
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
。
利
子
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
事
例
と
し

　
て
は
、
［
U
Φ
ヨ
．
】
㎝
P
ω
と
国
巻
．
諺
ミ
令
㊤
を
参
照
。

⑰
O
。
冨
口
（
一
〇
8
）
u
P
寄
。
。
山
。
。
O
は
、
こ
う
し
た
解
釈
が
、
研
究
者
の
前
提
と
す

　
る
立
場
に
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
る
状
況
を
指
摘
す
る
。
な
お
、
銀
行
の
資
産
に

　
つ
い
て
は
、
躍
自
・
ω
o
耳
。
爵
¢
O
N
9
薯
」
①
α
1
嵩
9
じ
σ
O
ぴ
q
著
長
お
①
G
。
）
薯
．
ω
o
σ
○
。
一
ω
㊤
9

　
じ
σ
o
α
q
歪
。
①
属
（
一
⑩
o
。
O
）
℃
P
ω
㎝
1
墜
下
⊃
一
円
．
団
「
邑
Φ
σ
Φ
戸
O
霧
囚
恩
讐
什
巴
α
卑
じ
σ
田
σ
ア
α
Φ
ω

　
勺
帥
ω
δ
耶
嘗
潜
α
山
聾
ω
℃
『
ぞ
導
く
①
三
日
α
ゆ
q
Φ
山
鳥
。
ω
↓
B
℃
Φ
N
写
①
訂
噂
映
N
ご
窃
伊
6
刈
ω
■
O
P

　
H
ミ
山
影
を
参
照
。
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⑱
≦
＝
①
貰
お
㊤
ご
o
o
．
這
下
一
α
P

⑲
罫
留
艮
6
。
。
ω
）
o
p
合
凸
卜
。
一
罫
閂
【
Φ
良
6
Φ
ご
ロ
。
．
6
刈
－
卜
。
誉

⑳
O
Q
冨
只
お
㊤
卜
。
）
℃
p
8
甲
b
。
一
㎝
’

⑳
Q
。
『
冒
。
只
お
り
刈
）
薯
．
お
マ
凸
卜
。
■

⑫
ω
践
冥
。
良
6
鶏
）
O
P
凸
定
心
卜
。
P
ま
た
、
円
竃
≦
・
ω
露
讐
。
戸
¢
σ
塁
寄
湊
器

　
ζ
8
塁
滞
巳
Φ
鎚
↓
冨
し
司
壁
心
。
｛
Ω
器
臨
。
巴
》
け
9
霧
」
訂
囚
．
＜
ω
き
。
＜
Φ
戸
閤
’

　
＜
p
。
巳
0
6
ρ
臼
。
巳
く
6
訂
笑
。
ミ
ω
鉱
（
巴
ω
シ
艶
無
無
ミ
篇
融
M
恒
§
ぎ
§
、
じ
◎
§
ぎ
舜

　
い
。
§
恥
§
織
加
逡
ミ
竃
物
賠
斡
き
偽
≧
ミ
§
凹
き
、
§
9
い
ミ
暁
＄
§
ミ
謹
ミ
駄

　
沁
a
ミ
§
織
し
ロ
§
ミ
外
冨
露
く
Φ
戸
沁
8
。
。
．
9
．
㊤
ω
山
零

⑬
9
ぎ
呂
㊤
8
）
9
｝
唱
点
。
。
O

⑳
O
。
9
只
お
§
箸
」
8
山
O
ザ
8
b
。
－
卜
。
卜
。
轟
．

⑳
　
O
o
げ
①
巣
一
㊤
り
b
。
｝
O
℃
．
O
甲
㊤
ρ
な
お
、
わ
が
国
で
は
桜
井
万
里
子
「
あ
る
銀
行
家

　
の
妻
の
一
生
」
地
中
海
文
化
を
語
る
会
編
『
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
饗
界
に
お
け
る

　
他
者
』
彩
流
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
〇
三
～
　
一
三
九
頁
が
、
O
o
ぽ
窪
の
見
解
を

　
ふ
ま
え
つ
つ
、
銀
行
家
の
妻
の
役
舗
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

　
本
稿
で
は
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ア
テ
ナ
イ
社
会
の
か
か
わ
り
を
主
た
る
考
察

　
対
象
と
す
る
た
め
、
妻
や
奴
隷
に
つ
い
て
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

⑱
O
o
誇
具
6
0
N
）
建
．
ゆ
。
。
山
O
日
’

（
⑳
　
岩
田
（
一
九
七
八
）
七
三
～
一
〇
〇
頁
。
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第
二
章
　
銀
行
経
営
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　
銀
行
家
た
ち
は
、
先
行
研
究
が
関
心
を
向
け
て
き
た
貸
付
・
預
金
業
務
以
外
の
面
で
も
、
様
々
な
形
で
入
的
紐
帯
を
形
成
し
て
い
た
。
本
章

で
は
、
＝
覧
表
】
に
ま
と
め
た
こ
れ
ら
の
人
的
紐
帯
を
種
類
ご
と
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
銀
行
経
営
に
と
っ
て
い
か
な
る
役
割
を
果

た
す
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
銀
行
家
と
利
用
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
分
析
を
行
い
、
そ
の
特
徴
を
導
き

出
す
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
以
下
で
言
及
す
る
事
例
番
号
は
門
一
覧
表
】
の
も
の
と
対
応
す
る
。

第
一
節
　
銀
行
経
営
に
と
っ
て
の
人
的
紐
帯

　
以
下
で
は
ま
ず
、
銀
行
家
と
利
用
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。
史
料
申
で
、
あ
る
人
物
が
銀
行
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
具

体
的
経
緯
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
事
例
と
し
て
は
、
事
例
一
、
二
、
四
、
六
、
八
、
一
〇
、
一
一
、
一
二
、
一
三
、
一
四
、
一
五
、
一
七
、

～
九
、
二
〇
の
計
一
四
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
う
ち
五
例
に
お
い
て
、
第
三
者
に
よ
る
紹
介
が
行
わ
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①

れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
ず
、
事
例
～
で
は
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
ピ
ュ
ト
ド
ロ
ス
の
紹
介
を
通
じ
て
ソ
パ
イ
オ
ス
の
息
子
が
パ
シ
オ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
銀
行
を
利
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
事
例
二
で
は
、
海
上
交
易
商
人
リ
ュ
コ
ン
が
、
自
分
の
不
在
中
に
仲
間
に
金
銭
を
渡
す
よ
う
に
と
銀
行
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

頼
ん
で
い
る
が
、
銀
行
家
は
そ
の
仲
間
と
面
識
が
な
い
た
め
、
第
三
者
が
彼
を
紹
介
す
る
と
い
う
手
順
を
踏
ん
で
い
る
。
事
例
一
三
で
は
、
テ

ィ
モ
テ
オ
ス
は
海
上
交
易
商
人
ピ
ロ
ン
ダ
ス
に
運
賃
を
支
払
う
こ
と
を
パ
シ
オ
ン
に
依
頼
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
テ
ィ
モ
テ
オ
ス
本
人
が
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

シ
オ
ン
に
ピ
ロ
ン
ダ
ス
を
紹
介
し
て
い
る
。
事
例
一
四
で
は
、
ア
ポ
ロ
ド
ロ
ス
が
銀
行
家
テ
オ
ク
レ
ス
に
、
ニ
コ
ス
ト
ラ
ト
ス
に
融
資
す
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

う
説
得
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
事
例
～
七
で
は
銀
行
家
ヘ
ラ
ク
レ
イ
デ
ス
が
海
上
交
易
商
人
に
貸
付
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
商
人
の
知
人
で
あ
る
第
三
者
が
銀
行
家
を
説
得
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
を
除
い
た
残
り
の
事
例
の
う
ち
、
事
例
四
、
六
、
一
〇
、
～
一
、
一
二
、
一
九
、
二
〇
に
つ
い
て
は
、
銀
行
家
と
利
用
者

と
が
、
以
前
か
ら
継
続
的
な
関
係
を
有
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
。
例
え
ば
、
事
例
四
で
は
テ
ィ
モ
ス
テ
ネ
ス
が
銀
行
に
金
銭
と
盃
を
預
け
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
テ
ィ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
ポ
ル
ミ
オ
ン
に
と
っ
て
友
人
で
あ
り
仲
間
で
あ
る
の
で
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
事
例
六
で
銀
行
を
利
用
し
て
い
る
ス
テ
パ
ノ
ス
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
銀
行
家
ポ
ル
ミ
オ
ン
と
継
続
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
⑧

知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
事
例
一
〇
、
一
一
、
＝
一
は
い
ず
れ
も
将
軍
テ
ィ
モ
テ
オ
ス
に
関
す
る
事
例
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
彼
が
パ
シ
オ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
銀
行
を
繰
り
返
し
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
事
例
一
九
、
二
〇
は
、
先
に
述
べ
た
事
例
一
と
同
様
ソ
パ
イ
オ
ス
の
息
子

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
関
す
る
事
例
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
旦
ハ
体
的
経
緯
が
読
み
と
れ
る
事
例
の
大
半
に
お
い
て
、
銀
行
を
利
用
し
て
い
る
の
は
、
す
で
に
継
続
的
な
関
係
に
あ
る
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

あ
る
い
は
知
人
か
ら
紹
介
さ
れ
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
銀
行
家
た
ち
は
リ
ス
ク
回
避
の
手
段
と
し
て
、
人
的
紐
帯
を
通
じ
て
信
用
が
担
保
さ
れ
て
い
る
人
物
に
取
引
を
限
定
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
紹
介
が
行
わ
れ
て
い
る
事
例
の
さ
ら
な
る
検
討
に
よ
っ
て
も
裏
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
第
三
者
に

13　（245）



【一覧表】前4世紀アテナイの銀行家の人的紐帯

No． 史　料 銀行家との人的紐帯に閲する事例 人的紐帯の種類 備　考

ユ 1soc．17．4 ソパイオスの息子がパシオンの銀行を利溺 三三者（預金〉 フェニキア人ピュトドロスによる紹介
2 ［Dem，152．3－4．7，11 パシオン，海上交易商人リュコンの金銭を仲間のケピシァデスに渡す約束 禾1棚者（預金） リユコンのクセノスがパシオンにケピシアデスを紹介

3 Dem．27．三1 父デモステネスがパシオンの銀行とピュラデスの銀行に預金 利用者（預金）

4 ［Dem，］49．31－33 海上交易商人ティモステネス，ポルミオンに金銭とともに盃を預ける 利用者（預金・保管） ポルミオンの友人であり紳賜であるため

5 ［Dem．］47．51，57，64 市民が銀行に預金 利用者（預金）

6 王）em．荏5．66 ステパノス，銀行に預金 利用者（預金）

7 ［Dem．】4＆12 コモン（二二），ヘラクレイデスの銀行に預金 利用者（預金）

8 Hyp．　A£h．5 エピクラテス．銀行に40ムナを預金 利用考（預金〉

9 Schol．　Dem．24．136 アテナ女神財務官，盤財から銀行に貸付 利環者（預金〉 その後銀行が倒慶

10 ｛Dem．149，6－7 パシオン，遠征紅箭のティモテオスに貸付 二二者（貸付）

11 lDem149．三4－17 ティモテオスが遠征中にアンティバネスとピリッボスから借金

ｨ帰国後パシオンがピリッボスに支払う

秘用者（貸付）

12 ［Dem．］荏9．22－24 ティモテオス，来客時にパシオンから寝台・衣類・盃・銀1ムナを借用 利用者

13 ［Dem］49．26－27 ティモテオス，海上交易商入ピロンダスへの運賃支払いをバシオンに依頼 利用者 テイモテオスがパシオンにピロンダスを紹介

至4 ［Dem．】53．9 アポロドロス，ニコストラトスに1000ドラクマ渡すよう銀行家テオクレスに

ﾋ頼

利用者（貸付） 銀行家が，第三者の依頼を受けて貸付を行っている事例

15 Pem．｝40．52 銀行家ブレバイオス，マンティテオス（市罠）に20ムナ貸付 利用者（貸付）

16 Dem．19．293 二二担当のケピソポン，銀行に金銭を納める 引張者（貸付〉

17 【De叫33．6－7 銀行家ヘラクレイデスが海上交易商人に貸付 斥1彌者（貸付） 紹介による／紹介者が保証人となる

18 Lys．　fr．38．1 銀行家ソシノモスとアリストゲイトン，アイスキネスに貸付 利用者（貸付’）

19 Isoc．17．35－37 ストラトクレスがソパイオスからもその息子からも返済されない場合に，パ

Vオンが代わりに支払う約束

利用者（保証人） ソパイオスの息子がストラトクレスを紹介

20 Isoc．17．43 ソパイオスの患子が死刑にされかけた時，パシオンは彼のために保証人を立

ﾄる

利用者（保証人） 銀行家アルケストラトス（元主入〉を保証入とする

21 【Dem，135．13－14 ポルミオン，海上貸付における蓬入の一人となる 利用者（証人）

22 ［Dem．13婆．6 銀行家キットスが海上貸付文書を保管 利用者（保管〉

23 ［Dem，156．ユ5 銀行家が海上貸付文書を保管 利用者（保管）

24 ∫GII22741 エウクレスによる文書保管 利用者（保管）

25 互soc．17．38 ヒッポライダス（ソパイオスの息子のクセノス）がパシオンの銀行を利用 利用者

26 IDem毒52．3－4 海上交易商入がパシオンの銀行を利用 利用者

27 Dem．36．50 銀行家アリストロコス（市民），返済のために土地を手放す 坐繰者／その他

28 Dem．36．50－51 銀行家ソシノモス，返済のために全財産を手放す 利用者

（㊤

ﾇ
）

窯
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29 Dem．36．50－51 銀行家ティモデモス，返済のために全心知を手放す 利用者

30 Aeschin．　Ep．6 アリストンの親戚のために，銀行家カルモラスが金を渡す 利用者

31 Isoc．17．15－17 パシオンとソパイオスの息子との問題について拷問執行官を選禺 伸裁

32 Isoc．17．19，51－52 ソパイオスの息子とパシオンとの問題について，サテユロスによる仲裁 伸裁 裁定下さず／商人を集めソパイオスの息子を守らせる

33 ［Dem．】52，14－16，

R0－31

パシオンとカリッボスとの問題についてリュシテイデスによる仲裁 仲裁 カリッボスやインクラチスらの友人／パシオンの知人

ｨパシオン存命中は不利な裁定を下さず

34 ［Dem，］49，19 パシオンとティモテオスとの問題について仲裁 仲裁

35 【Dem．］49．43－44 仲裁に際し，パシオンの銀行にブラシエリデスを送り，台帳の写しをとる 仲裁

36 Dem．36．15 ポルミオンとアポロドロスとの問題について，リュシノスとアンドロメネス

ｪポルミオン側の遠忌者をつとめる帥ポルミオンに助言

仲裁

37 Isoc．圭7，51－52 パシオン，サテユロスによる仲裁に際し自身の代わりに奴隷キットスを送る 味方（従業員） パシオンに不利な裁定が下されることを阻止する一因に

38 〔Dem．152．5－6，

P8－19

ポルミオンが銀行側の主張を支持する証欝 味方（従業員）

39 ［Dem．】49．18 ポルミオンが銀行側の主張を支持する証雷 味方（從業員）

40 ［Dem，］49．33 従業員と代金を受け取った本入が、銀行側の主張を支持する証言 昧方（従業員）

41 ［Dem．］50，18，56 テネドスとランプサコスにパシオンのクセノイ→葱子も利用 味方（国外〉

42 Isoc．17，31－32 パシオン，アギュリオスにソパイオスの息子の説得を依頼帥説得失敗

モｻの後アギュリオスはソパイオスの息子のために証需

味方（有力者〉 アギュリオスはパシオンとソパイオスの息子両方の友人

嘆3 Isoc．17．33 友人ピュトドロス，パシオンのために何でも行う者であるとされる 味方

44 ［Dem149．47 取入カリストラトス，パシオンに協力する存在として想定 味方 カリストラトスはアンティマコスの財産を売却した人物

45 ［Dem】49．19 アンティバネス、銀行側の主張を支持する誕言を行う約束

ﾈティモテオスに説得され，証雷を行わず

味方

46 Isae，　fr．8．1 クセノクレス（江口），親しい関係にあるエウマテスが銀行を開業する際に

窓熬�氈^奴隷に戻されそうになった際に守る

昧方 クセノクレスは開業以苗からエウマテスに金銭を預ける

47 Dem．36．1 ポルミオンの代わりに友人が弁論を行う 味方

48 Dem．45．63－64 ステパノス，友人ポルミオンのため証言／使者としてビュザンティオン訪間 味方 ポルミオン以萌にはアリストロコスとの結びつき

49 isoc．17．20 パシオンとソパイオスの息子、秘密裏の約束を記した文欝をピュロンに託す その他 パシオンはピュロンの奴隷を買収したとされる

50 Dem．45．63－64 ステパノス，銀行家アリストロコスにつき従う その他 アリストロコスの破産後，彼の息子のために協力せず

51 Dem．45．60 ポルミオンの友人たち，ステパノスによる文書窃盗について証言 その他

52 Dem．21．215 デモステネスのもとに銀行家プレバイオスが近寄る

?了1眠たちはデモステネスが金銭を受け取ろうとしていると考える

その他

53 Aeschin．2．165 デモステネスがポルミオンのために弁論を誉いておきながらアポロドロスの

｡方をしたとして，アイスキネスにより批判

その他

54 Din．1，43 銀行家エピゲネス，デモステネスの提案により市民権付与 その他

55 Din．1．43 銀行家コノン，デモステネスの提案により市民権付与 その他
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よ
る
紹
介
が
行
わ
れ
て
い
る
事
例
の
う
ち
、
事
例
一
、
二
で
は
利
用
者
の
金
銭
や
貴
重
品
を
預
か
る
業
務
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

て
は
、
銀
行
側
の
リ
ス
ク
は
比
較
的
低
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
残
る
事
例
の
う
ち
、
事
例
＝
二
で
は
将
軍
テ
ィ
モ
テ
オ
ス
が
海
上
交
易
商

人
ピ
ロ
ン
ダ
ス
を
紹
介
し
、
彼
に
金
銭
を
支
払
う
よ
う
に
依
頼
し
て
い
る
が
、
そ
の
金
銭
は
後
に
テ
ィ
モ
テ
オ
ス
が
支
払
う
こ
と
に
な
る
た
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

こ
こ
で
の
実
質
的
な
銀
行
利
用
者
は
テ
ィ
モ
テ
オ
ス
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
テ
ィ
モ
テ
オ
ス
は
前
述
の
と
お
り
銀
行
家
パ
シ
オ
ン

と
の
間
に
継
続
的
な
関
係
を
形
成
し
て
お
り
、
か
つ
、
ア
テ
ナ
イ
の
有
力
政
治
家
で
あ
る
。
　
方
、
事
例
一
七
で
は
銀
行
家
が
海
上
交
易
商
人

に
貸
付
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
第
三
者
が
単
な
る
紹
介
者
に
と
ど
ま
ら
ず
保
証
人
を
つ
と
め
て
お
り
、
も
し
利
用
者
が
返
済
し
な
い
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

合
に
は
代
わ
り
に
金
銭
を
支
払
う
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
ま
た
、
事
例
一
四
で
は
ア
ポ
ロ
ド
ロ
ス
が
、
ニ
コ
ス
ト
ラ
ト
ス
に
一
〇
〇
〇
ド
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ク
マ
を
融
資
す
る
よ
う
説
得
す
る
に
際
し
、
父
か
ら
相
続
し
た
黄
金
製
品
を
銀
行
家
に
手
渡
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
以
上
の
事
例
か
ら
は
、
銀

行
側
が
利
用
者
に
金
銭
を
支
払
う
と
い
う
高
い
リ
ス
ク
を
伴
う
場
合
に
は
、
す
で
に
継
続
的
な
人
的
紐
帯
を
形
成
し
て
い
る
よ
う
な
人
物
で
あ

る
か
、
そ
う
し
た
人
物
を
介
し
て
具
体
的
な
保
証
手
段
を
定
め
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
よ
り
確
実
に
信
用
を
担
保
す
る
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い

る
状
況
が
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
伝
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
法
廷
弁
論
第
四
九
番
に
は
「
私
の
父
は
、
い
っ
た
い
何
の
友
情
か
ら
、
彼
が
何
も
知
ら
な
い
ボ
イ
オ
テ
イ
ア
の
ナ

ウ
ア
ル
コ
ス
に
対
し
て
　
○
○
○
ド
ラ
ク
マ
を
貸
す
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
奮
及
が
み
ら
れ
、
こ
こ
で
は
、
銀
行
家
パ
シ
オ
ン
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

親
し
く
な
い
者
た
ち
に
貸
付
を
行
っ
た
は
ず
が
な
い
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
史
料
中
で
は
、
銀
行
は
基
本
的
に
取
引
に
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ち
会
う
証
人
を
遣
か
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
先
行
研
究
は
こ
れ
を
、
｝
般
的
な
海
上
貸
付
と
は
異
な
る
銀
行
の
取
引
の
特
徴
で
あ
る
と
指

　
　
　
　
⑱

摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
、
銀
行
利
用
が
既
存
の
信
用
関
係
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
銀
行
家
は
、
利
用
者
以
外
と
の
間
に
は
い
か
な
る
関
係
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
中
に
は
、
主
と
し
て
仲
裁
者

と
味
方
と
い
う
二
種
類
の
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
以
下
で
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
順
に
検
討
す
る
。

　
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
で
は
、
紛
争
解
決
に
際
し
て
ま
ず
は
私
的
仲
裁
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
仲
裁
者
に
は
訴
訟
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⑲

当
事
者
双
方
の
知
人
が
選
出
さ
れ
た
。
当
然
な
が
ら
、
こ
う
し
た
仲
裁
者
に
は
中
立
的
な
立
場
を
と
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
よ

う
な
中
で
も
、
例
え
ば
事
例
三
六
で
は
、
ポ
ル
ミ
オ
ン
と
ア
ポ
ロ
ド
ロ
ス
と
の
争
い
に
際
し
、
仲
裁
者
リ
ュ
シ
ノ
ス
と
ア
ン
ド
ロ
メ
ネ
ス
が
ポ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ル
ミ
オ
ン
に
助
言
を
行
っ
て
い
る
様
子
が
見
て
と
れ
る
。
ま
た
、
次
章
で
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
事
例
三
二
お
よ
び
事
例
三
三
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

個
人
的
な
結
び
つ
き
が
と
り
わ
け
強
い
者
に
対
し
て
は
不
利
な
判
定
を
下
し
づ
ら
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
業
務
の

性
格
上
紛
争
に
至
る
機
会
が
多
い
銀
行
家
た
ち
に
と
っ
て
、
仲
裁
者
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
者
と
の
間
に
、
で
き
る
限
り
の
協
力
を
期
待
で
き

る
よ
う
な
関
係
を
築
い
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
銀
行
家
に
味
方
を
し
て
い
る
者
た
ち
に
目
を
向
け
る
。
史
料
中
に
は
、
銀
行
の
従
業
員
が
銀
行
側
の
主
張
を
支
持
す
る
証
雷
を
行
っ

　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙

た
り
、
使
者
の
役
割
を
果
た
し
た
り
し
て
い
る
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
う
し
た
従
業
員
の
他
に
も
、
多
く
の
人
々
が
銀
行
家
の
た

め
に
味
方
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
例
え
ば
、
事
例
四
二
で
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
有
力
政
治
家
ア
ギ
ュ
リ
オ
ス
が
、
パ
シ
オ
ン
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

紛
争
相
手
で
あ
る
ソ
パ
イ
オ
ス
の
息
子
を
説
得
し
て
い
る
。
ま
た
、
事
例
四
三
で
は
ピ
ュ
ト
ド
ロ
ス
な
る
人
物
が
、
事
例
四
四
で
は
カ
リ
ス
ト

　
　
　
⑱

ラ
ト
ス
が
、
そ
れ
ぞ
れ
パ
シ
オ
ン
に
協
力
す
る
存
在
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
、
事
例
四
五
で
は
ア
ン
テ
ィ
バ
ネ
ス
が
銀
行
側
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

張
を
支
持
す
る
証
言
を
行
う
こ
と
を
約
束
し
て
お
り
、
事
例
四
七
で
は
ポ
ル
ミ
オ
ン
の
友
人
が
彼
を
擁
護
す
る
弁
論
を
行
っ
て
い
る
。
加
え
て
、

事
例
四
八
で
は
ス
テ
パ
ノ
ス
が
友
人
ポ
ル
ミ
オ
ン
の
た
め
に
触
雷
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
彼
の
使
者
と
し
て
ビ
ュ
ザ
ン
テ
ィ
オ
ン
を
訪
問
し
て

　
⑳

い
る
。
さ
ら
に
、
事
例
四
六
で
は
ア
テ
ナ
イ
市
民
ク
セ
ノ
ク
レ
ス
が
、
友
人
エ
ウ
マ
テ
ス
が
銀
行
を
開
業
す
る
際
に
資
金
を
提
供
し
、
彼
が
奴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

隷
に
戻
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
際
に
は
こ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
銀
行
家
の
味
方
は
、
ア
テ
ナ
イ
内
部
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
外
に
も
存
在
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
伝
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
法
廷
弁
論
第
五

〇
番
か
ら
は
、
テ
ネ
ド
ス
と
ラ
ン
プ
サ
コ
ス
に
パ
シ
オ
ン
の
ク
セ
ノ
イ
が
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
ク
セ
ノ
イ
と
の
人
的
紐
帯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
、
パ
シ
オ
ン
の
息
子
で
あ
る
ア
ポ
ロ
ド
ロ
ス
す
ら
利
用
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
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門
さ
て
、
私
は
父
の
テ
ネ
ド
ス
人
の
ク
セ
ノ
イ
で
あ
る
ク
レ
ア
ナ
ク
ス
と
エ
ペ
ラ
ト
ス
か
ら
借
金
し
、
兵
士
た
ち
に
食
糧
費
を
与
え
た
。
と
い
う
の
も
、

パ
シ
オ
ン
の
息
子
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
彼
が
多
く
の
人
々
と
ク
セ
ノ
ス
関
係
に
あ
り
ギ
リ
シ
ア
で
信
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
ゆ
え
に
、
私
は
ど
こ
で
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

要
と
な
っ
て
も
、
借
金
す
る
の
に
困
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
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銀
行
家
に
は
、
時
に
こ
の
よ
う
な
国
外
と
の
結
び
つ
き
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
イ
ン
ク
ラ
チ
ス
法
廷
弁

論
第
一
七
番
で
は
、
銀
行
家
パ
シ
オ
ン
が
自
ら
の
立
場
を
守
る
た
め
に
従
業
員
で
あ
る
奴
隷
を
隠
し
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
奴
隷
は
、
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
パ
シ
オ
ン
と
ボ
ス
ポ
ロ
ス
出
身
者
と
の
紛
争
に
つ
い
て
、
ア
テ
ナ
イ
の
外
で
和
解
交
渉
を

行
う
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
「
で
き
る
だ
け
こ
の
ポ
リ
ス
か
ら
遠
く
離
れ
て
契
約
に
つ
い
て
調
停
す
る
よ
う
に
、
そ
し
て
、

こ
こ
に
い
る
人
々
の
う
ち
の
誰
も
調
停
の
方
法
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
な
く
、
彼
（
1
ー
パ
シ
オ
ン
）
が
帰
航
し
て
か
ら
望
む
こ
と
を
言
え
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

う
に
」
と
い
う
配
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
伝
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
法
廷
弁
論
第
瓢
一
三
番
で
は
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
デ
ス
の
銀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

行
が
倒
産
し
た
際
、
銀
行
家
自
身
が
身
を
隠
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
い
ず
れ
も
、
銀
行
家
が
危
う
い
立
場
と
な
っ
た
際
に
、
ア
テ
ナ
イ

を
物
理
的
に
離
れ
る
必
要
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
銀
行
家
の
国
外
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
こ
の
よ
う
な
際
に
機
能
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
直
接
的
な
味
方
の
他
に
も
、
銀
行
家
の
人
的
紐
帯
は
い
く
つ
か
の
興
味
深
い
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
イ
ン
ク
ラ
チ
ス

法
廷
弁
論
第
一
七
番
で
は
、
パ
シ
オ
ン
は
元
主
人
で
あ
る
ア
ル
ケ
ス
ト
ラ
ト
ス
を
保
証
人
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
般
的
に
は
、
パ
シ
オ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
当
時
ま
だ
市
民
権
を
獲
得
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

0
9
窪
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
銀
行
家
は
自
身
が
非
市
民
で
あ
る
た
め
に
生
じ
る
業
務
上
の
支
障
す
ら
、
元
主
人
を
頼
る
こ
と
に
よ
っ
て
乗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
提
案
に
よ
っ
て
銀
行
家
に
市
民
権
が
付
与
さ
れ
た
事
例
が
二
例
確
認
さ
れ

る
が
、
こ
の
背
景
に
は
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
と
こ
れ
ら
の
銀
行
家
と
の
間
に
個
人
的
な
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
ア
ル
ケ
ス
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ト
ラ
ト
ス
の
事
例
と
比
較
す
る
と
、
銀
行
家
が
市
民
権
を
得
た
場
合
、
元
主
人
を
介
す
る
こ
と
な
く
自
ら
保
証
人
と
な
っ
た
り
、
土
地
を
抵
当

と
し
た
借
財
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
人
的
紐
帯
を
と
お
し
て
市
民
権
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
銀
行
業
務
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

円
滑
化
に
つ
な
が
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
節
で
の
分
析
を
と
お
し
て
、
銀
行
家
の
人
的
紐
帯
は
次
の
よ
う
な
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
第

一
に
、
取
引
や
紛
争
に
際
し
て
の
リ
ス
ク
回
避
、
第
二
に
、
銀
行
の
開
業
や
市
民
権
所
有
者
の
み
に
可
能
で
あ
る
業
務
を
行
う
と
い
っ
た
、
銀

行
業
務
の
拡
大
・
円
滑
化
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
銀
行
経
営
の
根
本
に
か
か
わ
る
部
分
を
支
え
て
い
る
と
い
う

状
況
を
晃
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
節
　
銀
行
家
と
利
用
者
と
の
相
互
協
力
関
係

　
前
節
の
検
討
に
よ
っ
て
、
銀
行
家
の
人
的
紐
帯
が
銀
行
経
営
を
様
々
な
形
で
支
え
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
史
料
か
ら

は
、
こ
う
し
た
人
的
紐
帯
は
銀
行
家
側
だ
け
が
一
方
的
に
利
用
す
る
も
の
で
は
な
く
、
利
用
者
側
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
そ
う
し
た
銀
行
利
用
者
の
視
点
に
も
目
を
向
け
つ
つ
、
両
者
が
相
互
に
協
力
す
る
関
係
を

築
い
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
。

　
ま
ず
注
目
す
べ
き
な
の
が
、
銀
行
家
は
そ
の
業
務
上
、
利
用
者
の
機
密
情
報
を
保
有
す
る
場
合
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

イ
ン
ク
ラ
チ
ス
法
廷
弁
論
第
一
七
番
と
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
法
廷
弁
論
第
四
五
番
か
ら
は
、
銀
行
が
利
用
者
の
預
金
の
隠
蔽
に
加
担
し
て
い
る
事
例

を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
で
は
、
ボ
ス
ポ
ロ
ス
王
国
の
有
力
者
で
あ
る
ソ
パ
イ
オ
ス
の
息
子
が
、
遊
学
中
に
母
国
で
生
じ
た
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

変
動
の
ゆ
え
に
財
産
を
差
し
押
さ
え
ら
れ
る
状
況
と
な
っ
た
際
、
銀
行
家
パ
シ
オ
ン
に
頼
っ
て
、
預
金
の
存
在
を
隠
し
て
い
る
。
後
者
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ア
テ
ナ
イ
市
民
で
あ
る
ス
テ
パ
ノ
ス
が
、
公
共
奉
仕
を
逃
れ
る
た
め
に
銀
行
家
と
共
謀
し
、
預
金
の
存
在
を
隠
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

財
産
額
に
応
じ
て
公
共
奉
仕
や
臨
時
財
産
税
が
課
さ
れ
た
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
社
会
で
は
、
預
金
と
い
う
「
目
に
見
え
な
い
財
産
」
を
扱
う
銀
行
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家
は
、
利
用
者
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
情
報
を
共
有
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
隠
蔽
に
際
し
協
力
を
得
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
存
在
で
あ
っ

　
　
　
　
⑫

た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
伝
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
法
廷
弁
論
第
四
九
番
の
事
例
で
は
、
将
軍
テ
ィ
モ
テ
オ
ス
が
銀
行
か
ら
貸
付
を
受
け
て
い
る
が
、
彼
は
公
的
な
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

計
報
告
に
お
い
て
そ
の
事
実
を
伏
せ
、
軍
事
費
か
ら
支
出
を
行
っ
た
と
報
告
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
銀
行
に
よ
る
貸
付
が
行
わ
れ
る
際
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

銀
行
家
は
そ
の
利
用
目
的
を
台
帳
に
記
し
て
お
り
、
こ
の
台
帳
は
、
状
況
に
よ
っ
て
は
第
三
者
に
公
開
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
銀

行
家
は
、
将
軍
が
実
態
と
は
異
な
る
会
計
報
告
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
証
拠
を
握
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
の

事
例
は
、
銀
行
家
と
利
用
者
と
の
関
係
が
、
単
な
る
金
銭
取
引
に
と
ど
ま
ら
ず
、
機
密
情
報
の
共
有
と
い
う
極
め
て
密
接
な
協
力
関
係
に
ま
で

発
展
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
関
係
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
銀
行
業
務
自
体
の
性
質
が
も
た
ら
し
た

副
産
物
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
さ
ら
に
、
史
料
申
に
は
、
こ
う
し
た
機
密
情
報
以
外
の
面
で
も
、
銀
行
家
と
利
用
者
と
の
間
に
金
銭
取
引
を
越
え
た
結
び
つ
き
が
形
成
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
事
例
四
の
海
上
交
易
商
人
テ
イ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
、
銀
行
家
ポ
ル
ミ
オ
ン
の
「
友
人
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

り
仲
間
一
で
あ
る
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
関
係
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
詳
細
な
情
報
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、

「
友
人
扁
や
「
仲
間
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
彼
ら
が
単
な
る
預
金
や
貸
付
と
い
っ
た
金
銭
取
引
を
行
う
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
幅
広
い
場
面

で
相
互
に
協
力
し
合
う
よ
う
な
関
係
を
築
い
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
伝
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
法
廷
弁
論
第
四
九
番
で
は
、
パ
シ

オ
ン
が
、
将
軍
テ
ィ
モ
テ
オ
ス
に
便
宜
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
か
ら
将
来
的
な
見
返
り
が
得
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

彼
ら
の
関
係
も
ま
た
、
継
続
的
か
つ
相
互
扶
助
的
性
格
を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
↓
お
く
①
詳
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
彼
ら
の
間
で
の
貸
付
が
、
抵
当
や
利
子
を
伴
わ
な
い
点
で
友
人
間
の
貸
付
と
似
た
特
徴
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
傍
証
さ
れ

　
　
　
　
⑱

る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
事
例
六
で
ポ
ル
ミ
オ
ン
の
銀
行
に
金
を
預
け
て
い
る
ス
テ
パ
ノ
ス
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
ポ
ル
ミ
オ
ン
の
た
め
に
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

言
を
行
っ
た
り
使
者
の
役
割
を
つ
と
め
た
り
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
彼
ら
の
関
係
に
も
継
続
的
な
相
互
扶
助
的
性
格
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
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よ
う
。
こ
の
ス
テ
パ
ノ
ス
は
、
ポ
ル
ミ
オ
ン
の
み
な
ら
ず
ア
リ
ス
ト
ロ
コ
ス
な
る
銀
行
家
と
も
結
び
つ
い
て
い
た
が
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
法
廷
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

論
第
四
五
番
で
は
、
そ
の
ア
リ
ス
ト
ロ
コ
ス
の
息
子
を
助
け
な
か
っ
た
こ
と
が
非
難
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
ス
テ
パ
ノ
ス
と

ア
リ
ス
ト
ロ
コ
ス
と
の
関
係
も
ま
た
、
本
来
は
相
互
扶
助
的
な
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
他
に
も
、
事
例
四

五
に
お
い
て
エ
ウ
マ
テ
ス
に
金
銭
を
預
け
て
い
る
ク
セ
ノ
ク
レ
ス
は
、
そ
の
後
込
ウ
マ
テ
ス
が
銀
行
を
開
業
す
る
に
際
し
て
資
金
提
供
を
行
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
両
者
の
問
に
は
継
続
的
な
関
係
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
銀
行
家
へ
の
市
民
権
付
与
を
行
っ
た
デ
モ
ス
テ

ネ
ス
に
つ
い
て
も
、
複
数
の
銀
行
家
と
の
間
に
親
密
な
関
係
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、
彼
の
父
親
が
パ
シ
オ
ン
の
銀
行
を
利
用
し
て

　
　
　
　
　
　
蓼

い
た
と
い
う
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
彼
自
身
も
銀
行
を
利
用
し
て
い
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
銀
行
家
は
利
用
者
と
の
聞
に
、
様
々
な
形
で
金
銭
取
引
を
越
え
た
継
続
的
な
相
互
協
力
関
係
を
形
成
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、

以
上
の
例
は
、
銀
行
の
利
用
者
と
味
方
が
し
ば
し
ば
重
複
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
銀
行
は
、
人
的
紐
帯
に
基
づ
い
て
信
用
が
担
保
さ
れ
て
い
る
者
に
利
用
を
認
め
る
と

い
う
方
法
で
、
銀
行
業
務
に
伴
う
リ
ス
ク
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
｝
方
、
利
用
者
側
に
と
っ
て
も
、
そ
の
銀
行
家
を
信
用
し
て
い
る
こ

と
が
、
利
用
に
際
し
て
の
大
前
提
を
成
し
て
い
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
他
に
信
用
を
担
保
す
る
た
め
の
制
度
・
機
関
が
発
達
し
て
い
な
か
っ

た
当
時
の
銀
行
で
は
、
こ
の
よ
う
な
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
信
用
関
係
に
基
づ
い
て
取
引
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
銀
行
利
用
者
が
こ

の
よ
う
な
人
物
に
限
ら
れ
て
い
た
以
上
、
彼
ら
と
銀
行
家
と
の
間
に
は
、
そ
う
し
た
信
用
を
前
提
と
す
る
密
接
な
協
力
関
係
が
形
成
さ
れ
る
素

地
が
備
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
の
銀
行
家
と
利
用
者
と
の
関
係
の
特
徴
的
性
質
で
あ
る
と

み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
以
上
、
本
章
の
分
析
に
よ
っ
て
、
次
の
二
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
第
一
に
、
前
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
銀
行
は
、
取
引
や
紛
争
に
か

か
わ
る
リ
ス
ク
回
避
、
お
よ
び
、
業
務
の
拡
大
や
円
滑
化
と
い
っ
た
経
営
の
根
本
的
部
分
に
お
い
て
、
銀
行
家
の
人
的
紐
帯
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
た
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
人
的
紐
帯
は
し
ば
し
ば
、
単
な
る
金
銭
取
引
の
関
係
を
越
え
て
、
相
互
的
か
つ
継
続
的
な
協
力
関
係
へ
と
発
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遍
し
て
い
た
。
次
章
で
は
、
銀
行
家
が
こ
の
よ
う
な
形
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
状
況
を
、

の
中
で
分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。

①
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も
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い
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し
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前
述
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よ
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に
銀
行

　
業
務
の
具
体
的
内
容
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つ
い
て
は
不
明
な
部
分
が
多
い
た
め
、
こ
の
点
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い
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踏
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困
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⑳
O
o
訂
巣
6
8
）
薯
．
㊤
○
。
山
O
一
「
｝
ω
ω
山
ω
①
．

鐙
　
事
例
五
四
お
よ
び
事
例
五
五
。
　
蛍
口
．
ピ
督
1
＆
で
は
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
が
癒

　
着
の
あ
る
複
数
の
人
物
か
ら
賄
賂
を
受
け
取
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
列
挙
さ
れ
て

　
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
銀
行
家
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
市
民
権

　
は
民
会
決
議
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
た
め
、
こ
う
し
た
銀
行
家
た
ち
は
市
民
が
納

　
得
す
る
だ
け
の
奉
仕
を
行
っ
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
民
会

　
決
議
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
提
案
者
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
後
述
す

　
る
よ
う
に
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
複
数
の
銀
行
家
と
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

　
彼
が
銀
行
家
エ
ピ
ゲ
ネ
ス
や
コ
ノ
ン
と
も
個
人
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
可
能
性
は

　
極
め
て
高
い
。
従
っ
て
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
が
市
民
権
付
与
提
案
を
行
っ
た
こ
と
自

　
体
は
事
実
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
人
的
紐
帯
の
存
在

　
が
市
民
権
付
与
提
案
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
と
み
な
す
こ
と
自
体
に
は
、

　
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑳
H
雷
ひ
q
興
帥
疑
ぎ
口
ω
Φ
呂
O
刈
切
）
暮
．
⑩
中
O
N

⑳
H
ω
。
。
」
刈
．
①
当

㊨
　
O
o
ヨ
．
ホ
．
①
①
．

⑫
財
産
を
土
地
の
よ
う
に
「
目
に
見
え
る
（
も
ρ
く
。
。
呂
）
も
の
」
と
、
預
金
や
貸
付

　
の
よ
う
に
「
目
に
見
え
な
い
（
書
只
蕊
の
）
も
の
扁
と
に
区
分
す
る
、
当
時
の
ア
テ

　
ナ
イ
人
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
O
筈
Φ
只
お
O
“
⊃
）
薯
．
一
㊤
H
－
お
膳
を
参
照
。
な
お
、

　
O
o
冨
只
6
露
V
U
P
6
0
幽
b
。
蒔
は
、
銀
行
が
こ
う
し
た
門
緕
に
見
え
な
い
」
市
場

第
三
章
　
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ア
テ
ナ
イ
社
会

　
に
お
い
て
重
要
な
経
済
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

　
彼
は
こ
う
し
た
秘
密
の
財
産
の
や
り
と
り
に
言
及
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を

　
可
能
と
し
て
い
た
銀
行
家
と
利
用
者
と
の
人
的
紐
帯
の
性
質
自
体
に
つ
い
て
は
、

　
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
。

⑬
［
O
Φ
旦
お
δ
山
8

⑭
［
U
①
邑
畠
9

⑮
［
○
①
ヨ
繭
O
b
。
■
q
よ
に
お
い
て
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
で
あ
る
カ
リ
ッ
ボ
ス
が
台
帳
の

　
開
示
を
要
求
し
て
い
る
。
ま
た
、
［
U
①
ヨ
］
串
お
ム
鼻
で
は
仲
裁
に
際
し
台
帳
の

　
写
し
が
と
ら
れ
て
い
る
。

⑯
［
U
Φ
臼
薗
お
．
Q
。
｝
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⑰
［
O
Φ
ヨ
』
お
φ

⑱
↓
お
く
Φ
黛
む
㊤
卜
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o
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｝
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⑲
O
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露
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⑳
O
①
雰
心
⊆
n
6
ω
よ
餅

⑪
　
H
ω
器
’
臣
9
。
一
’

⑫
　
U
①
旨
．
い
。
一
9
卜
。
一
9
9
算
回
．
お
9

⑬
　
U
①
日
．
卜
。
N
H
一
．
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
親
戚
が
銀
行
を
利
用
し
た
り
海
上
貸
付
に
関

　
与
し
た
り
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
O
o
滞
具
6
㊤
卜
。
）
℃
P
お
O
山
b
。
ゆ
を
参
照
。

⑳
　
銀
行
家
に
と
っ
て
の
信
用
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
U
Φ
B
．
ω
①
．
濠
に
言
及
が

　
み
ら
れ
る
。

本
章
は
、
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
な
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
ア
テ
ナ
イ
社
会
と
い
か
な
る
形
で
か
か
わ
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察

（255）

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
ま
ず
、
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
特
徴
自
体
が
ア
テ
ナ
イ
社
会
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
生
ま
　
2
3



れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
次
に
、
ア
テ
ナ
イ
市
民
の
申
で
も
と
り
わ
け
政
治
家
に
注
目
し
、
彼
ら
と
銀
行
家
と
の
関
係
を
検
討
す

る
。
そ
の
う
え
で
、
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
最
重
要
課
題
の
～
つ
で
あ
っ
た
穀
物
供
給
の
問
題
に
関
し
て
、
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存

在
が
果
た
し
て
い
た
役
割
を
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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第
…
節
　
ネ
ッ
ト
ワ
…
ク
の
重
層
性

　
前
章
で
確
認
し
た
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
は
、
興
味
深
い
特
徴
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
ア
テ
ナ
イ
社
会
に
お
け
る
他
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
部
分
的
に
重
複
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
場
合
に
よ
っ
て
は
、
銀

行
家
は
特
定
の
人
的
紐
帯
を
必
ず
し
も
利
用
で
き
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
銀
行
家
の
た
め
に
仲
裁
者
や
昧

方
と
し
て
の
役
捌
を
果
た
し
て
い
る
者
に
関
す
る
事
例
に
目
を
向
け
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
す
す
め
る
。

　
イ
ン
ク
ラ
チ
ス
法
廷
弁
論
第
～
七
番
か
ら
は
、
パ
シ
オ
ン
が
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
の
有
力
者
で
あ
る
ア
ギ
ュ
リ
オ
ス
と
友
人
で
あ
っ
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
と
、
そ
し
て
彼
を
介
し
て
紛
争
相
手
の
説
得
を
試
み
て
い
る
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
つ
ま
り
、
パ
シ
オ
ン
は
紛
争
が
生
じ
た
際
の
解
決
手
段

の
一
つ
と
し
て
、
ア
ギ
ュ
リ
オ
ス
と
の
人
的
紐
帯
に
頼
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
ア
ギ
ュ
リ
オ
ス
は
そ
の
後
、
ボ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ポ
ロ
ス
の
有
力
者
で
あ
る
原
告
側
の
た
め
に
、
友
人
で
あ
る
は
ず
の
パ
シ
オ
ン
に
と
っ
て
不
利
な
証
雷
を
行
っ
て
い
る
。
ア
ギ
ュ
リ
オ
ス
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
穀
物
供
給
問
題
に
取
り
組
ん
だ
政
治
家
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
穀
物
生
産
地
と
し
て
の
ボ
ス
ポ
ロ
ス
と
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
重
視
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
実
際
に
、
こ
の
原
告
は
弁
論
中
に
お
い
て
も
、
陪
審
員
に
対
し
て
、
ボ
ス
ポ
ロ
ス
と
ア
テ
ナ
イ
と
の
関
係

を
考
慮
す
る
よ
う
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
サ
テ
ユ
ロ
ス
と
父
の
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
も
、
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
ず
っ
と
、
ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
の
う
ち
あ
な
た
方
を
最
優
先
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

す
で
に
し
ば
し
ば
穀
物
不
足
の
ゆ
え
に
他
の
商
人
た
ち
の
空
の
船
を
送
り
出
し
た
の
だ
が
、
あ
な
た
方
に
は
輸
出
権
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
」
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類
似
の
事
例
は
、
伝
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
法
廷
弁
論
第
四
九
番
に
も
児
出
せ
る
。
こ
こ
で
は
、
ア
テ
ナ
イ
市
民
ア
ン
テ
ィ
バ
ネ
ス
が
銀
行
側
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

張
を
支
持
す
る
よ
う
な
証
言
を
す
る
約
束
を
し
て
い
た
が
、
将
軍
テ
ィ
モ
テ
オ
ス
に
説
得
さ
れ
、
証
言
を
行
わ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
た
と
え

銀
行
家
と
人
的
紐
帯
を
結
ん
で
い
る
者
で
あ
っ
て
も
、
相
手
の
影
響
力
が
強
く
、
そ
ち
ら
と
の
関
係
を
重
視
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
な

場
合
に
は
、
銀
行
家
と
の
結
び
つ
き
は
必
ず
し
も
機
能
す
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
イ
ン
ク
ラ
チ
ス
法
廷
弁
論
第
一
七
番
の
別
の
箇
所
で
は
、
ソ
パ
イ
オ
ス
の
息
子
と
パ
シ
オ
ン
の
問
題
に
つ
い
て
、
ボ
ス
ポ
ロ
ス
に
お

い
て
王
サ
テ
ユ
ロ
ス
に
よ
る
仲
裁
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
サ
テ
ユ
ロ
ス
は
、
パ
シ
オ
ン
の
訴
訟
相
手
で
あ
る
ソ
パ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

オ
ス
の
息
子
を
援
助
す
る
よ
う
に
と
海
上
交
易
商
人
た
ち
に
命
じ
た
と
さ
れ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
多
く
の
海
上
交
易
商
人
が
銀
行
を
利
用

し
て
お
り
、
彼
ら
と
銀
行
家
と
の
間
に
は
一
定
の
信
用
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
の
、
こ
の
事
例
に
お
け
る
海
上
交

易
商
人
た
ち
は
、
ボ
ス
ポ
ロ
ス
側
に
昧
帯
す
る
存
在
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
銀
行
家
は
必
ず
し
も
海
上
交
易
商
人
を
味
方
に
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
限
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
事
例
で
は
サ
テ
ユ
ロ
ス
は
最
終
的
に
仲
裁
の
裁
定
を
下
す
こ
と
を
避
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
お
り
、
そ
の
理
由
の
～
つ
に
、
「
パ
シ
オ
ン
が
こ
の
場
に
い
な
い
」
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
地
に
は
パ
シ
オ
ン
の
代
わ
り
に

キ
ッ
ト
ス
な
る
人
物
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
銀
行

家
パ
シ
オ
ン
は
こ
の
紛
争
に
際
し
て
、
サ
テ
ユ
ロ
ス
は
も
ち
ろ
ん
、
海
上
交
易
商
人
か
ら
の
援
助
も
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ

れ
と
は
別
に
自
分
の
味
方
を
使
者
と
し
て
派
遣
す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
自
分
に
不
利
な
裁
定
が
下
さ
れ
る
こ
と
の
阻
止
に
成
功
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
事
例
で
使
者
を
つ
と
め
た
キ
ッ
ト
ス
は
銀
行
の
従
業
員
で
あ
り
、
銀
行
家
の
そ
の
他
の
人
的
紐
帯
と
は
区
別
さ
れ

る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
パ
シ
オ
ン
の
使
者
を
つ
と
め
て
い
る
人
物
と
し
て
は
、
他
に
も
ス
テ
パ
ノ
ス
の
よ
う
な
者
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
か
ら
、
従
業
員
以
外
が
同
様
の
機
能
を
果
た
す
場
合
も
十
分
あ
り
得
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
～
方
、
伝
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
法
廷
弁
論
第
五
二
番
に
お
い
て
確
認
で
き
る
事
例
で
は
、
パ
シ
オ
ン
と
カ
リ
ッ
ボ
ス
と
の
問
題
に
つ
い
て
、
リ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

シ
テ
イ
デ
ス
に
よ
る
仲
裁
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
リ
ュ
シ
テ
イ
デ
ス
は
、
当
事
者
双
方
の
知
り
合
い
で
あ
り
、
パ
シ
オ
ン
と
の
友
人
関
係
の
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ゆ
え
に
、
パ
シ
オ
ン
の
存
命
中
は
彼
に
不
利
な
裁
定
を
下
さ
な
か
っ
た
が
、
死
後
は
息
子
ア
ポ
ロ
ド
ロ
ス
に
不
利
な
裁
定
を
下
し
た
と
さ
れ
て

　
⑩

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
ポ
ロ
ド
ロ
ス
が
必
ず
し
も
銀
行
家
パ
シ
オ
ン
の
人
的
紐
帯
を
利
用
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
皿
方
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

逆
に
、
パ
シ
オ
ン
と
の
関
係
が
ア
テ
ナ
イ
市
民
側
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
リ
ュ
シ
テ
イ
デ
ス

は
カ
リ
ッ
ボ
ス
の
よ
う
な
ア
テ
ナ
イ
の
有
力
者
と
結
び
つ
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行
家
パ
シ
オ
ン
と
の
個
人
的
な
関
係
も
無
視
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

こ
と
が
で
き
ず
、
彼
に
配
慮
す
る
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
の
ア
ギ
ュ
リ
オ
ス
に
つ
い
て
も
、
彼
が
ボ
ス
ポ
ロ
ス

と
の
関
係
を
考
慮
し
つ
つ
も
パ
シ
オ
ン
の
頼
み
を
聞
き
入
れ
て
い
る
こ
と
に
注
冒
す
る
な
ら
ば
、
可
能
な
範
囲
内
で
は
協
力
を
行
っ
て
い
る
と

み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
従
っ
て
、
銀
行
家
と
の
結
び
つ
き
は
、
ア
テ
ナ
イ
市
民
側
が
簡
単
に
断
ち
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
性

格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
分
析
結
果
が
示
す
よ
う
に
、
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
ア
テ
ナ
イ
社
会
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
部
分
的
に
重

複
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
有
力
者
を
含
む
ア
テ
ナ
イ
市
民
た
ち
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い

う
点
で
、
ア
テ
ナ
イ
社
会
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
銀
行
家
が
特
定
の
人

的
紐
帯
を
利
用
で
き
な
い
と
い
う
状
況
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
紛
争
相
乎
と
人
的
紐
帯
が
競
合
す
る
場
合
、
仲
裁
者
や
国
方

自
身
が
そ
の
板
挟
み
と
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
親
密
度
や
社
会
的
地
位
次
第
で
は
、
全
面
的
な
協
力
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
競
合
は
、
銀
行
家
が
ア
テ
ナ
イ
市
民
や
海
上
交
易
商
人
を
含
む
多
様
な
人
々
と
広
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う

構
造
上
、
必
然
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
銀
行
家
は
広
い
人
脈
を
駆
使
し
て
、
協
力
を
中
質
し
得
る
よ
う
な
複
数

の
ル
ー
ト
を
確
保
す
る
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
処
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
人
的
紐
帯
を
広
く
重
層
的

に
張
り
巡
ら
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
利
用
に
際
し
て
の
阻
害
要
因
と
代
替
手
段
の
両
方
を
内
包
す
る
よ
う
な
構
造
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
、
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
ア
テ
ナ
イ
社
会
が
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
状
況
の
中
で
形
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
二
節
　
政
治
家
に
と
っ
て
の
銀
行
家

　
次
に
、
前
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
家
に
と
っ
て
銀
行
家
と
の
関
係
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
史

料
か
ら
は
、
少
な
か
ら
ぬ
政
治
家
た
ち
が
銀
行
家
と
の
間
に
人
的
紐
帯
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
た
め
、
以
下
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

順
に
検
討
し
て
い
く
。

　
ま
ず
、
イ
ン
ク
ラ
チ
ス
法
廷
弁
論
第
一
七
番
に
お
い
て
、
友
人
と
し
て
パ
シ
オ
ン
に
協
力
し
よ
う
と
し
た
人
物
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ア
ギ
ュ
リ
オ
ス
に
目
を
向
け
る
。
ア
ギ
ュ
リ
オ
ス
は
前
五
世
紀
末
か
ら
前
四
世
紀
初
頭
に
活
動
し
た
政
治
家
で
あ
り
、
喜
劇
作
家
へ
の
手
当
の

削
減
、
観
劇
手
当
の
復
活
、
民
会
手
当
の
導
入
・
増
額
と
い
っ
た
財
政
政
策
を
行
っ
た
ほ
か
、
前
当
〇
二
／
一
年
に
徴
税
請
負
代
表
を
つ
と
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

た
り
、
前
三
七
四
／
三
年
に
穀
物
税
法
を
提
案
し
た
り
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
穀
物
税
法
の
政
治
的
・
経
済
的
意
味
に
つ
い
て
検

討
を
行
っ
た
ω
o
お
は
、
ア
ギ
ュ
リ
オ
ス
が
市
民
・
在
留
外
国
人
・
外
国
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
身
を
置
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
は
、
彼
ら
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
穀
物
税
法
が
運
用
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ア
ギ
ュ
リ
オ
ス
が
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

シ
オ
ン
に
協
力
し
よ
う
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
守
ろ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
み
て
い
る
。

　
パ
シ
オ
ン
と
の
結
び
つ
き
は
、
ア
ギ
ュ
リ
オ
ス
の
甥
に
あ
た
る
カ
リ
ス
ト
ラ
ト
ス
に
も
確
認
さ
れ
る
。
カ
リ
ス
ト
ラ
ト
ス
は
前
四
世
紀
前
半

に
活
動
し
た
政
治
家
で
あ
る
が
、
第
二
次
ア
テ
ナ
イ
海
上
同
盟
の
軍
役
金
徴
収
制
度
を
考
案
す
る
な
ど
、
財
政
問
題
に
も
取
り
組
ん
だ
人
物
で

　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ア
ギ
ュ
リ
オ
ス
同
様
、
彼
も
友
人
パ
シ
オ
ン
に
協
力
す
る
人
物
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
前
四
世
紀
半
ば
以
降
に
活
躍
し
た
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
に
つ
い
て
は
、
竃
。
お
づ
。
が
、
当
蒔
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
穀
物
供
給
と
の
関
連
で
考
察

　
　
　
　
　
⑲

を
行
っ
て
い
る
。
彼
は
、
第
二
〇
番
弁
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
財
政
問
題
に
関
す
る
情
報
を
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
が
得
ら
れ
た
背
景
と
し
て
、
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

よ
う
な
状
況
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
父
親
が
海
上
貸
付
を
行
っ
て
お
り
、
彼
自
身
も
こ
う
し
た
投
資
に
関
与
し
て
い
た

可
能
性
が
高
い
こ
と
、
お
よ
び
、
彼
の
祖
先
は
ボ
ス
ポ
ロ
ス
王
国
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
り
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
自
身
も
こ
の
地
域
の
有
力
者
と
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⑳

の
ク
セ
ニ
ア
関
係
を
維
持
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
竃
。
お
8
は
立
ち
入
っ
た
検
討
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
注
目

す
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
複
数
の
銀
行
家
と
の
間
に
も
関
係
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
述
の
と
お
り
、
彼
は
銀
行
家
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ピ
ゲ
ネ
ス
と
コ
ノ
ン
に
市
民
権
付
与
提
案
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
背
景
に
は
人
的
紐
帯
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
銀
行
家
ブ
レ
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

イ
オ
ス
と
個
人
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
父
親
が
パ
シ
オ
ン
や
ピ
ユ
ラ
デ
ス
の
銀
行
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

O
o
ぴ
Φ
p
は
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
が
海
上
貸
付
や
銀
行
へ
の
投
資
に
よ
っ
て
富
を
得
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
何
人
も

の
銀
行
家
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
か
ら
は
、
彼
が
単
に
金
銭
を
獲
得
す
る
の
み
な
ら
ず
、
銀
行
家
と
の
広
い
人
脈
を
形
成
す
る
こ
と
を
も
意

図
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
ア
ギ
ュ
リ
オ
ス
、
カ
リ
ス
ト
ラ
ト
ス
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
と
い
う
前
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
の
財
政
問
題
に
関
与
し
て

い
る
有
力
政
治
家
た
ち
が
、
い
ず
れ
も
銀
行
家
と
関
係
し
て
い
る
と
い
う
状
況
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ω
o
茜
や

ζ
o
鞘
口
。
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
ア
ギ
ュ
リ
オ
ス
と
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
、
銀
行
家
以
外
の
商
業
関
係
者
と
の
間
に
も
結
び
つ

き
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
彼
ら
の
政
治
的
キ
ャ
リ
ア
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
な
中
で
彼
ら
が
銀
行
家
と
も
積
極
的
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
、
銀
行
家
と
の
人
的
紐
帯
も
ま
た
、
彼
ら
の
キ
ャ
リ
ア
に
と
っ
て
有
用

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
史
料
か
ら
は
、
銀
行
家
と
結
び
つ
く
こ
と
で
軍
事
遠
征
に
関
す
る
資
金
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
た
ち
の
存
在
も
読
み
と
れ

る
。
将
軍
テ
ィ
モ
テ
オ
ス
は
、
遠
征
に
出
発
す
る
に
際
し
パ
シ
オ
ン
の
銀
行
か
ら
資
金
を
調
達
し
て
い
る
ほ
か
、
遠
征
途
中
に
海
上
交
易
商
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
ら
借
り
た
金
に
つ
い
て
も
、
パ
シ
オ
ン
か
ら
借
金
す
る
こ
と
で
返
済
し
て
い
る
。
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
で
は
、
将
軍
や
ト
リ
エ
ラ
ル
コ
ス
が
自

ら
遠
征
費
用
を
調
達
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
う
し
た
状
況
下
で
は
、
資
金
の
貸
し
手
を
確
保
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

岩
田
は
こ
の
点
に
注
目
し
、
銀
行
が
彼
ら
の
資
金
供
給
源
と
な
っ
て
い
た
と
同
時
に
、
銀
行
側
に
と
っ
て
は
こ
れ
ら
が
安
定
的
で
確
実
な
貸
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

分
野
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
一
方
ζ
厳
Φ
詳
は
、
テ
ィ
モ
テ
オ
ス
は
こ
の
時
他
の
市
民
た
ち
か
ら
借
金
を
行
う
こ
と
が
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⑳

で
き
ず
、
最
終
手
段
と
し
て
パ
シ
オ
ン
の
銀
行
を
利
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
テ
ィ
モ
テ
オ
ス
が
長
期
聞
に
わ
た
り
繰
り

返
し
パ
シ
オ
ン
に
頼
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
状
況
が
決
し
て
一
時
的
な
例
外
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
実
際
に
、
パ

シ
オ
ン
の
息
子
で
あ
り
ア
テ
ナ
イ
で
政
治
活
動
を
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
ア
ポ
ロ
ド
ロ
ス
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
状
況
を
見
て
と
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
彼
は
ト
リ
エ
ラ
ル
コ
ス
と
し
て
遼
征
に
参
加
し
て
い
た
際
、
父
親
で
あ
る
銀
行
家
パ
シ
オ
ン
の
人
的
紐
帯
を
頼
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

資
金
の
提
供
を
受
け
て
い
る
。
パ
シ
オ
ン
の
息
子
と
い
う
特
殊
な
立
場
に
あ
る
と
は
い
え
、
理
想
的
な
ア
テ
ナ
イ
市
民
で
あ
ろ
う
と
し
た
ア
ポ

　
　
　
　
⑫

ロ
ド
ロ
ス
が
、
銀
行
家
の
人
的
紐
帯
を
駆
使
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
こ
の
目
的
に
際
し
て
極
め
て
有
用
な

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
前
三
五
六
年
頃
に
シ
ュ
ン
ト
リ
エ
ラ
ル
コ
ス
に
任
命
さ
れ
る
だ
け
の
財
産
を
有
し

て
い
た
ス
テ
パ
ノ
ス
は
、
当
初
は
銀
行
家
ア
リ
ス
ト
ロ
コ
ス
、
そ
の
後
は
ポ
ル
ミ
オ
ン
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
と
り
わ
け
ポ
ル
ミ
オ
ン
と
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
は
継
続
的
な
関
係
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
有
力
政
治
家
以
外
の
富
裕
ア
テ
ナ
イ
市
民
の
中
に
も
、
銀
行
家
と
の
結
び
つ
き
を
必

要
と
す
る
者
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
テ
ィ
モ
テ
オ
ス
が
必
要
に
応
じ
て
銀
行
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
は
、
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
な
、
利
用
者
と
の
継
続
的

な
相
互
扶
助
関
係
の
中
で
銀
行
が
経
営
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
え
て
、
こ
こ
で
は
銀
行
家
と
の
結
び
つ
き

が
遠
征
費
用
の
提
供
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
広
範
な
協
力
に
つ
な
が
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
と
い
う
の
も
、
テ
ィ
モ
テ
オ
ス
は
、
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

が
告
発
さ
れ
た
際
に
援
助
に
駆
け
つ
け
た
、
外
国
の
有
力
者
ア
ル
ケ
タ
ス
と
イ
ア
ソ
ン
を
接
待
す
る
た
め
の
物
品
や
金
銭
を
借
用
し
た
り
、
マ

ケ
ド
ニ
ア
王
か
ら
の
贈
与
品
の
受
け
取
り
に
必
要
な
費
用
の
立
て
替
え
を
依
頼
し
た
り
す
る
と
い
う
形
で
、
パ
シ
オ
ン
に
協
力
を
求
め
て
い
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
彼
の
政
治
的
立
場
を
間
接
的
に
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
家
た
ち
は
銀
行
家
と
積
極
的
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
の
背
景
と
し
て
は
、
岩
田
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

な
遼
征
費
用
の
確
保
と
い
う
事
情
に
加
え
て
、
彼
ら
が
政
治
的
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
重
ね
て
い
く
際
の
人
脈
や
資
金
を
調
達
し
た
り
、
財
政
問
題

に
取
り
組
ん
だ
り
す
る
た
め
に
、
銀
行
家
と
の
人
的
紐
帯
を
必
要
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
こ
れ
ら
に
つ
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い
て
は
各
政
治
家
に
関
す
る
考
察
に
お
い
て
個
別
的
・
部
分
的
に
雷
及
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
前
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
穀
物

供
給
や
軍
事
費
用
の
確
保
を
含
む
財
政
問
題
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
存
在
が
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
社
会
の
根
幹
に
す
ら
か
か
わ
る
よ
う
な
政
治
活
動
を
支
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。
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第
三
節
　
海
上
交
易
活
動
に
と
っ
て
の
銀
行
家

　
最
後
に
、
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
と
り
わ
け
重
要
で
あ
っ
た
穀
物
供
給
問
題
の
中
で
の
銀
行
家
の
役
割
を
検
討
す
る
た
め
に
、
彼
ら
と

海
上
交
易
商
人
と
の
結
び
つ
き
に
目
を
向
け
る
。
海
上
交
易
商
人
が
銀
行
を
利
用
し
て
い
る
事
例
は
七
例
存
在
す
る
が
、
こ
の
う
ち
四
例
が
保

　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
⑲

管
業
務
、
一
例
が
海
上
貸
付
の
証
人
の
役
割
、
一
例
が
貸
付
、
｛
例
が
海
上
交
易
商
人
た
ち
は
パ
シ
オ
ン
の
銀
行
を
利
用
し
て
い
た
と
い
う
一

　
　
　
⑳

般
的
言
及
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
商
人
に
よ
る
銀
行
利
用
の
事
例
と
し
て
は
、
保
管
業
務
が
過
半
数
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

れ
が
銀
行
業
務
に
関
す
る
実
際
の
割
合
を
ど
れ
ほ
ど
正
確
に
反
映
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
断
定
で
き
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
こ
こ
か
ら

は
、
銀
行
に
よ
る
保
管
業
務
が
海
上
交
易
商
人
に
と
っ
て
＝
疋
の
重
要
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
こ
う
し
た
保
管
が
行
わ
れ
て
い
る
四
つ
の
事
例
の
う
ち
、
半
数
の
二
例
を
占
め
る
の
が
、
海
上
貸
付
契
約
文
書
の
保
管
の
事
例
で
あ
る
。
当

蒔
の
ア
テ
ナ
イ
を
交
易
圏
に
含
む
海
上
交
易
商
人
た
ち
は
、
海
上
貸
付
に
よ
る
資
金
提
供
を
受
け
て
交
易
活
動
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
契
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
際
し
て
は
、
航
路
や
期
間
、
輸
入
品
目
等
に
つ
い
て
詳
細
な
規
定
を
定
め
た
契
約
文
書
が
作
成
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
海
上
貸
付
契
約
文
書
は

交
易
活
動
を
行
う
う
え
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
契
約
文
書
は
、
海
上
交
易
を
促
進
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

め
に
前
四
世
紀
半
ば
に
ア
テ
ナ
イ
で
整
備
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
、
商
業
裁
判
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
も
大
き
な
意
昧
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

と
い
う
の
も
、
商
業
裁
判
は
迅
速
な
裁
判
手
続
き
と
い
っ
た
形
で
商
人
の
利
便
性
を
考
慮
し
て
い
た
が
、
こ
の
商
業
裁
判
が
受
付
対
象
と
し
て

い
た
の
は
海
上
貸
付
契
約
文
書
の
あ
る
案
件
に
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
契
約
文
書
を
提
示
で
き
な
い
場
合
に
は
、
抗
弁
を
と
お
し
て
訴
え
そ
の
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㊧

も
の
が
無
効
化
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
海
上
貸
付
契
約
文
書
は
、
実
際
の
交
易
活
動
に
お
い
て
も
商
業
裁
判
制
度
に
お
い
て
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
偽
造
・
紛
失

を
避
け
る
た
め
に
は
、
信
頼
で
き
る
第
三
者
に
ゆ
だ
ね
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
書
を
適
切
な
人
物
の
管
理
下
に
置
か

な
か
っ
た
場
合
に
い
か
な
る
問
題
が
生
じ
た
か
を
示
す
例
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
イ
ン
ク
ラ
チ
ス
法
廷
弁
論
第
一
七
番

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

で
は
、
銀
行
家
で
は
な
い
者
に
同
意
文
書
の
保
管
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
が
、
そ
の
後
こ
の
文
書
に
つ
い
て
改
蜜
の
疑
惑
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、

伝
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
法
廷
弁
論
第
三
三
番
に
お
い
て
も
、
仲
裁
者
に
預
け
ら
れ
た
同
意
文
書
が
紛
失
し
た
た
め
、
そ
の
内
容
が
無
効
と
な
っ
て
い

　
　
　
　
⑰

る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
が
、
海
上
交
易
商
人
た
ち
が
契
約
文
書
の
保
管
先
を
選
択
す
る
に
際
し
、
こ
の
よ
う
な
信
用
で
き
る
第
三
者
と
し

て
、
銀
行
家
が
適
任
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
商
業
裁
判
に
関
す
る
も
の
と
し
て
伝
わ
る
計
五
編
の
法
廷
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

論
の
う
ち
、
三
編
に
お
い
て
契
約
文
書
の
保
管
場
所
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
二
道
が
銀
行
を
保
管
場
所
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

残
り
の
う
ち
一
編
で
は
お
そ
ら
く
銀
行
家
で
は
な
い
市
民
が
文
書
を
保
管
し
て
い
る
も
の
の
、
契
約
締
結
時
の
証
人
の
～
人
を
銀
行
家
ポ
ル
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

オ
ン
が
つ
と
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
保
管
場
所
へ
の
雷
及
が
み
ら
れ
な
い
二
型
の
う
ち
の
　
編
で
は
、
銀
行
自
体
が
貸
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
商
業
裁
判
に
持
ち
込
ま
れ
た
事
例
の
大
半
に
お
い
て
、
銀
行
家
が
契
約
文
書
の
作
成
ま
た
は
保
管
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

与
し
て
い
る
と
い
う
状
況
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
れ
ら
の
銀
行
家
は
い
ず
れ
も
別
の
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
信
用
の
存
在
は
、
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
銀
行
家
と
海
上

交
易
商
人
の
関
係
自
体
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
第
二
章
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
銀
行
家
と
利
用
者
は
継
続
的
な
人
的
紐
帯

に
基
づ
く
信
用
関
係
を
築
い
て
い
た
が
、
史
料
か
ら
は
、
多
く
の
海
上
交
易
商
人
た
ち
が
銀
行
を
利
用
し
て
い
た
様
子
が
読
み
と
れ
る
。
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
め
、
海
上
交
易
商
人
た
ち
も
ま
た
、
銀
行
家
と
の
間
に
こ
の
よ
う
な
信
用
関
係
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
海
上
交
易

商
人
が
銀
行
家
に
契
約
文
書
の
保
管
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
背
景
に
は
、
前
記
世
紀
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
、
銀
行
家
と
海
上
交
易
商
人
た
ち
と
の
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間
に
広
く
信
用
関
係
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
情
を
兇
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
契
約
文
書
の
確
実
な
保
管
と
い

う
、
海
上
交
易
商
人
た
ち
が
交
易
活
動
を
行
う
う
え
で
の
リ
ス
ク
回
避
の
手
段
が
、
信
用
関
係
に
基
づ
く
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
埋
め

込
ま
れ
て
い
た
と
い
う
状
況
を
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
銀
行
が
こ
の
よ
う
に
契
約
文
書
の
保
管
場
所
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
穀
物
供
給
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
前
述

の
と
お
り
、
商
業
裁
判
は
前
妻
誘
致
を
目
的
と
し
て
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で
受
付
対
象
と
さ
れ
た
の
は
、
海
上
貸
付
契
約
文

書
が
存
在
す
る
案
件
に
限
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
文
書
の
有
効
性
を
実
質
的
に
担
保
し
て
い
た
の
は
、
銀
行
家
と
海
上
交
易

商
人
と
の
既
存
の
信
用
関
係
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
換
雷
す
る
な
ら
ば
、
商
業
裁
判
制
度
の
実
際
の
運
営
面
は
、
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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軍
事
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を
調
達
す
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こ
と
を
検
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し
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も
し
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て
い
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が
、
商
入
た
ち
か
ら
得
た
情
報
に
雷
及
し
て
い
る
点
に
注
翔
し
て
い
る
。
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山
メ
な
お
、
第
二
章
第
二
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
パ
シ
オ
ン

　
が
テ
ィ
モ
テ
オ
ス
に
長
期
腿
の
融
資
を
行
っ
た
背
景
に
は
彼
か
ら
の
見
返
り
へ
の

　
期
待
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
海
上
交
易
商
人
ピ
リ
ッ
ボ
ス
の
場
合

　
は
、
ア
テ
ナ
イ
市
民
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
将
来
的
な
見
返
り

　
よ
り
も
む
し
ろ
、
颪
ち
に
借
金
が
返
済
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
従
っ
て
、

　
こ
の
事
例
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
有
力
者
と
の
継
続
的
協
力
関
係
の
形
成
を
求
め
る
傾

　
向
が
、
と
り
わ
け
銀
行
家
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て

　
い
る
と
い
え
よ
う
。
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も
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三
略
九
／
八
年
に
、
国
庫
の
剰
余
金

　
を
軍
事
費
に
流
乱
す
る
か
観
劇
手
当
と
す
る
か
を
民
会
で
決
定
す
る
と
い
う
提
案

　
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
も
ま
た
財
政
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
え
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。
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で
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上
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在
留
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の
訴
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能
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密
書
学
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大
学
紀
要
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一
九
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九
六
五

　
年
、
一
～
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特
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五
～
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語
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鵯
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で
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行

　
家
エ
ウ
ク
レ
ス
が
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文
書
を
保
管
し
て
い
る
の
で
あ
る
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こ
の
事
例
か
ら
も
、

　
銀
行
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が
文
書
の
保
管
に
関
し
て
適
任
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か

　
が
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れ
る
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深
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と
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易
商
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の
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に
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な
る
金

　
銭
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え
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係
を
形
成
し
て
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た
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す
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存
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こ
と
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お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
の
よ
う
に
、
銀
行
家
の
人
的
紐
帯
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
分
析
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
第
一
に
、

銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
リ
ス
ク
回
避
や
業
務
の
拡
大
・
円
滑
化
と
い
っ
た
、
銀
行
経
営
の
本
質
的
部
分
を
担
っ
て
い
た
。
第
二
に
、
銀
行

家
は
利
用
者
と
の
問
に
人
的
紐
帯
に
基
づ
く
継
続
的
な
信
用
関
係
を
形
成
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
時
に
、
金
銭
取
引
を
越
え
た
協
力
関
係
に
ま

で
発
展
し
て
い
た
。
第
三
に
、
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ア
テ
ナ
イ
社
会
に
お
け
る
他
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
部
分
的
に
重
複
し
て
い
た
。
そ
の

中
で
銀
行
家
は
、
広
く
人
的
紐
帯
を
張
り
巡
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
利
用
を
阻
害
す
る
要
因
と
代
替
手
段
と
の
両
方
を
内
包
す
る
よ
う

な
、
重
層
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
た
と
い
え
る
。
第
四
に
、
こ
う
し
た
銀
行
家
と
結
び
つ
く
こ
と
は
、
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
の
政
治

家
に
と
っ
て
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
有
力
者
と
の
結
び
つ
き
を
求
め
る
銀
行
家
側
の
利
益
と
も
一
致
し
て
い
た
。
第
五

に
、
銀
行
家
と
海
上
交
易
商
人
た
ち
と
の
問
の
信
用
関
係
の
存
在
は
、
契
約
文
書
の
有
効
性
を
担
保
す
る
と
い
う
形
で
海
上
交
易
活
動
を
支
え

る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
商
業
裁
判
制
度
を
運
営
面
に
お
い
て
支
え
る
と
同
時
に
、
商
人
た
ち
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の
リ
ス
ク
回
避
の
手
段
を
も
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
重
要
で
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
分
析
結
果
は
相
互
に
関
連
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
的
紐
帯
に
依
拠
し
た
当

時
の
銀
行
経
営
の
あ
り
方
と
、
市
民
も
銀
行
家
と
の
結
び
つ
き
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
社
会
的
状
況
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
銀
行
側
と
ア
テ
ナ
イ

社
会
側
に
か
か
わ
る
よ
う
な
事
情
の
中
で
、
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
形
成
・
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
ア
ウ
ト
サ
イ

ダ
ー
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
ア
テ
ナ
イ
社
会
内
部
に
深
く
食
い
込
ん
で
い
る
存
在
と
し
て
の
銀
行
家
像
が
浮
か
び
上
が
る
で
あ
ろ
う
。

　
加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
海
上
交
易
商
人
と
ア
テ
ナ
イ
社
会
と
の
結
び
つ
き
を
促
進
す
る
役
割
を
も
果
た
し
て
い

る
点
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
、
筆
者
は
旧
稿
に
お
い
て
、
海
上
交
易
商
人
の
人
的
紐
帯
が
ア
テ
ナ
イ
の
商
業
関
連
制
度
と
相
互
に
か
か
わ
っ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
本
稿
の
結
論
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
背
後
で
支
え
て
い
た
の
は
、
制
度
面
以
外
の
部
分
に

ま
で
広
が
る
形
で
形
成
さ
れ
て
い
た
、
銀
行
家
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
稿
で
は
、
前
四
徴
紀
ア
テ
ナ
イ
で
行
わ
れ
た
商
業
活
動
の
う
ち
銀
行
業
に
着
目
し
て
考
察
を
す
す
め
た
が
、
そ
れ
以
外
の
商
業
活
動
に
つ

い
て
も
、
背
景
に
あ
る
人
的
紐
帯
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
、
従
来
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
と
り

わ
け
、
本
稿
で
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
海
上
交
易
商
人
に
関
し
て
も
、
制
度
面
以
外
で
も
社
会
と
の
か
か
わ
り
が
あ
っ
た
可
能

性
は
高
い
と
み
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

【
付
記
】
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）

（
課
題
番
号
　
誤
・
G
。
刈
綬
）
の
支
援
を
受
け
た
。

　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）

35　（267）



The　Nature　and　Function　of　the　BankiRg　Networl〈　in　Athens

　　　　　　　　　　　　　　　　　in　the　Fourth　Century　BC

by

SuGIMOTO　｝1［iRako

　　It　is　known　that　in　the　fourth　century　BC　a　great　many　people　who　were

engaged　in　commercial　activities　were　attracted　to　Athens．　Athenians　had

suffered　from　serious　graiR　shortages　and　were　therefore　dependent　on　grain

imported　by　maritime　traders，　who　often　used　banks　in　order　to　deposit　or

exchange　money．　ln　previous　studies，　it　has　been　emphasised　that　those　who

engaged　in　economic　activities　were　“outsiders”　ifl　the　poleis．　However，　it　is

elear　from　primary　sources　that　these　people　established　relationships　not

only　with　other　non－citizens　but　also　with　Athenian　citlzens，　and　thus　it

would　seem　that　the　previous　view　of　the　traders　and　bankers　as　“outsiders”

should　be　revised．

　　Based　on　this　point　of　view，　this　paper　focuses　on　the　banking　network　in

fourth　century　BC　Athens．　Since　previous　studies　on　banking　have　been

carried　out　in　the　context　of　the　debate　on　the　nature　of　the　ancient

economy，　the　main　focus　of　discussion　has　been　on　whether　loans　were

productive　or　consumptive　and　whether　or　not　bank　deposits　bore　interest．

Aithough　E　E．　Cohen　and　K．　M．　W．　Shipton　have　pointed　out　the　importance

of　baRkers　in　Athenian　society，　their　views　have　not　completely　supplanted

the　idea　of　“outsiders”　since　they　discussed　the　economic　function　of　loans

and　deposits　rather　than　the　role　of　the　banking　network．　ln　order　to　address

this　problem，　this　paper　examines　the　nature　and　function　of　the　banking

network　as　a　whole，　and　thus　clarifies　1）　how　bankiRg　operated　within　the

banking　network，　2）　the　nature　of　the　network，　and　3）　how　the　banl〈ing

networl〈　was　related　to　Athenian　society．

　　Personal　relationships　involving　bankers　can　be　categorised　according　to

the　nature　of　the　relationship　a　person　had　to　the　banker，　whether　customer，

mediator，　supporter，　and　so　on．　lmportantly，　in　most　cases　the　customers

were　either　acquaintances　of　the　banker　or　people　who　these　acquaintances

had　introduced．　This　suggests　that　customers　were　restricted　to　people
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whose　trustworthiness　could　be　personally　vouched　for，　and　this　can　be

interpreted　as　a　strategy　of　risk　avoidance．　Turning　to　the　mediators　and

supporters，　they　would　have　provided　important　aid　when　the　bankers

encountered　problems．　Thus，　it　can　be　concluded　that　it　was　a　networl〈　of

bankers　that　sustained　the　fundamental　basis　for　banking　operations．　On　the

other　hand，　however，　this　relationship　of　reliance　was　Rot　one－sided．　For

example，　two　customers　of　a　bank，　Stephanos　and　a　son　of　Sophaios，

attempted　to　hide　their　money　with　the　aid　of　a　banker　named　Pasion．

Similarly，　Timotheos　lied　about　borrowing　money　from　Pasion　for　military

purposes，　officially　reportiRg　that　the　money　had　come　from　a　military　fttnd．

These　examples　indicate　tha亡customers　must　have　trusted　their　bankers　not

to　divulge　their　secrets．　lt　can　therefore　be　said　that　bankers　and　customers

established　a　cooperative　relationship，　characterised　by　mutual　trust．

　　This　network，　however，　was　not　always　available．　There　are　many

examples　where　a　banker　could　not　make　use　of　a　relationship　and　so　looked

for　an　alternative．　When　an　ally　of　a　banker　also　had　a　relationship　with

other　indivlduals　whose　interests　clashed　with　those　of　bankers，　difficult

situations　in　which　the　ally　couid　not　aid　the　banker　might　arise．　ln　this

sense，　it　can　be　said　that　the　banking　network　was　embedded　in　the　network

of　Athenian　society．

　　Furthermore，　bankers　often　had　close　relationships　with　AtheRian

politicians．　Agyrrios，　Callistratos，　and　Demosthenes　were　all　influential

politicians　who　were　involved　with　financial　policy　at　that　time，　and　all　of

them　had　relationships　with　bankers．　ln　the　case　of　Tirr｝otheos，　he　sought　a

relationship　with　a　banker　both　because　he　needed　to　borrow　money　for

military　purposes，　and　because　bankers　could　indirectly　assist　his　po1itical

career．　Apollodoros　and　Stephanos，　who　had　served　as　a　trierarch　and　a

syntrierarch　respectively，　were　connected　to　bankers　as　well．　The　fact　that

these　Athenians　sought　a　relationship　with　bankers　shows　that　the　banking

network　functioned　as　an　aid　for　their　political　careers　or　as　a　source　of

funds　for　military　activities，　which　were　deep1y　related　to　the　structure　of

Athenian　society．　Moreover，　the　banking　network　even　sustained　the　system

of　maritime　loans　because　traders　entrusted　their　wrltten　contracts　to

bankers　for　safekeeping．

　　In　conclusion，　the　analysis　above　has　identified　many　aspects　of　the

banking　network．　Firstly，　the　banking　network　was　a　1〈ey　element　that

sustained　banking　operations．　Secondly，　this　network　was　embedded　in

Athenian　society．　Thirdiy，　this　network　partly　sustained　the　structure　of
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Athenian　society．　Considering　all　these　aspects，　it　seems

dismiss　the　traditionai　view　of　bankers　as　“outsiders”．

necessary　to

The　5の伽¢σDomain’s　Administration　of　the　Sのia〃iaike　Reservoir

　　under　the　Rule　of　the　Tokugawa　ShoguRate　in　the　Kamigata

　　　　　Region　circa　the　BegiRning　of　the　Eighteenth　Century

by

SHIMAMOTO　Kazuyuki

　　This　article　addresses　the　question　of　how　the　Sayama　domain，　under　the

rule　of　the　Tokugawa　shogunate　in　the　Kamigata　region，　came　to　administer

the　Sayamaike　reservoir　at　the　beginning　of　the　eighteenth　century，　despite

it　being　customary　at　that　time　to　place　responsibility　for　managing　rivers，

lakes　aRd　reservoirs　with　administrators　of　the　shogunate．　This　paper　will

also　illuminate　the　structure　of　government，　and　the　methods　of　flood　control

employed　by　the　shogunate　aRd　domainal　lords　of　the　period．

　　From　the　middle　of　the　seventeenth　to　the　early　eighteenth　century，　the

shogunate　established　a　system　for　maintaining　dikes　on　the　banks　of　large

rivers，　such　as　the　Yodo　and　Yamato．　Under　this　system，　the　responsibility

for　funding　mainteRanee　and　mobilizing　workers　in　the　Kamigata　region　fell

to　the　shogunate，　not　the　local　domains．　This　did　not，　however，　apply　to

srnaller　and　mediurri－sized　rivers，　lakes　aRd　reservoirs，　such　as　Sayamaike．

The　hiyakunin，　those　in　charge　of　managiRg　this　reservoir　and　controlling　its

sluice　gates，　were　Rot　under　the　jurisdiction　of　the　Sayama　domain　or　the

shogunate，　but　were　instead　subjects　of　the　Kawagoe　domaln．　As　a　result，

they　would　not　comply　with　orders　from　the　Sayama　domain，　even　if　these

orders　were　issued　in　the　event　of　a　flood　as　part　of　an　attempt　to　defend

the　reservolr．　When　a　flood　did　occur　in　1716，　this　resulted　in　the　hiyaleunin

failing　to　prevent　a　dike　of　the　Sayamaike　reservoir　from　bursting．　To

compound　matters，　since　administrators　of　the　shogunate　were　not

responsible　for　maintaining　Sayamaike　under　the　system　in　place　at　the

time，　they　did　not　fully　cover　the　cost　of　repairs　to　the　reservoir．

　　In　1718，　after　the　aforementioned　flood，　Hanamura　Zensuke，　a　retainer　of

the　Sayama　domain，　applied　to　the　Osaka　Machibugyo－sho，　a　department　of
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