
前
三
五
〇
年
代
︑
ト
ラ
キ
ア
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
を
め
ぐ
る
政
治
・
軍
事
情
勢

東
王
国
の
王
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
動
向
を
中
心
に
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【
要
約
】

前
三
六
〇
／
五
九
年
に
エ
ー
ゲ
海
北
岸
以
北
の
大
勢
力
で
あ
っ
た
ト
ラ
キ
ア
系
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
は
︑
コ
テ
ュ
ス
王
の
死
を
受
け
て
ベ
リ
サ

デ
ス
︑
ア
マ
ド
コ
ス
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
を
王
と
す
る
三
つ
の
王
国
に
分
裂
す
る
︒
こ
の
う
ち
最
も
東
側
の
王
国
を
支
配
し
た
の
は
コ
テ
ュ
ス
の
子
ケ

ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
で
あ
っ
た
︒
彼
は
と
り
わ
け
前
三
五
〇
年
代
に
毀
誉
褒
貶
の
激
し
い
信
頼
の
お
け
な
い
バ
ル
バ
ロ
イ
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
系
史
料
に
記
さ

れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
諸
研
究
者
た
ち
は
彼
を
︑
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
ピ
リ
ッ
ポ
ス
二
世
と
ア
テ
ナ
イ
と
の
狭
間
に
あ
っ
て
︑
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
再
統
一
を
目

論
ん
だ
好
戦
的
か
つ
未
開
の
王
と
し
て
評
価
し
て
き
た
︒
具
体
的
に
は
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
ア
テ
ナ
イ
か
ら
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
半
島
を
奪
取
し
よ
う
と

し
︑
一
方
で
他
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
や
周
辺
諸
勢
力
を
攻
め
る
な
ど
︑
攻
撃
的
な
政
策
を
展
開
し
た
︑
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
諸
史

料
を
再
検
討
し
た
結
果
︑
前
三
五
〇
年
代
に
彼
が
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
再
統
一
を
試
み
た
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒︒

史
林

一
〇
二
巻
二
号

二
〇
一
九
年
三
月

は

じ

め

に

主
に
今
日
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
か
ら
ル
ー
マ
ニ
ア
に
か
け
て
︑
古
代
に
は
イ
ン
ド

=
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
ト
ラ
キ
ア
人
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
住
ん
で

い
た
︒
中
で
も
南
東
バ
ル
カ
ン
を
中
心
に
ト
ラ
キ
ア
系
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
人
は
︑
前
五
世
紀
後
期
か
ら
前
四
世
紀
半
ば
に
か
け
て
大
勢
力
を
築

い
て
い
た
︒
前
三
六
〇
年
代
か
ら
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
の
王
コ
テ
ュ
ス
一
世
︵
以
下
︑
コ
テ
ュ
ス
︶
は
︑
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
半
島
な
ど
エ
ー
ゲ
海
北

前三五〇年代、トラキアのオドリュサイ王国をめぐる政治・軍事情勢（小河）
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部
の
拠
点
を
め
ぐ
り
︑
ア
テ
ナ
イ
と
戦
争
状
態
に
突
入
し
た
︒
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
は
エ
ー
ゲ
海
か
ら
黒
海
へ
と
通
じ
る
ヘ
レ
ス
ポ
ン
ト
ス
の
エ
ー

ゲ
海
側
入
口
を
押
さ
え
る
交
通
の
要
衝
で
あ
る
︒
古
代
に
お
い
て
は
ア
テ
ナ
イ
へ
の
黒
海
方
面
か
ら
の
糧
道
に
あ
た
っ
て
い
た
の
で
︑
ア
テ
ナ

イ
は
度
々
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
の
領
有
を
欲
し
た
︒
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
は
元
来
ト
ラ
キ
ア
系
住
民
の
原
住
地
で
も
あ
り
︑
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
に
と
っ

て
も
確
保
し
た
い
土
地
で
あ
っ
た
︒
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
人
は
ペ
ル
シ
ア
戦
争
後
か
ら
強
大
な
勢
力
を
築
き
︑
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
頃
に
は
ト
ラ
キ

ア
屈
指
の
大
勢
力
と
な
っ
て
い
た①
︒
前
四
世
紀
に
入
る
と
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
は
内
戦
で
分
裂
し
た
が
︑
前
三
八
〇
年
代
に
は
コ
テ
ュ
ス
の
も

と
で
ア
テ
ナ
イ
の
支
援
を
受
け
て
統
一
を
取
り
戻
す
︒
そ
の
後
二
〇
年
近
く
コ
テ
ュ
ス
は
ア
テ
ナ
イ
と
の
友
好
関
係
を
維
持
し
て
い
た
が
︑
前

三
六
〇
年
代
末
に
は
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
ア
テ
ナ
イ
と
戦
う
︒
途
中
で
コ
テ
ュ
ス
は
暗
殺
さ
れ
る
が
︑
息
子
の
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ

ス
が
後
を
継
ぐ
と
︑
そ
の
直
後
に
王
国
の
中
部
に
ア
マ
ド
コ
ス
︑
西
部
に
ベ
リ
サ
デ
ス
と
い
う
王
が
現
れ
︑
王
国
を
三
つ
に
割
っ
て
東
部
分
の

王
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
と
争
う
︒
よ
う
や
く
前
三
五
七
年
に
ア
テ
ナ
イ
と
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
は
和
平
を
結
び
︑
ア
テ
ナ
イ
は
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス

に
一
定
の
権
益
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
︒
ギ
リ
シ
ア
系
史
料
で
は
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
和
平
を
無
視
し
て
し
ば
し
ば
武
力
で
の
オ
ド
リ
ュ

サ
イ
王
国
再
統
一
を
う
か
が
う
な
ど
︑
油
断
の
な
ら
な
い
バ
ル
バ
ロ
イ
と
し
て
描
写
さ
れ
る
︒

こ
う
し
た
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
好
戦
的
か
つ
場
当
た
り
的
態
度
が
再
考
の
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
︑
ト
ラ
キ
ア
人
全
般
を
野
蛮

か
つ
好
戦
的
バ
ル
バ
ロ
イ
と
し
て
伝
え
る
ギ
リ
シ
ア
系
史
料
の
叙
述
が
研
究
者
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
き
た
せ
い
で
あ
っ
た②
︒
そ
れ
に

対
し
て
ト
ラ
キ
ア
人
は
自
ら
文
字
史
料
を
残
さ
な
か
っ
た
の
で
︑
古
代
ト
ラ
キ
ア
世
界
は
︑
ギ
リ
シ
ア
世
界
と
交
流
の
少
な
い
未
開
の
閉
ざ
さ

れ
た
世
界
と
認
識
さ
れ
て
き
た③
︒
加
え
て
米
ソ
冷
戦
時
代
︑
古
代
ト
ラ
キ
ア
領
域
の
多
く
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
な
ど
の
旧
共
産
圏
に
含
ま
れ
た
の
で
︑

西
側
研
究
者
の
立
ち
入
り
も
困
難
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
古
代
ト
ラ
キ
ア
研
究
が
大
き
く
進
展
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
冷
戦
構
造

崩
壊
後
の
目
覚
ま
し
い
考
古
学
的
成
果
の
進
展
に
伴
い
︑
ト
ラ
キ
ア
世
界
に
は
ギ
リ
シ
ア
世
界
と
の
密
接
な
交
流
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
と
な
り
つ
つ
あ
る
︒
加
え
て
︑
ギ
リ
シ
ア
史
の
中
で
も
ア
テ
ナ
イ
研
究
は
従
来
の
成
果
の
蓄
積
に
よ
り
︑
研
究
の
余
地
が
少
な
く
な
り
つ

つ
あ
る
︒
一
方
で
こ
れ
ま
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
ギ
リ
シ
ア
周
縁
部
世
界
の
研
究
が
進
展
し
︑
そ
こ
か
ら
ア
テ
ナ
イ
を
改
め
て
と
ら
え
直
そ
う
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と
す
る
試
み
が
現
れ
て
い
る④
︒
現
在
の
古
代
ト
ラ
キ
ア
史
研
究
の
進
展
は
︑
そ
う
し
た
近
年
の
研
究
動
向
の
一
環
を
形
成
し
て
い
る
︒

ト
ラ
キ
ア
世
界
と
ギ
リ
シ
ア
世
界
と
の
交
流
や
相
互
依
存
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
は
︑
エ
ー
ゲ
海
北
岸
世
界
の
理
解
を
深
め
る
た

め
︑
ま
た
は
ア
テ
ナ
イ
人
な
ど
大
勢
力
の
エ
ー
ゲ
海
北
岸
を
め
ぐ
る
政
治
・
軍
事
活
動
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
︑
重
要
な
課
題
で
あ
る
︒

と
は
言
え
︑
ギ
リ
シ
ア
に
比
べ
て
相
対
的
に
史
料
の
少
な
い
ト
ラ
キ
ア
世
界
を
包
括
的
に
研
究
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
現
状
の
ト
ラ
キ
ア
史

研
究
で
は
テ
ー
マ
が
細
分
化
さ
れ
た
研
究
が
多
数
存
在
す
る
が
︑
こ
れ
も
や
む
を
え
な
い
次
第
で
あ
る
︒
現
在
の
研
究
で
は
︑
ト
ラ
キ
ア
世
界

は
同
質
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
て
お
り
︑
①
南
西
ト
ラ
キ
ア
︵
エ
ー
ゲ
海
北
岸
の
ア
ン
ピ
ポ
リ
ス
周
辺
︶
︑
②
南
東
ト
ラ
キ
ア
︵
エ
ー
ゲ

海
北
岸
マ
ロ
ネ
イ
ア
あ
た
り
か
ら
︑
へ
レ
ス
ポ
ン
ト
ス
海
峡
を
へ
て
黒
海
西
岸
の
ビ
ュ
ザ
ン
テ
ィ
オ
ン
=
現
在
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
あ
た
り
ま
で
︶
︑
③
北
方

の
ゲ
タ
イ
人
︵
ド
ナ
ウ
川
周
辺
に
住
む
諸
族
︶
︑
④
そ
の
他
︵
ブ
ル
ガ
リ
ア
内
陸
の
諸
族
な
ど
︶
︑
と
い
う
よ
う
に
研
究
が
細
分
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ

る⑤
︒そ

こ
で
本
稿
は
︑
前
三
五
〇
年
代
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
動
向
を
対
象
と
し
て
︑
当
時
の
エ
ー
ゲ
海
北
岸
世
界
を
め
ぐ

る
考
察
を
行
い
た
い
︒
古
典
期
に
屈
指
の
大
勢
力
を
築
い
た
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
は
︑
エ
ー
ゲ
海
北
岸
か
ら
黒
海
西
岸
ま
で
を
版
図
と
し
て
お

り
︑
ギ
リ
シ
ア
諸
勢
力
と
接
し
て
き
た
︒
ト
ラ
キ
ア
と
ギ
リ
シ
ア
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な
存
在
で
あ
り
︑
南
東
ト
ラ
キ
ア
史
研
究
の

中
核
的
存
在
と
言
え
る
︒
同
王
国
末
期
の
王
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
に
注
目
す
る
の
は
︑
ア
テ
ナ
イ
や
他
の
ギ
リ
シ
ア
諸
ポ
リ
ス
と
の
関
係
に
加

え
て
︑
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
の
内
情
が
あ
る
程
度
う
か
が
え
る
程
の
史
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
古
代
ト
ラ
キ
ア
に
は
多
く
の
王
や

部
族
が
存
在
し
た
が
︑
一
度
に
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
︒
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
時
代
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
に
つ
い
て
理

解
を
深
め
る
こ
と
は
︑
今
後
の
ト
ラ
キ
ア
史
研
究
の
過
程
に
お
い
て
︑
他
の
諸
族
を
研
究
す
る
う
え
で
比
較
対
象
と
し
て
役
立
つ
は
ず
で
あ
る
︒

以
上
の
理
由
で
︑
本
稿
で
は
前
三
五
〇
年
代
の
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
と
ア
テ
ナ
イ
と
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
で
︑
末
期
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国

の
実
態
と
︑
エ
ー
ゲ
海
北
岸
の
政
治
・
軍
事
情
勢
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

前三五〇年代、トラキアのオドリュサイ王国をめぐる政治・軍事情勢（小河）
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①

D
iod.,
X
II
50.1-7.
テ
レ
ス
の
子
シ
タ
ル
ケ
ス
︵
前
四
四
四
年
頃
～
前
四
二

四
年
︶
が
王
の
時
が
全
盛
期
で
あ
り
︑
騎
兵
五
〇
〇
〇
騎
と
歩
兵
一
二
〇
〇
〇
人

を
持
ち
︑
年
収
一
〇
〇
〇
タ
ラ
ン
ト
ン
を
得
て
い
た
︒

②

例
え
ば
︑
以
下
の
史
料
が
あ
る
︒
H
dt.,
V
I
36
;
T
huc.,
II
96.2,98.4,
V
II

29-30
;
Plut.,
A
lc.,36
;
A
ndorot.,
fr.36
;
D
iod.,
X
V
I
71.1-2
;
Strabo.,

V
II
5.
A
.H
.M
.
Jones,
T
he
G
reek
C
ity
from
A
lexander
to
Justinian

(O
xford,1940),
p.27
は
︑
ト
ラ
キ
ア
人
が
常
に
近
隣
諸
ポ
リ
ス
と
対
立
し
た

と
す
る
︒
ト
ラ
キ
ア
人
を
サ
テ
ュ
ロ
ス
や
酒
神
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
と
結
び
つ
け
て

蔑
視
す
る
ギ
リ
シ
ア
人
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
︑
M
.A
.
Sears,“A
thens,”

in
J.
V
aleva,
E
.
N
ankov
&
D
.
G
raninger
(eds.),
A
C
om
panion
to

A
ncient
T
hrace
(O
xford,2015),
p.315
を
参
照
︒

③

ト
ラ
キ
ア
と
ギ
リ
シ
ア
間
の
交
流
が
少
な
か
っ
た
と
す
る
説
に
つ
い
て
は
︑

M
.
T
acheva,“O
n
the
T
hracian
R
oyal
E
conom
y
(5th-4th
c.
B
C
)
after

the
So-called
Inscription
from
Pistiros,”
in
K
.R
abadjiev
&
R
.G
icheva

(eds.),
Studies
in
H
onor
of
P
rofessor
Ivan
M
arazov
(Sofia,2002),
pp.

264-277
を
参
照
︒
特
に
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
・
社
会
・
文
化
史
研
究
は
ア
ッ
テ
ィ

カ
の
内
部
に
の
み
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
様
々
な
研

究
で
ト
ラ
キ
ア
と
ギ
リ
シ
ア
は
し
ば
し
ば
対
立
的
に
捉
え
ら
れ
た
︒
こ
の
点
に
関

し
て
は
︑
K
.
V
lassopoulos,“R
eview
of:
Sears,
M
atthew
.
A
.,
A
thens,

T
hrace
and
the
Shaping
of
A
thenian
L
eadership.,”
B
ryn
M
aw
r

C
lassical
R
eview
2013.
09.
15
(http:
//bm
cr.
brynm
aw
r.
edu/

2013/2013-09-51.htm
l,
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
八
年
五
月
二
〇
日
)︒
と
こ
ろ

が
︑
大
量
の
考
古
学
的
証
拠
の
発
見
に
よ
っ
て
︑
限
定
的
に
終
止
し
た
と
さ
れ
る

ト
ラ
キ
ア
と
ギ
リ
シ
ア
間
の
交
流
に
関
す
る
見
方
は
覆
さ
れ
た
︒
こ
の
点
に
つ
い

て
は
︑
C
.T
zochev,“T
rade,”
in
J.V
aleva,E
.N
ankov
&
D
.G
raninger,

op.
cit.,
p.413
を
参
照
︒

④

古
典
期
ア
テ
ナ
イ
の
文
化
に
ペ
ル
シ
ア
文
化
が
与
え
た
影
響
に
関
し
て
は
︑

M
.C
.M
iller,A
thens
and
P
ersia
in
the
Fifth
C
entury
B
C
:
A
Study
in

C
ultural
R
eceptivity
(C
am
bridge,1997)
を
参
照
︒
ア
テ
ナ
イ
の
指
導
者
た

ち
に
と
っ
て
ト
ラ
キ
ア
で
の
活
動
経
歴
が
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
議
論
に
つ
い
て

は
︑
M
.A
.
Sears,
A
thens,
T
hrace,
and
the
Shaping
of
A
thenian

L
eadership
(C
am
bridge
&
N
ew
Y
ork,2013),
pp.46-139
を
参
照
︒

⑤

P.B
alabanov,“Pow
er
and
Property
R
ights
in
A
ncient
T
hrace
-6th

-4th
C
enturies
B
C
,”
T
hracia
X
X
I︵
2016︶,
pp.94-95.

第
一
章

先
行
研
究
と
問
題
の
所
在

一

末
期
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
に
関
す
る
史
料
の
存
在
状
況

ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
末
期
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
に
つ
い
て
多
く
を
伝
え
る
の
は
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
第
二
三
番
弁
論
﹁
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ス
弾

劾
﹂
で
あ
る
︵
以
下
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
二
三
番
︶
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
二
三
番
は
政
治
弁
論
で
あ
る
た
め
に
︑
そ
の
ま
ま
信
用
す
る

こ
と
が
困
難
で
あ
る
︒
ま
た
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
二
三
番
は
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
政
治
情
勢
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
︑
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イリュリア
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マケドニア
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ボテブグラト

ピスティロス
クラステヴィチ
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キュジコス
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（ブルガス）
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イストロス川

タソス サモトラケ

ペリントス

黒　海

※点線はオドリュサイ王国の推定最大版図（『デモステネス弁論集 四』木曽明子・杉山晃太郎訳（京

都大学学術出版会、二〇〇三年）、w図・黒海およびその周辺をもとに作成）

図：前四世紀のオドリュサイ王国

そ
の
よ
う
な
背
景
も
考
慮
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
デ
モ
ス

テ
ネ
ス
二
三
番
は
一
般
に
前
三
五
二
年
晩
夏
の
作
と
さ
れ
る①
︒
当

時
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
︑
ア
テ
ナ
イ
に
対
し
て
自
己
の
縁
者
で

あ
り
︑
ア
テ
ナ
イ
市
民
権
を
持
つ
オ
レ
オ
ス
出
身
の
傭
兵
隊
長
カ

リ
デ
モ
ス
を
ア
テ
ナ
イ
の
将
軍
に
選
出
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
︒

ア
テ
ナ
イ
で
は
︑
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ス
な
る
人
物
が
カ
リ
デ
モ
ス

に
不
可
侵
特
権
を
付
与
す
る
法
案
を
提
出
し
た
︒
法
案
は
民
会
に

先
立
つ
政
務
審
議
会
を
通
過
し
た
が
︑
何
ら
か
の
理
由
で
期
限
切

れ
の
ま
ま
民
会
に
は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
後
に
ア

テ
ナ
イ
人
エ
ウ
テ
ュ
ク
レ
ス
が
違
法
提
案
と
し
て
告
発
し
︑
デ
モ

ス
テ
ネ
ス
二
三
番
が
作
成
さ
れ
た
︒
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ス
側
の
反

対
弁
論
は
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
︑
裁
判
の
結
果
は
不
明
で
あ
る②
︒
そ

の
中
で
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
コ
テ
ュ
ス
と
共
に
気
ま
ぐ
れ
で
︑

貪
欲
か
つ
好
戦
的
な
バ
ル
バ
ロ
イ
と
し
て
叙
述
さ
れ
る③
︒
デ
モ
ス

テ
ネ
ス
二
三
番
は
こ
れ
ま
で
様
々
な
角
度
か
ら
調
査
さ
れ
︑
時
系

列
を
混
乱
さ
せ
た
り
︑
カ
リ
デ
モ
ス
の
功
績
を
無
視
す
る
︑
ア
テ

ナ
イ
人
の
自
尊
心
を
煽
り
立
て
る
な
ど
︑
様
々
な
修
辞
上
の
技
法

を
駆
使
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り④
︑
や
は
り
単
純
に
信
じ
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
二
三
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番
に
加
え
て
他
の
文
献
史
料
や
一
部
の
考
古
学
資
料
も
含
め
て
総
合
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
︑
当
時
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
と
そ
れ
を
取
り
巻

く
エ
ー
ゲ
海
北
岸
の
政
治
・
軍
事
情
勢
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
︒

二

研

究

史

本
稿
は
︑
主
に
前
三
五
〇
年
代
に
お
け
る
状
況
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
考
察
を
行
う
︒
こ
の
時
期
は
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
集
中
的
に
日
和
見

的
行
動
と
領
土
的
野
心
を
見
せ
た
時
期
と
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
意
味
で
従
来
の
学
説
を
見
直
せ
る
好
素
材
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
従
来
の
研
究

で
は
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
ピ
リ
ッ
ポ
ス
二
世
︵
以
下
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
︶
と
ア
テ
ナ
イ
と
の
間
で
去
就
を
度
々
変
更
し
な
が
ら
︑

自
己
の
領
土
的
野
心
を
満
た
そ
う
と
し
た
人
物
で
あ
る
︑
と
い
う
評
価
が
定
着
し
て
い
た
︒
グ
リ
フ
ィ
ス
は
︑
彼
が
ピ
リ
ッ
ポ
ス
と
密
約
を
結

ん
で
い
た
と
い
う⑤
︒
当
時
ピ
リ
ッ
ポ
ス
を
敵
と
し
た
ア
テ
ナ
イ
に
し
て
み
れ
ば
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
裏
切
り
者
に
な
る
︒
バ
ッ
ク
ラ
ー
や

ベ
ッ
ク
も
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
ピ
リ
ッ
ポ
ス
と
共
同
で
ア
マ
ド
コ
ス
の
領
土
を
分
割
し
よ
う
と
目
論
ん
だ
と
い
う⑥
︒
ま
た
︑
バ
ッ
ク
ラ
ー

は
後
年
の
著
書
で
も
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
長
年
二
律
背
反
の
危
険
な
政
策
を
行
い
︑
孤
立
し
て
他
者
か
ら
信
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し

て
い
る⑦
︒
前
三
五
七
年
に
ア
テ
ナ
イ
の
将
軍
カ
レ
ス
は
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
以
下
三
人
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
と
ア
テ
ナ
イ
と
の
四
者
間
の
和

平
を
実
現
さ
せ
た
︒
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
﹁
カ
レ
ス
の
平
和
﹂
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
以
降
も
彼
が
ピ
リ
ッ
ポ
ス
と
ア
テ
ナ
イ
の
間
で
度
々
陣

営
を
変
え
た
︑
と
す
る
指
摘
を
コ
ー
ク
ウ
ェ
ル
︑
ボ
ル
ザ
︑
ウ
ォ
ー
テ
ィ
ン
ト
ン
︑
澤
田
な
ど
が
行
っ
て
い
る⑧
︒
ア
ー
チ
バ
ル
ド
︑
ア
シ
ュ
レ

イ
︑
デ
レ
フ
な
ど
も
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
す
ぐ
に
﹁
カ
レ
ス
の
平
和
﹂
を
破
棄
し
て
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
を
狙
っ
た
︑
な
ど
と
し
て
い
る⑨
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
一
貫
し
て
ア
テ
ナ
イ
と
の
友
好
関
係
を
保
っ
た
と
主
張
す
る
研
究
者
が
少
な
い
な
が
ら
存
在
す
る
︒

シ
ー
リ
ー
は
︑
前
三
五
七
年
か
ら
前
三
五
二
／
一
年
ま
で
︑
ア
テ
ナ
イ
と
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
間
に
緊
張
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
が
︑
デ
モ

ス
テ
ネ
ス
の
活
動
を
中
心
に
見
据
え
た
研
究
の
た
め
︑
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
に
関
す
る
詳
細
な
議
論
は
行
っ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ

プ
テ
ス
が
中
王
国
の
王
ア
マ
ド
コ
ス
や
ヘ
レ
ス
ポ
ン
ト
ス
の
ポ
リ
ス
で
あ
る
ビ
ュ
ザ
ン
テ
ィ
オ
ン
︑
マ
ル
マ
ラ
海
に
面
す
る
ペ
リ
ン
ト
ス
な
ど
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と
戦
っ
た
と
す
る
が
︑
こ
の
戦
争
の
性
格
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い⑩
︒
他
方
︑
ポ
ポ
フ
や
ポ
ロ
ザ
ノ
フ
ら
は
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は

ア
テ
ナ
イ
と
の
友
好
関
係
を
維
持
し
て
い
た
と
し
な
が
ら
も
︑
彼
は
ア
テ
ナ
イ
の
傘
下
で
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
再
統
一
を
目
論
ん
だ
︑
と
し
て

い
る⑪
︒

三

問

題

の

所

在

こ
の
よ
う
に
︑
先
行
研
究
で
は
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
自
己
よ
り
も
強
大
な
勢
力
と
結
ん
で
好
戦
的
な
政
策
を
取
り
続
け
︑
領
土
的
野
心
を

満
た
そ
う
と
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
︒
即
ち
︑
①
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
を
ア
テ
ナ
イ
か
ら
奪
回
す
る
こ
と
を
狙
っ
た
こ
と
︑
②
①

と
も
関
連
す
る
が
︑
他
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
を
攻
撃
し
て
王
国
再
統
一
を
狙
っ
た
こ
と
︑
の
二
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
に
対
す
る
見
方
は
︑
ト
ラ
キ
ア
人
一
般
に
関
す
る
好
戦
性
・
野
蛮
な
種
族
・
不
誠
実
な
ど
の
ギ
リ
シ
ア
系
史
料
の
偏
見
を

そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
彼
に
関
す
る
諸
史
料
の
中
身
は
錯
綜
し
た
も
の
で
あ
り
︑
未
だ
十
分
な
解
明
を
見
て
い

な
い
︒
ま
た
︑
一
九
七
〇
年
代
以
降
を
中
心
に
︑
前
四
世
紀
後
半
の
ピ
リ
ッ
ポ
ス
に
関
心
が
集
ま
っ
た
時
に
は
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
ピ
リ

ッ
ポ
ス
を
中
心
と
し
た
史
観
の
中
で
︑
正
当
に
評
価
さ
れ
る
機
会
を
与
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
本
稿
は
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
前

三
五
〇
年
代
に
周
辺
諸
勢
力
を
攻
撃
し
て
︑
王
国
再
統
一
を
試
み
て
い
た
の
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒

以
下
第
二
章
で
は
︑
前
三
五
七
年
の
﹁
カ
レ
ス
の
平
和
﹂
の
中
身
と
︑
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
の
重
要
性
に
つ
い
て
検
討
し
︑
当
時
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ

テ
ス
が
﹁
カ
レ
ス
の
平
和
﹂
に
伴
う
和
平
を
破
っ
て
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
を
奪
取
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
︒
第
三
章
で
は
︑

﹁
カ
レ
ス
の
平
和
﹂
直
後
に
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
ア
マ
ド
コ
ス
ら
他
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
を
攻
め
た
の
か
ど
う
か
を
︑
明
ら
か
に
す
る
︒

ま
た
︑
前
三
五
〇
年
代
末
に
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
ア
マ
ド
コ
ス
ら
周
辺
諸
勢
力
を
攻
め
て
︑
王
国
再
統
一
を
試
み
た
の
か
ど
う
か
を
考
え
る
︒

即
ち
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
ア
テ
ナ
イ
と
の
和
平
を
無
視
す
る
形
で
ア
マ
ド
コ
ス
を
攻
め
た
の
か
︑
あ
る
い
は
ア
テ
ナ
イ
と
同
盟
す
る
形
で

ア
マ
ド
コ
ス
を
攻
め
た
の
か
︑
そ
れ
と
も
攻
め
な
か
っ
た
の
か
︑
を
考
察
し
た
い
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
常
に
好
戦
的
で
無
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謀
な
人
物
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
か
か
る
研
究
は
近
年
︑
著
し
い
成
果
を
あ
げ
て
い
る
ト
ラ
キ
ア
の
考
古
学
研
究

を
補
完
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
︒
ひ
い
て
は
︑
こ
う
し
た
研
究
の
積
み
重
ね
が
エ
ー
ゲ
海
北
岸
を
中
心
と
す
る
ト
ラ
キ
ア
と
ギ
リ
シ
ア
と
の

相
互
依
存
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
解
明
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
︒

①

D
ionysios,
L
etter
to
A
m
m
aios,1.4,
725.﹃
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
弁
論
集

四
﹄
木
曽
明
子
・
杉
山
晃
太
郎
訳
︵
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
〇
三
年
︶︑

三
二
六
︑
三
二
七
頁
・
註
︵
一
︶
︒
フ
ォ
ッ
ク
ス
は
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
二
三
番
は

前
三
五
六
年
に
作
成
さ
れ
︑
そ
の
後
前
三
五
三
年
頃
に
裁
判
の
た
め
に
内
容
が
更

新
さ
れ
た
も
の
と
い
う
︒
D
em
.,
X
X
III
10-11
に
前
三
五
七
年
の
カ
レ
ス
の
平

和
直
後
に
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
文
言
は
あ
る
が
︑
D
em
.,
X
X
III
103
に

は
前
三
五
三
年
頃
と
さ
れ
る
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
へ
の
ア
テ
ナ
イ
の
軍
事
植
民
で
あ
る

ク
レ
ル
コ
イ
派
遣
や
︑
D
em
.,
X
X
III
124
に
前
三
五
三
年
夏
以
降
に
ポ
キ
ス
の

全
権
将
軍
と
な
っ
た
パ
ウ
ロ
ス
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
︒
R
.L.
F
ox,

“D
em
osthenes,
D
ionysius
and
D
ating
of
Six
E
arly
Speeches,”

C
lassica
et
M
ediaevalia
48
(1997),
pp.183-187.

②

D
em
.,
III
4-5
に
︑
前
三
五
二
／
一
年
に
カ
リ
デ
モ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
側
の
軍

事
指
揮
官
と
し
て
活
動
し
て
い
る
の
で
︑
彼
は
ア
テ
ナ
イ
か
ら
一
定
の
信
任
を
得

て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

③

コ
テ
ュ
ス
に
つ
い
て
は
︑
D
em
.,
X
X
III
114,119
︒
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
に

つ
い
て
は
︑
D
em
.,
X
X
III.,135,137
︒

④

L.Pearson,T
he
A
rt
of
D
em
osthenes
(M
eisenheim
am
G
lan,1981),

pp.68-74
;
T
.L.
Papillon,
R
hetorical
Studies
in
the
A
ristocratea
of

D
em
osthenes
(N
ew
Y
ork,1998),pp.91-104
;M
.G
olden,“D
em
osthenes

and
the
Social
H
istorian,”
in
I.
W
orthington
(ed.),
D
em
osthenes:

S
tatesm
an
an
d
O
rator
(R
outledge,
2000),
pp.
163-166
;
D
.M
.

M
acD
ow
ell,
D
em
osthenes:
T
he
O
rator
(O
xford,2008),
pp.203-204,

206
;
A
rchibald,
op.
cit.,
pp.220-221
;
木
曽
・
杉
山
︑
前
掲
書
︑
三
三
九
-

三
四
五
頁
.

⑤

N
.G
.L.H
am
m
ond
&
G
.T
.G
riffith,A
H
istory
of
M
acedonia
V
ol.II

(O
xford,1978),
p.248.

⑥

J.B
uckler,P
hilip
II
and
the
Sacred
W
ar
(Leiden,1989),pp.52-53
;

J.B
uckler
&
H
.B
eck
(eds.),C
entral
G
reece
and
the
P
olitics
of
P
ow
er

in
the
Fourth
C
entury
B
C
(C
am
bridge,2008),
pp.227,229.

⑦

J.
B
uckler,
A
egean
G
reece
in
the
Fourth
C
entury
B
C
(Leiden,

2003),
pp.431-432.

⑧

G
.C
aw
kw
ell,P
hilip
of
M
acedon
(London,1978),p.76
;E
.N
.B
orza,

In
the
Shadow
of
O
lym
pus:
T
he
E
m
ergence
of
M
acedon
(Princeton,

1990),pp.212,214-215
;I.W
orthington,P
hilip
II
of
M
acedonia
(N
ew

H
aven
&
London,2008),
pp.59-60,68
;
澤
田
典
子
﹁
フ
ィ
リ
ポ
ス
二
世
の

対
ギ
リ
シ
ア
政
策

﹁
フ
ィ
ロ
ク
ラ
テ
ス
の
和
約
﹂
を
め
ぐ
っ
て

﹂﹃
史
学
雑

誌
﹄
一
〇
二
│
七
︵
一
九
九
三
年
︶︑
三
八
頁
︑
註
︵
四
三
︶.

⑨

E
.M
.
H
arris,
A
eschines
and
A
thenian
P
olitics
(O
xford,1995),
pp.

45,76.
Z.H
.
A
rchibald,
T
he
O
drysian
K
ingdom
of
T
hrace
(O
xford,

1998),pp.231-232
;J.R
.A
shley,T
he
M
acedonian
E
m
pire
:
T
he
E
ra

of
W
arfare
under
P
hilip
II
and
A
lexander
the
G
reat,
359-323
B
.
C
.

(Jefferson,
N
orth
C
arolina
&
London,1998),
p.138
;
C
.
V
eligianni-

T
erzi,
O
i
E
llênídes
póleis
kai
to
basíleio
tôn
O
drusôn
apó
A
bdêrôn

póleôs
m
éxri
Ístrou
potam
oú
(T
hessaloniki,2004︶,
p.298
;
P.
D
elev,
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“T
hrace
from
the
A
ssassination
of
K
otys
I
to
K
oroupedion
(360-281

B
C
E
),”
in
V
aleva,
N
ankov
&
G
raninger,
op.
cit.,
p.49.

⑩

R
.Sealey,D
em
osthenes
and
H
is
T
im
e
(O
xford,1993),pp.123-124.

⑪

K
.
Porozhanov,
“T
he
O
drysian
K
ingdom
,
the
Poleis
along
Its

C
oasts
and
A
thens
from
the
E
nd
of
6th
C
entury
until
341
B
C
,”

Studia
T
hracica
14
(B
lagoevgrad,
2011),
pp.
278-279,727
;
id.,
“La

C
hersonese
de
T
hrace
et
l̓H
ellespont
dans
le
royaum
e
O
dryse
de

K
ersebleptes
(359-341
A
v.
J.
-C
.),”
in
M
.H
.
Sayar
(ed.),
E
leventh

International
C
ongress
of
T
hracology,
Istanbul,
8th
-12th
N
ovem
ber,

2010
(Istanbul,2013),
p.5.В.

Ф
ол,

Д
.
П
оп

ов
&

К
.
Й
ор

дан
ов

(eds.),

Ц
ар
ет

е
н
а
т
р
ак

и
т
е

.
T
he
T
hracian
K
ings
(Sofia,2014)
pp.227-228

に
よ
れ
ば
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
︑
前
三
五
三
年
に
ア
テ
ナ
イ
に
ケ
ル
ソ
ネ
ソ

ス
を
譲
渡
し
た
︒
そ
れ
と
引
き
換
え
に
ア
マ
ド
コ
ス
に
対
す
る
ア
テ
ナ
イ
の
保
護

を
打
ち
切
ら
せ
て
か
ら
ア
マ
ド
コ
ス
を
攻
め
た
︒
デ
ル
ポ
イ
出
土
の
一
碑
文
は
ケ

ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
四
人
の
子
を
称
賛
し
て
お
り
︑
フ
ォ
ル
は
こ
こ
か
ら
彼
の
反

マ
ケ
ド
ニ
ア
的
行
動
が
う
か
が
え
る
と
す
る
が
︑
こ
の
見
解
に
つ
い
て
そ
れ
以
上

に
詳
細
な
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
︒

第
二
章

ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
を
狙
っ
た
の
か
？

デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
記
述
に
よ
る
と
︑
前
三
五
四
年
頃
に
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
ピ
リ
ッ
ポ
ス
ら
と
密
約
を
交
わ
し
︑
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
の
奪
取

を
企
ん
だ
︑
と
さ
れ
て
い
る①
︒
当
時
︑
ギ
リ
シ
ア
中
部
で
は
デ
ル
ポ
イ
神
殿
を
占
拠
し
た
ポ
キ
ス
が
︑
テ
バ
イ
や
テ
ッ
サ
リ
ア
諸
ポ
リ
ス
な
ど

と
神
聖
戦
争
を
展
開
し
て
い
た
︒
前
三
五
四
年
頃
︑
ポ
キ
ス
の
全
権
将
軍
ピ
ロ
メ
ロ
ス
が
敗
死
し
た
の
で
︑
一
時
的
に
休
戦
状
態
が
訪
れ
る②
︒

同
じ
こ
ろ
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
マ
ケ
ド
ニ
ア
沿
岸
の
メ
ト
ネ
を
攻
略
す
る
な
ど
︑
勢
力
圏
を
拡
大
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た③
︒
一
方
︑
小
ア
ジ
ア
で
は
ペ

ル
シ
ア
貴
族
の
ア
ル
タ
バ
ゾ
ス
が
ペ
ル
シ
ア
王
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し
て
い
た
︒
ア
テ
ナ
イ
は
自
己
の
海
上
同
盟
か
ら
離
反
し
た
キ
オ
ス
︑

コ
ス
︑
ロ
ド
ス
︑
ビ
ュ
ザ
ン
テ
ィ
オ
ン
ら
と
の
間
で
同
盟
市
戦
争
︵
前
三
五
八
年
～
前
三
五
五
年
︶
を
展
開
し
て
い
た
が
︑
こ
の
同
盟
市
戦
争
に

従
軍
し
て
い
た
ア
テ
ナ
イ
の
将
軍
カ
レ
ス
を
援
軍
と
し
て
呼
び
込
ん
だ④
︒
ペ
ル
シ
ア
王
の
怒
り
を
か
っ
た
ア
テ
ナ
イ
が
カ
レ
ス
を
引
き
上
げ
る

と
︑
ア
ル
タ
バ
ゾ
ス
は
テ
バ
イ
を
頼
っ
た
の
で
︑
テ
バ
イ
は
将
軍
パ
ン
メ
ネ
ス
と
五
〇
〇
〇
人
の
軍
を
派
遣
し
た
︒
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
ケ

ル
ソ
ネ
ソ
ス
の
奪
取
を
企
ん
だ
の
は
︑
こ
の
時
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
︒
こ
の
時
カ
レ
ス
が
パ
ン
メ
ネ
ス
と
共
に
現
れ
た
ピ
リ
ッ
ポ
ス
を
エ
ー

ゲ
海
北
岸
の
ネ
ア
ポ
リ
ス
近
郊
で
追
撃
し
た
と
い
う
史
料
が
残
っ
て
い
る
の
で⑤
︑
カ
レ
ス
が
同
盟
市
戦
争
か
ら
引
き
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
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る
︒
従
っ
て
︑
こ
の
事
態
は
同
盟
市
戦
争
終
了
か
ら
間
も
な
い
時
期
の
こ
と
で
あ
る
︒

本
章
で
は
︑
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
の
重
要
性
と
共
に
カ
レ
ス
の
平
和
の
内
容
を
検
討
し
て
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
い
か
な
る
行
為
が
和
平
協
定

違
反
と
な
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
︒
次
に
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
ピ
リ
ッ
ポ
ス
ら
と
共
謀
し
て
︑
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
を
狙
っ
た
の
が
本
当
か

ど
う
か
︑
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

一

﹁
カ
レ
ス
の
平
和
﹂
と
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス

コ
テ
ュ
ス
の
死
後
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
に
対
し
て
ア
マ
ド
コ
ス
と
ベ
リ
サ
デ
ス
が
分
立
す
る
と
︑
彼
ら
は
ア
テ
ナ
イ
と
互
い
に
友
好
関
係

を
結
ぶ
べ
く
争
っ
た
︒
前
三
五
七
年
に
ア
テ
ナ
イ
の
将
軍
カ
レ
ス
は
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
へ
進
み
︑﹁
カ
レ
ス
の
平
和
﹂
を
実
現
す
る
︒
こ
の

条
約
は
い
か
な
る
枠
組
み
で
あ
っ
た
の
か
︒
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
︑
当
時
の
碑
文
か
ら
う
か
が
え
る
︒
一
部
が
欠
損
し
て
い
る
碑
文
だ
が
︑

そ
れ
に
よ
る
と
ト
ラ
キ
ア
沿
岸
部
諸
ポ
リ
ス
は
三
人
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
ベ
リ
サ
デ
ス
︑
ア
マ
ド
コ
ス
︑
ケ
ル
セ
ブ
レ
プ
テ
ス
に
﹁
父
祖
伝

来
の
貢
納
︵π

ά
τριος

φ
όρος

︶
﹂
と
共
に
︑
ア
テ
ナ
イ
に
も
分
担
金
︵σ

ύντα
ξις

︶
を
納
め
る
︒
も
し
︑
諸
ポ
リ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
へ
の
分
担
金
を

滞
ら
せ
た
場
合
に
は
︑
三
人
の
諸
王
が
こ
れ
を
厳
し
く
取
り
立
て
る
︒
逆
に
こ
れ
ら
諸
王
へ
の
諸
ポ
リ
ス
の
貢
納
支
払
い
が
滞
っ
た
場
合
に
は
︑

ア
テ
ナ
イ
人
と
そ
の
将
軍
た
ち
が
取
り
立
て
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
沿
岸
部
諸
ポ
リ
ス
は
自
治
独
立
で
あ
り
︑
三
人
の
諸
王
に
対
し
て

︵
和
平
協
定
に
従
う
よ
う
に
︶
誓
い
を
す
べ
き
こ
と
︑
一
方
で
ア
テ
ナ
イ
と
は
同
盟
者
で
あ
る
こ
と
が
︑
定
め
ら
れ
て
い
る⑥
︒

ま
た
︑
こ
の
協
定
成
立
の
少
し
前
︑
ア
マ
ド
コ
ス
の
縁
者
に
し
て
ア
テ
ナ
イ
人
傭
兵
隊
長
の
ア
テ
ノ
ド
ロ
ス
の
提
案
で
は
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ

テ
ス
は
ア
テ
ナ
イ
と
他
の
諸
王
に
対
し
て
誓
い
を
行
い
︑
王
権
を
三
人
の
王
で
分
割
し
て
所
有
し
︑
さ
ら
に
こ
の
三
人
の
王
は
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス

を
ア
テ
ナ
イ
へ
返
還
す
べ
き
こ
と
︑
と
あ
る⑦
︒
こ
れ
ら
の
事
か
ら
︑
三
人
の
王
は
王
権
を
分
割
し
て
互
い
に
争
わ
な
い
こ
と
︑
ア
テ
ナ
イ
と
は

同
盟
関
係
に
あ
る
こ
と
︑
貢
納
の
取
り
立
て
に
あ
た
っ
て
は
互
い
に
協
力
す
る
こ
と
な
ど
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
従
っ
て
︑
ケ
ル

ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
の
奪
取
を
試
み
た
り
︑
ア
テ
ナ
イ
に
無
断
で
他
の
諸
王
を
攻
め
る
な
ど
の
行
為
を
働
け
ば
︑
そ
れ
は
和
平
協
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定
違
反
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
に
は
元
来
ト
ラ
キ
ア
系
住
民
が
住
ん
で
い
た
が
︑
後
に
ア
テ
ナ
イ
人
が
植
民
者
と
し
て
割
り
込
む
形
で
定
住
し
た⑧
︒
ア
テ
ナ

イ
は
穀
物
を
自
給
で
き
な
か
っ
た
た
め
︑
そ
の
多
く
を
黒
海
方
面
か
ら
の
輸
入
に
依
存
し
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
ア
テ
ナ
イ
に
と
っ
て
ケ
ル
ソ

ネ
ソ
ス
は
ど
う
し
て
も
確
保
し
て
お
き
た
い
要
地
で
あ
っ
た⑨
︒
前
三
六
九
年
に
ア
テ
ナ
イ
人
は
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
を
自
己
の
所
領
と
し
て
︑
ペ
ル

シ
ア
王
や
他
の
ギ
リ
シ
ア
人
に
承
認
さ
せ
て
い
る⑩
︒

オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
は
近
隣
の
ギ
リ
シ
ア
人
か
ら
貢
納
を
取
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
︑
近
年
の
考
古
学
資
料
か
ら
︑
王
国
に
は
ギ
リ

シ
ア
人
が
交
易
の
た
め
に
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る⑪
︒
一
九
九
〇
年
に
ブ
ル
ガ
リ
ア
西
部
ほ
ぼ
中
央
内
陸
の
ベ
ト
レ
ン

村
近
郊
か
ら
出
土
し
た
い
わ
ゆ
る
ピ
ス
テ
ィ
ロ
ス
碑
文
に
は
︑
コ
テ
ュ
ス
の
法
令
を
引
き
継
ぐ
形
で
︑
エ
ー
ゲ
海
北
岸
の
マ
ロ
ネ
イ
ア
と
ピ
ス

テ
ィ
ロ
ス
︑
所
在
地
未
詳
の
プ
ラ
セ
ノ
イ
の
ベ
ラ
ナ
︑
名
称
不
明
の
商
業
地
︵
エ
ン
ポ
リ
ア
︶
間
を
輸
送
さ
れ
る
商
品
へ
賦
課
金
を
課
さ
な
い

こ
と
︑
ピ
ス
テ
ィ
ロ
ス
に
住
む
マ
ロ
ネ
イ
ア
人
︑
タ
ソ
ス
人
︑
ア
ポ
ロ
ニ
ア
人
を
保
護
す
る
こ
と
︑
な
ど
が
刻
ま
れ
て
い
る⑫
︒
同
碑
文
に
関
し

て
は
多
く
の
議
論
が
あ
る
が⑬
︑
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
︒
ピ
ス
テ
ィ
ロ
ス
碑
文
か
ら
は
︑
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
内
部
で
ギ
リ
シ
ア
人
が
交
易

な
ど
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
ポ
ロ
ザ
ノ
フ
は
︑
考
古
学
的
調
査
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
ピ
ス
テ
ィ
ロ
ス
以
外
に
ブ
ル
ガ
リ

ア
ほ
ぼ
中
央
内
陸
部
の
ヒ
サ
リ
ャ
自
治
体
の
ク
ラ
ス
テ
ヴ
ィ
チ
村
近
郊
遺
跡
︑
ブ
ル
ガ
リ
ア
南
西
部
の
パ
ザ
ル
ジ
ク
地
方
︑
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
黒

海
沿
岸
部
ほ
ぼ
中
央
の
ブ
ル
ガ
ス
に
お
け
る
遺
跡
な
ど
︑
二
〇
ヶ
所
に
商
業
地
遺
跡
が
確
認
さ
れ
る
︑
と
し
て
い
る⑭
︒

今
日
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
内
陸
部
に
あ
る
古
代
の
へ
ブ
ロ
ス
川
︵
現
代
の
マ
リ
ッ
ツ
ァ
川
︶
中
流
域
か
ら
︑
多
数
の
ギ
リ
シ
ア
系
ア
ン
フ
ォ
ラ
が
出

土
し
て
い
る
︒
ア
ー
ケ
イ
ッ
ク
期
に
は
エ
ー
ゲ
海
北
部
で
小
ア
ジ
ア
沿
岸
近
く
の
レ
ス
ボ
ス
島
の
ア
ン
フ
ォ
ラ
が
独
占
的
地
位
を
占
め
て
い
た

が
︑
そ
れ
は
後
に
小
ア
ジ
ア
南
西
部
沿
岸
の
ミ
レ
ト
ス
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
︒
古
典
期
に
入
る
と
︑
小
ア
ジ
ア
西
部
対
岸
の
キ
オ
ス
島
・

エ
ー
ゲ
海
北
岸
の
タ
ソ
ス
島
や
メ
ン
デ
︑
そ
し
て
黒
海
南
岸
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ア
・
ポ
ン
テ
ィ
カ
な
ど
の
ア
ン
フ
ォ
ラ
が
主
流
を
占
め
て
く
る⑮
︒

ア
ン
フ
ォ
ラ
に
つ
い
て
の
数
量
的
分
析
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
こ
れ
は
お
そ
ら
く
多
く
の
ア
ン
フ
ォ
ラ
が
破
損
し
た
状
態
で
出
土
し
た
り
︑
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あ
る
い
は
破
片
と
し
て
見
つ
か
る
た
め
︑
正
確
な
数
量
把
握
が
困
難
な
た
め
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で
も
前
四
世
紀
の
第
三
・
四
半
期
ま
で
に
こ
れ

ら
ア
ン
フ
ォ
ラ
の
輸
入
は
︑
組
織
的
に
行
わ
れ
て
い
た
︑
と
考
え
ら
れ
て
い
る⑯
︒
今
日
ま
で
の
発
掘
調
査
か
ら
も
︑
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
と
主

に
エ
ー
ゲ
海
北
部
の
ギ
リ
シ
ア
人
と
の
間
に
は
︑
活
発
な
交
易
活
動
が
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
そ
れ
と
共
に
︑
ブ
ル
ガ
リ
ア
か
ら
は

各
地
で
大
量
の
ギ
リ
シ
ア
諸
ポ
リ
ス
の
貨
幣
が
見
つ
か
っ
て
い
る
︒
出
土
貨
幣
か
ら
王
国
に
貨
幣
経
済
が
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
浸
透

し
て
い
た
こ
と
が
︑
わ
か
っ
て
き
た⑰
︒
貨
幣
の
多
く
は
タ
ソ
ス
島
︑
エ
ー
ゲ
海
北
岸
の
マ
ロ
ネ
イ
ア
︑
小
ア
ジ
ア
北
岸
に
あ
っ
て
マ
ル
マ
ラ
海

に
面
し
た
キ
ュ
ジ
コ
ス
︑
同
じ
く
小
ア
ジ
ア
北
岸
に
あ
っ
て
ヘ
レ
ス
ポ
ン
ト
ス
に
面
し
た
パ
リ
オ
ン
な
ど
王
国
と
地
理
的
に
近
く
︑
密
接
な
関

係
を
持
つ
諸
ポ
リ
ス
の
も
の
で
あ
っ
た⑱
︒
ま
た
︑
そ
れ
ら
と
並
ん
で
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
の
貨
幣
も
よ
く
出
土
し
て
お
り
︑
と
り
わ
け
ト
ラ
キ
ア
南

部
の
へ
ブ
ロ
ス
川
と
支
流
の
ト
ン
ゾ
ス
川
の
上
中
流
域
か
ら
︑
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
の
貨
幣
は
見
つ
か
る
傾
向
に
あ
る⑲
︒

タ
ソ
ス
の
貨
幣
は
模
造
貨
幣
も
含
め
て
特
に
数
が
多
く
︑
そ
の
他
の
貨
幣
を
圧
倒
し
て
ト
ラ
キ
ア
内
部
で
循
環
し
て
い
た
形
跡
が
あ
る⑳
︒
一

方
で
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
は
王
国
内
の
人
々
や
︑
沿
岸
部
ギ
リ
シ
ア
人
︑
商
業
地
な
ど
か
ら
貢
納
を
得
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る㉑
︒
オ
ド

リ
ュ
サ
イ
諸
王
独
自
の
貨
幣
は
ギ
リ
シ
ア
系
貨
幣
に
比
較
し
て
き
わ
め
て
少
数
し
か
流
通
し
て
お
ら
ず㉒
︑
そ
の
た
め
少
な
く
と
も
王
国
の
貨
幣

経
済
は
ギ
リ
シ
ア
系
貨
幣
を
必
要
と
し
て
お
り
︑
長
期
の
戦
乱
は
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
に
と
っ
て
も
損
失
で
し
か
な
い
︒
確
か
に
ケ
ル
ソ
ブ
レ

プ
テ
ス
が
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
全
体
を
掌
握
す
れ
ば
︑
彼
の
収
益
も
増
加
す
る
︒
そ
れ
に
は
ア
テ
ナ
イ
か
ら
同
地
を
ほ
ぼ
無
傷
で
奪
う
し
か
な
い
が
︑

そ
う
し
た
状
況
は
ほ
ぼ
期
待
し
え
な
い
︒
彼
は
本
当
に
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
の
奪
取
を
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

二

ピ
リ
ッ
ポ
ス
︑
パ
ン
メ
ネ
ス
の
進
軍
と
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス

前
三
五
四
年
頃
に
マ
ロ
ネ
イ
ア
へ
ピ
リ
ッ
ポ
ス
と
パ
ン
メ
ネ
ス
が
現
れ
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
両
者
に
対
し
て
何
ら
か
の
誓
約
を
行
っ
た
︒

こ
の
時
︑﹁
こ
の
土
地
の
支
配
者
ア
マ
ド
コ
ス
が
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
侵
入
を
阻
止
し
な
か
っ
た
ら
︑
我
々
が
カ
ル
デ
ィ
ア
人
お
よ
び
ケ
ル
ソ
ブ
レ

プ
テ
ス
と
対
戦
す
る
こ
と
を
何
者
も
妨
げ
る
も
の
は
な
か
っ
た
﹂
と
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
主
張
し
て
い
る㉓
︒
こ
の
時
パ
ン
メ
ネ
ス
は
小
ア
ジ
ア
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北
西
部
を
支
配
す
る
ア
ル
タ
バ
ゾ
ス
の
も
と
へ
向
か
う
途
中
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
彼
は
陸
路
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
を
通
過
し
た

こ
と
に
な
る
︒
カ
ル
デ
ィ
ア
は
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
半
島
の
付
け
根
に
あ
る
最
大
の
ポ
リ
ス
で
︑
ア
テ
ナ
イ
に
対
し
て
は
非
常
に
反
抗
的
な
姿
勢
を

見
せ
る
ポ
リ
ス
で
あ
っ
た㉔
︒

グ
リ
フ
ィ
ス
︑
ア
ー
チ
バ
ル
ド
︑
デ
レ
フ
な
ど
は
︑
こ
の
時
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
彼
ら
と
共
同
し
て
︑
ア
テ
ナ
イ
か
ら
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
の

奪
取
を
試
み
た
︑
と
す
る
︒
そ
の
中
で
も
デ
レ
フ
は
︑
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
奪
取
の
陰
謀
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス

は
直
ぐ
に
ピ
リ
ッ
ポ
ス
か
ら
ア
テ
ナ
イ
陣
営
へ
鞍
替
え
し
た
︑
と
し
て
い
る㉕
︒
こ
れ
に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
る
の
は
ベ
イ
デ
ィ
ア
ン
で
あ

る
︒
彼
が
注
目
す
る
の
は
テ
オ
ポ
ン
ポ
ス
で
あ
る
︒
テ
オ
ポ
ン
ポ
ス
は
︑
前
三
五
三
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
ア
マ
ド
コ
ス
と
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス

と
の
戦
争
を
書
き
記
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
は
︑﹁
ア
マ
ド
コ
ス
│
彼
ら
の
う
ち
二
人
︑
父
と
子
が
い
た
︒
息
子
は
ピ
リ
ッ
ポ
ス
へ
︑
ケ
ル
ソ
ブ

レ
プ
テ
ス
と
の
戦
争
の
時
に
同
盟
者
と
な
る
た
め
に
行
っ
た
﹂︑
と
あ
る㉖
︒
ベ
イ
デ
ィ
ア
ン
に
よ
る
と
︑
ア
マ
ド
コ
ス
は
ピ
リ
ッ
ポ
ス
と
パ
ン

メ
ネ
ス
の
来
寇
か
ら
ほ
ど
な
く
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
と
戦
争
を
す
る
中
で
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
同
盟
者
へ
と
転
じ
て
い
る
と
す
る㉗
︒
ま
た
ベ
イ
デ

ィ
ア
ン
は
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
子
ら
が
ピ
リ
ッ
ポ
ス
と
敵
対
し
た
ポ
キ
ス
の
支
配
下
に
あ
る
デ
ル
ポ
イ
で
称
賛
さ
れ
た
碑
文
が
あ
る
こ
と

か
ら
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
こ
の
時
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
同
盟
者
に
は
な
ら
な
か
っ
た
︑
と
い
う㉘
︒

ポ
リ
ュ
ア
イ
ノ
ス
で
は
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
こ
の
時
ア
ブ
デ
ラ
と
マ
ロ
ネ
イ
ア
を
略
奪
し
て
引
き
上
げ
て
い
る
︒
カ
レ
ス
が
軍
船
二
〇
隻
を
率

い
て
ネ
ア
ポ
リ
ス
近
辺
で
追
撃
し
た
が
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
策
略
を
用
い
て
無
事
に
逃
れ
た
︑
と
い
う㉙
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
実
際

に
は
比
較
的
小
兵
力
で
や
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
彼
は
︑
こ
の
時
ま
だ
テ
ッ
サ
リ
ア
の
ペ
ラ
イ
や
ギ
リ
シ
ア
中
部
の
ポ
キ
ス
な
ど
に
敵
を

残
し
て
い
た㉚
︒
ま
た
︑
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
か
ら
は
︑
前
三
五
六
年
に
ピ
リ
ッ
ポ
ス
が
ポ
テ
イ
ダ
イ
ア
を
攻
略
し
た
と
き
︑
守
備
隊
の
ア
テ
ナ
イ
人

を
寛
容
に
送
り
返
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
と
い
う
の
も
︑
彼
は
ア
テ
ナ
イ
の
動
向
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︑
と
記

さ
れ
る㉛
︒
そ
れ
か
ら
二
年
後
に
ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
マ
ロ
ネ
イ
ア
へ
や
っ
て
き
た
の
だ
が
︑
い
ま
だ
後
方
に
敵
を
残
し
て
い
た
の
で
︑
ア
テ
ナ
イ
と

正
面
か
ら
衝
突
す
る
力
は
ま
だ
持
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
パ
ン
メ
ネ
ス
は
ア
ル
タ
バ
ゾ
ス
へ
の
合
流
を
最
優
先
に
し
て
い
る
の
で
︑
ピ
リ
ッ
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ポ
ス
に
協
力
す
る
余
地
は
な
い
︒
ピ
リ
ッ
ポ
ス
が
こ
こ
で
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
に
協
力
し
て
も
︑
彼
自
身
に
と
っ
て
は
何
の
得
に
も
な
ら
な
い
︒

こ
の
時
の
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
動
向
は
威
力
偵
察
か
︑
示
威
行
為
程
度
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒

一
方
で
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
を
追
撃
し
た
カ
レ
ス
は
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
残
置
し
た
と
見
ら
れ
る
守
備
隊
を
撃
破
し
て
お
り
︑
そ
の
後
テ
ッ
サ
リ
ア

の
パ
ガ
サ
イ
湾
に
ポ
キ
ス
支
援
の
た
め
に
姿
を
見
せ
て
い
る㉜
︒
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
ピ
リ
ッ
ポ
ス
に
味
方
し
よ
う
と
し
た
な
ら
︑
カ
レ
ス
は

ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
を
攻
撃
す
る
は
ず
で
あ
ろ
う
が
︑
ア
テ
ナ
イ
は
カ
レ
ス
に
そ
う
し
た
軍
事
行
動
を
命
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
ア
マ
ド
コ

ス
が
ピ
リ
ッ
ポ
ス
を
阻
止
し
た
と
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
言
う
が
︑
実
際
に
は
パ
ン
メ
ネ
ス
は
小
ア
ジ
ア
で
活
躍
し
て
お
り㉝
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
マ
ロ

ネ
イ
ア
略
奪
も
防
げ
て
い
な
い
︒
従
っ
て
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
彼
ら
を
穏
便
に
通
過
さ
せ
る
た
め
に
︑
誓
約
を
し
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
︒

ア
イ
ス
キ
ネ
ス
は
︑
同
盟
市
戦
争
頃
︵
前
三
五
八
年
～
前
三
五
五
年
︶
に
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
っ
た
の
は
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
で
あ

っ
た
と
し
て
い
る㉞
︒
当
時
の
ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
ま
だ
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
か
ら
離
れ
た
地
域
で
活
動
し
て
い
る
の
で㉟
︑
こ
れ
は
誇
張
で
あ
ろ
う
︒
一
方

で
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
に
と
っ
て
特
に
脅
威
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
第
八
弁
論
﹁
平

和
に
つ
い
て
﹂
の
中
で
︑
同
盟
市
戦
争
敗
北
を
受
け
て
︑
ア
テ
ナ
イ
に
従
来
の
帝
国
政
策
の
放
棄
を
訴
え
て
い
る
︒
時
期
的
に
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の

マ
ロ
ネ
イ
ア
来
寇
と
ほ
ぼ
等
し
い
こ
の
作
品
で
︑
彼
は
︑
ア
テ
ナ
イ
人
が
領
土
的
野
心
を
見
せ
な
い
な
ら
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
ケ
ル
ソ
ネ

ソ
ス
に
戦
争
を
仕
掛
け
る
こ
と
は
︑
断
じ
て
な
い
で
あ
ろ
う
︑
と
し
て
い
る㊱
︒
ア
テ
ナ
イ
と
の
戦
争
と
い
う
大
規
模
な
軍
事
行
動
を
企
図
し
て

い
た
な
ら
︑
兵
力
の
徴
募
や
軍
需
物
資
の
集
積
な
ど
︑
そ
れ
な
り
の
準
備
が
い
る
︒
そ
う
な
る
と
︑
戦
争
の
意
図
を
完
全
に
隠
し
通
す
こ
と
は

困
難
と
な
る
︒
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
側
は
少
な
く
と
も
積
極
的
に
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
へ
攻
勢
を
か
け
よ
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
︒

こ
の
時
期
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
侵
攻
を
企
て
た
形
跡
を
残
し
て
い
な
い
︒
次
章
で
は
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
他
の
オ
ド

リ
ュ
サ
イ
諸
王
や
周
辺
諸
勢
力
を
攻
め
た
と
さ
れ
る
事
態
が
事
実
か
ど
う
か
を
検
討
し
た
い
︒
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International

Sym
posium
in
M
em
ory
of
prof.
M
ieczyslaw
D
om
aradzki,
w
ith
a

R
ound
T
able
“A
rchaeological
M
ap
of
B
ulgaria”
(O
xford,2005),
pp.

19-26.

⑫

SE
G
X
LIX
911,
ll.20-37.

⑬

ピ
ス
テ
ィ
ロ
ス
碑
文
に
関
し
て
は
数
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
︑
読
み
方
や
復

元
・
ピ
ス
テ
ィ
ロ
ス
の
位
置
・
碑
文
の
発
行
者
・
碑
文
に
現
れ
る
人
々
の
実
態
な

ど
︑
研
究
者
の
間
で
も
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
︒
さ
し
あ
た
っ
て
は
︑
以
下
の
文

献
に
問
題
点
が
整
理
さ
れ
て
い
る
︒
M
.B
.
H
atzopoulos,“Τὰ

τῶ
ν
ἐµ

π
οριτ

ῶ
ν
φ
ιλ
ά
ν
θ
ρ
ω
π
α

:
O
bservations
on
the
Pistiros
Inscription
(SE
G

LIII
486),”
in
P.
M
artzavou
&
N
.
Papazarkades
(eds.),
E
pigraphical

A
pproaches
to
the
P
ostclassical
P
oleis
(O
xford,2013),
pp.13-21.

⑭

Porozhanov,
op.
cit.,
p.253.

⑮

I.
L
ozanov,
“O
n
the
Im
port
A
m
phorae
in
T
hrace
(6th
-3rd

C
enturies
B
.C
.):
R
eflections
on
Som
e
R
ecent
D
iscoveries
in
the

M
iddle
H
ebros
V
alley,”
V
aria
A
natolica
21
(2010),
pp.86-87.

⑯

Ibid.,
p.89.

⑰

E
.I.
Paunov,“Introduction
to
the
N
um
ism
atics
of
T
hrace,
ca.530

B
C
E
-46
C
E
,”
in
J.
V
aleva,
E
.
N
ankov
&
D
.
G
raninger,
op.
cit.,
pp.

265-292.

⑱

Ibid.,
pp.274-275.
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
の
貨
幣
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
北
西
部
︑
ソ
フ

ィ
ア
か
ら
は
北
東
に
あ
る
ボ
テ
ブ
グ
ラ
ト
と
ル
コ
ヴ
ィ
ト
あ
た
り
を
北
限
と
し
て

出
土
す
る
が
︑
ヘ
ブ
ロ
ス
川
上
中
流
域
か
ら
最
も
濃
密
に
出
土
す
る
︒
パ
リ
オ
ン

の
四
ド
ラ
ク
マ
貨
幣
も
同
じ
地
域
か
ら
出
土
す
る
︒
Z.H
.
A
rchibald,
A
ncient

E
conom
ies
of
the
N
orthern
A
egean
:
Fifth
to
First
C
entury
B
C

(O
xford,2013),
p.229.
ト
ラ
キ
ア
最
古
の
貨
幣
は
前
六
世
紀
後
半
の
も
の
で
あ

る
︒
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
で
は
前
五
世
紀
か
ら
貨
幣
の
比
重
が
増
し
て
い
く
︒
一
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方
で
︑
銀
の
延
べ
棒
や
銀
製
の
水
差
し
な
ど
に
ギ
リ
シ
ア
の
貨
幣
価
値
が
刻
ま
れ

た
も
の
が
確
認
さ
れ
て
お
り
︑
当
地
で
の
貨
幣
経
済
の
比
重
の
高
さ
を
裏
付
け
て

い
る
︒
C
.T
zochev,“T
rade,”
in
J.V
aleva,E
.N
ankov
&
D
.G
raninger,

op.
cit.,
p.419.
ピ
ス
テ
ィ
ロ
ス
碑
文
の
出
土
し
た
ブ
ル
ガ
リ
ア
内
陸
の
ベ
ト
レ

ン
近
郊
遺
跡
か
ら
も
︑
パ
リ
オ
ン
の
貨
幣
と
並
ん
で
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
の
貨
幣
は
多

数
出
土
し
て
い
る
︒
両
貨
幣
だ
け
で
出
土
貨
幣
の
五
二
％
を
占
め
て
お
り
︑
そ
の

中
で
も
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
の
貨
幣
の
ほ
う
が
多
数
を
占
め
る
︒
V
.
T
aneva,“T
he

T
rade
C
ontacts
of
Pistiros,”
in
J.V
aleva,E
.N
ankov
&
D
.G
raninger,

op.
cit.,
pp.27-29.

⑲

Ibid.,
p.269.

⑳

先
マ
ケ
ド
ニ
ア
時
代
の
貨
幣
埋
蔵
物
︒
A
rchibald,
op.
cit.,
pp.128-129

T
able
5.1.

㉑

オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
に
よ
る
ギ
リ
シ
ア
人
か
ら
の
貢
納
取
り
立
て
は
︑
既
に

T
huc.,
II
97.3
で
︑
前
五
世
紀
中
に
は
確
認
さ
れ
る
︒
D
em
.,
X
X
III
110,177

で
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
ア
テ
ナ
イ
に
対
し
て
︑
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
に
お
け
る
賦

課
金
と
一
〇
分
の
一
税
徴
収
の
権
利
を
要
求
し
て
い
る
︒
IG
II2
126,
l.14
に

も
貢
納
の
記
述
が
あ
る
︒

㉒

ギ
リ
シ
ア
系
貨
幣
の
出
土
事
例
に
比
較
し
て
︑
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
の
貨
幣
は

通
常
き
わ
め
て
少
数
し
か
見
つ
か
ら
な
い
︒
エ
ー
ゲ
海
北
岸
か
ら
の
出
土
事
例
に

関
し
て
は
︑
以
下
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
Paunov,
op.
cit.,
p.274.
サ
モ

ト
ラ
ケ
人
の
植
民
市
で
あ
る
エ
ー
ゲ
海
北
岸
の
メ
セ
ン
ブ
リ
ア
=
ゾ
ネ
で
出
土
し

た
貨
幣
二
二
九
九
枚
の
う
ち
︑
前
四
世
紀
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
の
貨
幣
は
四
枚
︑

ア
ブ
デ
ラ
出
土
の
二
九
二
五
枚
の
貨
幣
の
う
ち
︑
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
の
貨
幣
は

二
枚
の
み
︑
タ
ソ
ス
か
ら
は
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
の
貨
幣
は
ま
だ
見
つ
か
っ
て
い

な
い
︒
こ
れ
に
対
し
て
マ
ケ
ド
ニ
ア
か
ら
の
出
土
事
例
で
は
東
部
マ
ケ
ド
ニ
ア
か

ら
の
出
土
は
一
枚
の
み
で
︑
中
部
マ
ケ
ド
ニ
ア
出
土
貨
幣
三
八
四
七
枚
の
う
ち
オ

ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
の
貨
幣
は
一
〇
枚
の
み
で
あ
る
︒
マ
ケ
ド
ニ
ア
で
の
事
例
に
つ

い
て
は
︑
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
︒
C
.
G
atzolis,
V
.
Poulios
&
D
.

T
erzopoulou,“C
oins
of
T
hracian
K
ings
and
R
ulers
from
W
estern

T
hrace,
E
astern
and
C
entral
M
acedonia
(5th-3rd
c.
B
C
),”
in
T
hrace

in
the
G
raeco-R
om
an
W
orld
:
P
roceedings
of
the
10th
International

C
ongress
of
T
hracology,
K
om
otini,
A
lexandroupolis,
18-23
october

2005
(A
thens,2007),
pp.176-182.

㉓

C
f.
D
em
.,
X
X
III
183.
木
曽
・
杉
山
訳
︑
前
掲
書
︑
一
八
三
頁
︵
木
曽
訳
に

よ
る
︶︒

㉔

D
em
.,
V
25
;[D
em
.],
V
II
42
;
D
em
.,
X
X
III
hyp.,2-3.

㉕

H
am
m
ond
&
G
riffith,
op.
cit.,
pp.264-265
;
H
arris,
op.
cit.,
p.76
;

B
uckler,
op.
cit.,
p.179
;
A
rchibald,
op.
cit.,
p.232
;
D
elev,
op.
cit.,
p.

49.

㉖

T
heopom
p.,
fr.101.

㉗

E
.
B
adian,
“Philip
and
T
hrace,”
P
ulpudeva
4
(Sofia,
1983),
pp.

58-59.

㉘

Ibid.,
p.60,
n.34.

㉙

Polyaen.,
IV
22.

㉚

テ
ッ
サ
リ
ア
で
は
︑
ペ
ラ
イ
の
僭
主
が
テ
ッ
サ
リ
ア
諸
ポ
リ
ス
お
よ
び
マ
ケ
ド

ニ
ア
と
敵
対
し
て
い
た
︒
ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
テ
ッ
サ
リ
ア
人
に
呼
ば
れ
て
ペ
ラ
イ
の

僭
主
リ
ュ
コ
プ
ロ
ン
と
初
め
て
交
戦
し
た
︒
ポ
キ
ス
は
ペ
ラ
イ
を
支
援
し
て
︑
援

軍
を
派
遣
し
て
い
る
︒
ピ
ロ
メ
ロ
ス
が
戦
死
し
た
後
︑
D
iod.,
X
V
I
35.1-4
に

ポ
キ
ス
で
は
オ
ノ
マ
ル
コ
ス
が
全
権
将
軍
と
な
り
︑
デ
ル
ポ
イ
の
聖
財
を
用
い
て

大
幅
な
戦
力
増
強
を
行
っ
た
記
述
が
あ
る
︒
D
iod.,
X
V
I
37.3
で
ペ
ラ
イ
の
僭

主
は
ポ
キ
ス
に
退
去
し
て
︑
ポ
キ
ス
の
全
権
将
軍
パ
ウ
ロ
ス
の
軍
へ
合
流
し
た
︒

㉛

D
iod.,
X
V
I
8.5.

㉜

カ
レ
ス
に
よ
る
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
守
備
隊
撃
破
に
つ
い
て
は
︑
A
then.,
X
I

532d-f=
T
heopom
p.,fr.249︒
テ
ッ
サ
リ
ア
沖
合
の
カ
レ
ス
の
艦
隊
に
つ
い
て
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は
︑
D
iod.,
X
V
I
35.5
︒

㉝

パ
ン
メ
ネ
ス
の
小
ア
ジ
ア
に
お
け
る
活
動
は
︑
D
iod.,
X
V
I
34.2.
Polyaen.,

V
16.2
に
記
録
さ
れ
て
い
る
︒

㉞

A
eschin.,
II
72-73
は
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
が
レ
ム
ノ
ス
︑
ス
キ
ュ
ロ
ス
︑
イ
ン

ブ
ロ
ス
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
ア
テ
ナ
イ
人
と
争
い
︑
ア
テ
ナ
イ
市
民
た
ち
は
ケ
ル
ソ

ネ
ソ
ス
を
放
棄
し
始
め
て
い
た
こ
と
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
が
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
に
向
け
て

進
撃
し
て
い
た
︑
と
い
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
D
iod.,
X
V
I
21.2
に
同
盟
市
戦

争
期
に
レ
ム
ノ
ス
と
イ
ン
ブ
ロ
ス
を
攻
撃
し
た
の
は
︑
キ
オ
ス
・
ロ
ド
ス
・
ビ
ュ

ザ
ン
テ
ィ
オ
ン
な
ど
の
同
盟
市
側
の
艦
隊
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し

て
D
em
.,IV
34
で
は
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
が
レ
ム
ノ
ス
と
イ
ン
ブ
ロ
ス
を
略
奪
し
て

人
々
を
連
れ
去
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

㉟

D
iod.,
X
V
I
3.7.
ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
金
山
で
有
名
な
ク
レ
ニ
デ
ス
を
奪
い
︑
ピ

リ
ッ
ポ
イ
と
改
名
し
た
︒
そ
の
他
に
D
iod.,X
V
I
8.2
に
ア
ン
ピ
ポ
リ
ス
攻
略
︑

Ibid.,6
に
ピ
リ
ッ
ポ
イ
の
金
山
の
改
良
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る
︒

㊱

Isocr.,
V
III
22.

第
三
章

ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
と
他
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王

ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
︑
他
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
を
攻
め
て
王
国
再
統
一
を
狙
っ
た
︑
と
さ
れ
て
い
る
︒
一
度
目
は
﹁
カ
レ
ス
の
平
和
﹂

締
結
の
直
後
と
さ
れ
る
︒
二
度
目
は
前
三
五
二
年
頃
の
こ
と
で
︑
こ
の
時
の
彼
の
侵
略
行
為
が
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
王
国
へ
の
介
入
を
引
き
起
こ
し

た
︑
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
以
下
︑
こ
の
二
点
に
つ
い
て
考
察
し
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
本
当
に
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
再
統
一
を
試
み
た
の

か
ど
う
か
を
︑
明
ら
か
に
し
た
い
︒

一

西
王
国
と
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス

デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
主
張
で
は
︑
ヘ
レ
ス
ポ
ン
ト
ス
か
ら
ア
テ
ナ
イ
の
軍
が
姿
を
消
し
︑
西
王
国
の
ベ
リ
サ
デ
ス
が
死
ぬ
と
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ

テ
ス
は
ベ
リ
サ
デ
ス
の
子
等
と
中
王
国
の
ア
マ
ド
コ
ス
を
攻
め
よ
う
と
し
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
彼
ら
が
結
束
し
て
抵
抗
す
る
こ
と
は
明
ら
か

だ
っ
た
の
で
︑
彼
の
傭
兵
隊
長
カ
リ
デ
モ
ス
を
ア
テ
ナ
イ
の
将
軍
に
選
出
す
る
よ
う
に
ア
テ
ナ
イ
人
に
持
ち
掛
け
︑
自
己
を
有
利
な
立
場
に
置

こ
う
と
し
た
︑
と
非
難
さ
れ
て
い
る①
︒
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﹁
カ
レ
ス
の
平
和
﹂
が
成
立
し
た
時
期
に
ア
テ
ナ
イ
は
同
盟
市
戦
争
の
只
中
だ
っ
た
の
で
︑
カ
レ
ス
の
軍
は
こ
の
た
め
に
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王

国
か
ら
引
き
揚
げ
た
︒
次
に
︑
西
王
国
の
ベ
リ
サ
デ
ス
の
死
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
実
は
︑
こ
の
時
の
状
況
に
該
当
す
る
碑
文
が
残
さ
れ
て
い

る
︒
こ
の
碑
文
に
は
︑
前
三
五
六
年
に
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
台
頭
を
受
け
て
イ
リ
ュ
リ
ア
人
・
パ
イ
オ
ニ
ア
人
・
ト
ラ
キ
ア
人
に
加
え
て
ア
テ
ナ
イ

が
同
盟
を
結
成
し
た
こ
と
が
刻
ま
れ
て
い
る②
︒
ト
ラ
キ
ア
代
表
は
﹁
ケ
ト
リ
ポ
リ
ス
と
そ
の
兄
弟
た
ち
﹂
と
さ
れ
︑
彼
ら
が
ベ
リ
サ
デ
ス
の
子

等
と
考
え
ら
れ
て
い
る③
︒
一
方
で
︑
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
が
こ
の
顚
末
を
記
し
て
い
る
︒
イ
リ
ュ
リ
ア
・
ト
ラ
キ
ア
・
パ
イ
オ
ニ
ア
の
諸
王
は
ピ
リ

ッ
ポ
ス
の
勢
力
拡
張
を
受
け
て
︑
互
い
に
軍
事
同
盟
を
結
ん
だ
︒
彼
ら
は
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
勢
力
拡
大
を
猜
疑
心
を
も
っ
て
見
て
い
た
が
︑
個
々

の
力
で
は
か
な
わ
ず
に
手
痛
い
打
撃
を
被
っ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
同
盟
を
組
め
ば
ピ
リ
ッ
ポ
ス
へ
の
対
抗
が
可
能
に
な
る
︑
と
考
え
た
︒
一

方
の
ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
い
ち
早
く
軍
備
を
整
え
る
と
︑
彼
ら
を
各
個
撃
破
し
て
自
己
の
傘
下
に
組
み
入
れ
た
︑
と
い
う④
︒
ア
テ
ナ
イ
が
同
盟
市
戦

争
の
た
め
︑
こ
れ
ら
諸
勢
力
に
適
切
な
援
軍
を
送
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
︑
同
盟
瓦
解
の
一
因
で
あ
ろ
う
︒

紀
元
五
世
紀
の
地
理
学
者
ビ
ュ
ザ
ン
テ
ィ
オ
ン
の
ス
テ
パ
ノ
ス
は
︑
古
辞
書
か
ら
の
引
用
で
ピ
リ
ッ
ポ
ス
が
前
三
五
七
年
頃
に
奪
取
し
た
ピ

リ
ッ
ポ
イ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る⑤
︒
ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
こ
の
時
古
く
か
ら
金
鉱
で
有
名
で
あ
っ
た
ク
レ
ニ
デ
ス
を
ト
ラ
キ
ア
人
が
攻
囲
し
て
い
た

と
こ
ろ
を
救
出
し
て
︑
こ
れ
を
ピ
リ
ッ
ポ
イ
と
名
付
け
た
︑
と
し
て
い
る
︒
こ
の
場
合
の
ト
ラ
キ
ア
人
に
つ
い
て
エ
リ
ン
ト
ン
は
︑
ケ
ト
リ
ポ

リ
ス
で
あ
ろ
う
と
い
う⑥
︒
一
方
で
︑
グ
リ
フ
ィ
ス
と
エ
リ
ス
は
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︑
と
す
る⑦
︒
先
ほ
ど
の
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス

の
叙
述
か
ら
︑
イ
リ
ュ
リ
ア
・
パ
イ
オ
ニ
ア
・
ト
ラ
キ
ア
の
各
勢
力
は
反
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
同
盟
を
組
む
以
前
か
ら
︑
し
ば
し
ば
各
々
が
ピ
リ
ッ

ポ
ス
に
よ
っ
て
打
撃
を
被
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
従
っ
て
︑
ク
レ
ニ
デ
ス
近
辺
へ
進
出
し
て
い
た
の
は
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
で
は
な
く
︑

ケ
ト
リ
ポ
リ
ス
か
あ
る
い
は
そ
の
先
代
の
ベ
リ
サ
デ
ス
の
ほ
う
で
あ
っ
た
︑
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
当
時
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
︑
と
り
わ
け
西
王
国
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
っ
た
の
は
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
で
は
な

く
て
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
ア
テ
ナ
イ
に
も
同
様
に
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
ほ
う
を
特
に
警
戒
し
て
い
る
素
振
り
は
見
ら
れ

な
い
︒
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
︑
西
王
国
と
中
王
国
が
連
合
し
て
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
に
対
抗
す
る
可
能
性
を
述
べ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
両
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者
は
結
束
の
暇
も
な
く
ピ
リ
ッ
ポ
ス
に
よ
っ
て
西
王
国
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
時
期
に
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
何
ら
か
の
軍
事

行
動
を
起
こ
し
た
形
跡
は
皆
無
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
前
三
五
六
年
段
階
で
︑
あ
か
ら
さ
ま
に
王
国
再
統
一
を
狙

う
行
動
を
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
︒

二

ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
侵
攻
と
中
王
国
を
め
ぐ
る
争
い

前
三
五
二
／
一
年
頃
と
目
さ
れ
る
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
王
国
再
統
一
の
試
み
は
︑
史
料
に
明
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
あ
く
ま
で

も
研
究
者
た
ち
に
よ
る
見
解
で
あ
る
︒
ア
イ
ス
キ
ネ
ス
の
古
注
釈
に
は
︑﹁
ビ
ュ
ザ
ン
テ
ィ
オ
ン
人
と
ペ
リ
ン
ト
ス
人
と
ト
ラ
キ
ア
人
ア
マ
ド

コ
ス
は
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
王
に
対
し
て
︑
ト
ラ
キ
ア
中
央
の
定
ま
ら
な
い
国
土
の
た
め
に
戦
争
を
始
め
︵Β

υζά
ντιοι

κα
ὶ
Π
ερίνθ

ιοι
κα

ὶ

Ἀ
µ
ά
δοκος

ὁ
Θ
ρᾲ

ξ
Κ
ερσ

οβ
λ
έπ

τῃ
τῷ

β
α
σ
ιλ
εῖ

µ
έρους

Θ
ρᾲ

κη
ς
ὑπ

ὲρ
ἀ
µ
φ
ιλ
όγ

ου
χώ

ρα
ς
ἐξή

νεγ
κα

ν
τὸν

π
όρεµ

ον

︶
﹂
︑
そ
れ
に
続
け
て

ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
彼
ら
を
支
援
し
て
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
と
戦
い
︑
係
争
中
の
土
地
を
彼
ら
に
与
え
て
友
人
と
し
た
︑
と
あ
る
︒
そ
の
後
ケ
ル
ソ

ブ
レ
プ
テ
ス
か
ら
人
質
を
と
っ
て
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
連
れ
去
っ
た
︑
と
い
っ
た
意
味
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る⑧
︒
ア
イ
ス
キ
ネ
ス
の
古
注
釈
で
は
︑

ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
に
敵
対
し
た
陣
営
に
と
っ
て
は
︑
解
放
者
な
い
し
友
人
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
︒
諸
研
究
者
は
こ
れ
ま

で
︑
前
三
五
〇
年
代
に
お
け
る
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
侵
攻
が
︑
ど
の
程
度
の
成
果
を
あ
げ
た
の
か
︑
と
い
う
観
点
か
ら
ア
イ
ス

キ
ネ
ス
の
古
注
釈
を
分
析
し
て
き
た
︒
一
部
の
研
究
者
は
︑
文
字
通
り
こ
の
時
ピ
リ
ッ
ポ
ス
が
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
か
ら
人
質
を
と
っ
て
降
伏

さ
せ
る
成
果
を
得
た
︑
と
す
る⑨
︒
一
方
で
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
を
根
拠
に
ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
こ
の
時
発
病
し
て
満
足
な
成
果
を
あ
げ
て
い
な
い
︑
と

す
る
研
究
者
も
い
る⑩
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
総
じ
て
研
究
者
た
ち
は
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
侵
略
行
為
が
契
機
と
な
り
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
介
入
が

発
生
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
︑
見
な
し
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
周
辺
諸
勢
力
に
対
す
る
侵
略
者
と
い
う
位
置
づ
け
の

ま
ま
︑
特
に
見
直
し
を
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た⑪
︒

古
注
釈
と
い
う
も
の
は
あ
く
ま
で
も
後
代
の
注
釈
な
の
で
︑
典
拠
や
書
き
手
の
特
定
は
一
般
に
困
難
で
あ
る⑫
︒
ハ
モ
ン
ド
は
︑
ア
イ
ス
キ
ネ
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ス
の
古
注
釈
は
テ
オ
ポ
ン
ポ
ス
か
ら
情
報
を
得
た
︑
と
す
る⑬
︒
テ
オ
ポ
ン
ポ
ス
第
一
一
巻
に
︑
ご
く
短
く
︑
ア
マ
ド
コ
ス
が
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ

ス
と
の
戦
い
で
ピ
リ
ッ
ポ
ス
と
同
盟
し
た
こ
と
が
伝
わ
る⑭
︒
し
か
し
同
史
料
は
断
片
の
た
め
全
容
が
明
確
で
な
く
︑
ハ
モ
ン
ド
説
の
当
否
を
検

証
で
き
な
い
︒
ベ
イ
デ
ィ
ア
ン
な
ど
は
︑
ア
イ
ス
キ
ネ
ス
古
注
釈
の
典
拠
を
不
明
と
し
て
い
る⑮
︒
デ
ィ
ッ
キ
ー
に
よ
れ
ば
︑
ア
イ
ス
キ
ネ
ス
の

古
注
釈
は
前
一
世
紀
の
学
者
デ
ィ
デ
ュ
モ
ス
に
由
来
す
る
︑
と
推
測
し
て
い
る⑯
︒
デ
ィ
デ
ュ
モ
ス
は
一
定
の
価
値
あ
る
情
報
源
で
は
あ
る
が
︑

全
面
的
に
信
用
で
き
る
か
ど
う
か
は
︑
別
問
題
で
あ
る
︒
一
般
的
に
古
注
釈
の
史
料
価
値
は
玉
石
混
交
な
の
が
実
情
で
あ
る
︒

ア
イ
ス
キ
ネ
ス
の
古
注
釈
の
文
面
そ
の
も
の
か
ら
は
︑
ア
マ
ド
コ
ス
側
か
ら
戦
争
を
始
め
た
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
で
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ

ス
が
一
方
的
に
侵
略
を
開
始
し
た
よ
う
に
解
釈
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
︒
上
記
の
ア
イ
ス
キ
ネ
ス
の
古
注
釈
に
見
ら
れ
る
﹁
定
ま
ら
な
い
国

土
﹂
を
め
ぐ
る
争
い
と
な
れ
ば
︑
こ
れ
は
境
界
争
い
の
類
の
意
味
で
あ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
﹁
カ
レ
ス
の
平
和
﹂
で
王
権
の
三
分
割
が
決
め
ら
れ

て
い
る
の
で
︑
領
地
配
分
に
つ
い
て
も
大
枠
で
決
ま
っ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
だ
︒
境
界
争
い
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
︑

枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い⑰
︒
そ
れ
故
︑
境
界
争
い
が
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
を
一
方
的
に
侵
略
者
と
は
断
定
で
き

な
い
︒
結
局
︑
ア
イ
ス
キ
ネ
ス
の
古
注
釈
だ
け
で
は
︑
前
三
五
〇
年
代
末
に
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
王
国
再
統
一
に
乗
り
出
し
た
か
ど
う
か
は

わ
か
ら
な
い
︒

他
方
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
二
三
番
か
ら
は
前
三
五
二
年
段
階
で
も
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
が
三
分
裂
し
た
ま
ま
平
穏
で
あ
る
こ
と
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス

も
特
段
の
脅
威
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
各
所
に
う
か
が
え
る
の
で⑱
︑
こ
れ
以
前
に
ピ
リ
ッ
ポ
ス
が
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
領
内
に
ま
で
攻
め

込
ん
で
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
が
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
第
三
番
弁
論
に
な
る
と
︑
前
三
五
〇
年
代
末
に
ピ
リ
ッ
ポ
ス
が
大
規
模
な
侵
攻
を
行

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
に
そ
の
箇
所
を
引
用
す
る
︒

い
ま
か
ら
三
～
四
年
前
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
ト
ラ
キ
ア
の
地
に
い
て
︑
ヘ
ラ
イ
オ
ン
の
要
塞
を
攻
囲
し
て
い
る
と
の
情
報
が
わ
れ
わ
れ
に
届
い
た
と
き
の
事

で
す
︒
そ
れ
は
た
し
か
︑
マ
イ
マ
ク
テ
リ
オ
ン
の
月
の
こ
と
で
し
た
︒
そ
の
と
き
︑
諸
君
の
間
で
は
多
く
の
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
︑
た
い
へ
ん
な
騒
ぎ
に
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な
っ
た
の
だ
が
︑
諸
君
は
四
〇
隻
の
三
段
櫂
船
を
港
に
降
ろ
し
て
︑
そ
れ
に
は
四
五
歳
以
下
の
年
齢
の
市
民
た
ち
が
自
ら
乗
り
組
む
よ
う
に
し
︑
そ
し
て

六
〇
タ
ラ
ン
ト
ン
の
戦
時
財
産
税
を
徴
収
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
の
で
す
︒
そ
し
て
そ
の
後
︑
そ
の
年
は
過
ぎ
て
︑
︵
翌
年
の
︶
ヘ
カ
ト
ン
バ
イ
オ
ン
の
月
︑

つ
い
で
メ
タ
ゲ
イ
ト
ニ
オ
ン
の
月
︑
ボ
エ
ド
ロ
ミ
オ
ン
の
月
に
な
っ
た
が
︑
そ
の
ボ
エ
ド
ロ
ミ
オ
ン
の
月
に
︑︵
エ
レ
ウ
シ
ス
で
の
︶
秘
儀
も
終
わ
っ
て
か

ら
︑
諸
君
は
や
っ
と
の
こ
と
で
︑
カ
リ
デ
モ
ス
を
指
揮
官
と
し
た
︑
兵
員
が
乗
っ
て
い
な
い
一
〇
隻
の
船
を
銀
五
タ
ラ
ン
ト
ン
と
と
も
に
派
遣
し
た
の
で

す
︒
し
か
し
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
と
か
︑
あ
る
い
は
死
ん
だ
と
か
の
情
報
が
伝
わ
っ
た
の
で
│
じ
っ
さ
い
︑
そ
の
両
方
の
情
報
が
わ

れ
わ
れ
に
は
届
い
た
か
ら
だ
が
│
ア
テ
ナ
イ
人
諸
君
︑
諸
君
は
も
は
や
救
援
の
時
期
で
は
な
く
な
っ
た
と
考
え
て
︑
遠
征
を
取
り
や
め
て
し
ま
っ
た
の
だ
︒

︵
中
略
︶
な
ぜ
な
ら
︑
そ
の
と
き
に
も
し
わ
れ
わ
れ
が
熱
意
を
も
っ
て
救
援
軍
を
か
の
地
︵
ト
ラ
キ
ア
︶
へ
送
っ
て
い
た
な
ら
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
生
き
長

ら
え
て
︑
今
わ
れ
わ
れ
を
悩
ま
す
こ
と
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
ら⑲
︒

引
用
史
料
冒
頭
よ
り
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
第
三
弁
論
を
遡
る
こ
と
三
～
四
年
前
︑
即
ち
前
三
五
二
／
一
年
頃
に
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
侵
攻
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る⑳
︒
上
記
の
史
料
は
︑
ア
イ
ス
キ
ネ
ス
の
古
注
釈
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
か
ら
も
ケ
ル
ソ
ブ
レ

プ
テ
ス
の
侵
略
が
契
機
と
な
っ
て
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
侵
攻
を
呼
び
こ
む
結
果
と
な
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
︒
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
か
ら
は
︑

前
三
五
三
年
頃
に
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
﹁
ア
テ
ナ
イ
に
対
す
る
友
好
と
ピ
リ
ッ
ポ
ス
に
対
す
る
敵
意
の
た
め
﹂
︑
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
を
譲
渡
し

て
ア
テ
ナ
イ
の
ク
レ
ル
コ
イ
が
送
り
込
ま
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る㉑
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
一
部
の
研
究
者
が
主
張
す
る
よ
う
に
ア
テ
ナ
イ
が
ケ
ル

ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
王
国
再
統
一
を
容
認
し
た
形
跡
も
な
い㉒
︒
な
ぜ
な
ら
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
二
三
番
は
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
カ
リ
デ
モ
ス
の
ア

テ
ナ
イ
の
将
軍
選
出
に
伴
い
︑
ア
ン
ピ
ポ
リ
ス
奪
回
を
提
案
し
て
い
る
こ
と
し
か
記
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る㉓
︒
即
ち
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は

オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
再
統
一
を
公
言
し
て
お
ら
ず
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
進
出
を
警
戒
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒

バ
ラ
バ
ノ
フ
は
コ
テ
ュ
ス
の
王
権
を
再
検
討
し
て
︑
王
国
内
に
多
く
の
半
独
立
の
部
族
を
内
包
す
る
た
め
︑
彼
の
王
権
は
限
ら
れ
た
力
し
か

持
た
な
か
っ
た
︑
と
結
論
付
け
る㉔
︒
コ
テ
ュ
ス
暗
殺
後
に
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
ら
三
人
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
は
互
い
に
争
い
な
が
ら
︑
ア
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テ
ナ
イ
と
の
友
好
関
係
構
築
を
模
索
し
て
い
る㉕
︒
彼
ら
は
互
い
に
絶
対
的
優
位
を
示
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
︑
ア
テ
ナ
イ
と
結
ぼ
う
と
し
た

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
を
分
裂
状
態
に
置
く
の
が
望
ま
し
い
と
主
張
し
︑
カ
リ
デ
モ
ス
へ
の
特
権
付

与
に
反
対
し
た㉖
︒
ア
テ
ナ
イ
の
周
囲
に
比
較
的
弱
体
な
同
盟
国
を
配
置
す
る
と
い
う
︑
一
種
の
勢
力
均
衡
策
は
同
時
期
の
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
第
一

六
番
弁
論
﹁
メ
ガ
ロ
ポ
リ
ス
人
の
た
め
に
﹂
で
も
主
張
さ
れ
て
い
る㉗
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
︑
分
裂
し
た
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
は
︑
ほ
ぼ
拮

抗
し
た
勢
力
し
か
持
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
ポ
リ
ュ
ア
イ
ノ
ス
で
は
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
統
治
下
で
反
乱
が
発
生
し
た
こ
と
を
伝

え
る
も
の
が
あ
る
︒﹁
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
一
族
が
謀
反
を
起
こ
し
︑
莫
大
な
財
物
を
奪
い
去
っ
た
︒
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
一
族
と
和
解

し
た
あ
と
︑
彼
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
市
の
市
長
︵
ア
ル
コ
ン
︶
に
任
命
し
た
︒
し
ば
ら
く
す
る
と
︑
よ
そ
に
移
さ
れ
て
い
た
財
物
が
元
の

場
所
に
戻
さ
れ
た
︒
す
る
と
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
一
族
の
者
た
ち
を
捕
ら
え
て
各
市
か
ら
追
放
し
︑
そ
の
金
を
自
分
の
も
の
に
し
た㉘
﹂
︑
と

い
う
も
の
で
あ
る
︒
実
際
に
は
︑
こ
の
伝
承
に
相
当
す
る
事
態
が
他
の
史
料
か
ら
確
認
で
き
な
い
の
で
︑
こ
れ
は
信
憑
性
に
問
題
の
あ
る
史
料

で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
逸
話
か
ら
は
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
王
国
に
は
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
脆
弱
な
構
造
が
存
在
し
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
︒

従
っ
て
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
単
独
で
王
国
再
統
一
を
試
み
て
も
︑
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
成
算
が
な
か
っ
た
︒
先
の
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
第
三
番

弁
論
か
ら
は
︑
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
は
援
軍
派
遣
に
一
〇
ヶ
月
費
や
し
て
い
る
う
え
︑
結
果
的
に
わ
ず
か
な
援
軍
を
派
遣
し
た
も
の
の
︑
ピ
リ
ッ

ポ
ス
の
追
撃
を
試
み
る
こ
と
も
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
︒
ア
テ
ナ
イ
は
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
を
支
援
し
て
︑
積
極
的
に
攻
勢
に
出

る
政
策
を
と
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
前
四
世
紀
半
ば
以
降
︑
ア
テ
ナ
イ
で
は
財
政
難
と
う
ち
続
く
戦
争
の
た
め
︑
厭
戦
気
分
が
高
ま
っ
て
い

た
︒
前
三
六
二
年
の
マ
ン
テ
ィ
ネ
ア
の
戦
い
以
降
︑
ギ
リ
シ
ア
諸
国
は
戦
争
に
疲
れ
て
普
遍
平
和
条
約
を
締
結
し
て
い
る㉙
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

現
実
に
は
ア
テ
ナ
イ
は
な
お
も
各
地
で
の
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
︒
早
く
も
︑
前
三
六
二
年
晩
夏
に
は
広
範
な
穀
物
不
足
の
せ
い
で
︑

ア
テ
ナ
イ
の
穀
物
輸
送
船
が
拿
捕
さ
れ
る
な
ど
︑
各
地
で
鎮
圧
を
要
す
る
反
ア
テ
ナ
イ
的
活
動
が
続
発
し
て
い
る㉚
︒
同
じ
頃
︑
ア
テ
ナ
イ
は
オ

ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
の
内
紛
に
も
介
入
し
て
コ
テ
ュ
ス
の
政
敵
を
支
援
し
た
が
︑
財
政
難
の
せ
い
で
コ
テ
ュ
ス
の
反
撃
を
許
し
て
し
ま
う㉛
︒
同
盟
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市
戦
争
に
よ
る
被
害
も
甚
大
で
︑
ア
テ
ナ
イ
か
ら
は
メ
ト
イ
コ
イ
や
外
国
人
な
ど
が
逃
げ
出
し
た
せ
い
で
商
業
面
の
収
入
が
低
下
し
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る㉜
︒
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
と
は
﹁
カ
レ
ス
の
平
和
﹂
が
実
現
し
た
も
の
の
︑
台
頭
し
て
き
た
ピ
リ
ッ
ポ
ス
と
は
前
三
四
六
年
の
ピ

ロ
ク
ラ
テ
ス
の
和
約
に
い
た
る
ま
で
︑
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
断
続
的
に
戦
っ
て
い
る
︒
前
三
五
〇
年
代
と
い
う
時
期
は
︑
ア
テ
ナ
イ
が
こ
れ
以

上
余
計
な
戦
争
を
す
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
期
に
あ
た
る
︒
前
三
五
〇
年
代
か
ら
前
三
四
〇
年
代
に
か
け
て
︑
ア
テ
ナ
イ

で
は
エ
ウ
ブ
ロ
ス
と
い
う
傑
出
し
た
政
治
家
の
指
導
で
︑
財
政
面
で
は
大
き
く
復
興
を
と
げ
つ
つ
あ
る
時
期
で
も
あ
っ
た㉝
︒

デ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
盛
ん
に
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
側
の
領
土
拡
張
の
野
望
を
訴
え
る
が
︑
そ
れ
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ス
側
の
要
求
は
カ

リ
デ
モ
ス
の
ア
テ
ナ
イ
の
将
軍
就
任
と
不
可
侵
特
権
の
授
与
で
あ
る
︒
オ
レ
オ
ス
出
身
の
傭
兵
隊
長
で
あ
っ
た
カ
リ
デ
モ
ス
は
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ

プ
テ
ス
と
姻
戚
関
係
に
あ
る
最
側
近
の
一
人
と
も
言
え
る
人
物
で
あ
る㉞
︒
彼
は
ア
テ
ナ
イ
と
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
と
の
和
平
交
渉
を
成
立
さ
せ

る
と
い
う
功
績
に
よ
り
︑
ア
テ
ナ
イ
市
民
権
や
金
冠
︑
善
行
者
の
称
号
な
ど
を
授
か
り㉟
︑
そ
の
ま
ま
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
も
と
に
滞
在
し
て

い
る
︒
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
に
反
旗
を
翻
す
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
れ
ば
︑
カ
リ
デ
モ
ス
も
行
動
を
共
に
す
る
は
ず
で
あ
ろ
う
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
カ
リ
デ
モ
ス
が
何
ら
か
の
反
ア
テ
ナ
イ
的
活
動
の
せ
い
で
市
民
権
を
剝
奪
さ
れ
る
な
ど
の
処
罰
を
受
け
た
こ
と
は
な
く
︑
そ

の
後
も
ア
テ
ナ
イ
の
軍
事
指
揮
官
と
し
て
登
場
し
て
く
る㊱
︒
彼
ら
が
ア
テ
ナ
イ
に
求
め
た
特
権
は
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
側
が
ア
テ
ナ
イ
を
欺

い
た
と
な
れ
ば
︑
直
ち
に
剝
奪
で
き
る
性
質
の
も
の
で
し
か
な
い
︒
彼
ら
に
と
っ
て
み
れ
ば
︑
ア
テ
ナ
イ
を
だ
ま
し
て
ま
で
獲
得
す
る
ほ
ど
価

値
の
あ
る
特
権
で
は
な
い
︒
カ
リ
デ
モ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
か
ら
処
罰
を
受
け
た
形
跡
が
な
い
以
上
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
か
ら
離
反

す
る
よ
う
な
姿
勢
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
︑
と
い
う
傍
証
に
な
り
え
る
で
あ
ろ
う
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
前
三
五
〇
年
代
末
に
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ

テ
ス
が
単
独
な
い
し
ア
テ
ナ
イ
の
支
援
を
得
て
︑
王
国
再
統
一
の
た
め
に
周
辺
諸
勢
力
に
侵
略
を
行
っ
た
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︑
と
考
え

ら
れ
る
︒
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三

ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
動
向

ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
側
に
王
国
再
統
一
の
動
き
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
側
の
動
向
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
︑
事

態
を
明
ら
か
に
す
る
鍵
と
な
る
︒
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
﹁
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
・
ト
ロ
グ
ス
の
ピ
リ
ッ
ポ
ス
史
抄
﹂
に
よ
る
と
︑﹁
ピ
リ
ッ
ポ
ス
も
同
盟

国
に
対
し
て
︑
︵
ア
テ
ナ
イ
人
よ
り
も
︶
誠
実
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
︵
中
略
︶
ま
た
彼
の
指
導
下
で
戦
っ
た
国
々
を
︑
そ
し
て
彼
と
自
ら
と

に
勝
利
の
祝
詞
を
述
べ
た
国
々
を
敵
国
と
し
て
占
領
し
︑
略
奪
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
彼
は
︑
彼
の
王
権
に
服
し
た
す
べ
て
の
者
の
妻
や
子
供
を

売
り
払
っ
た
︒
︵
中
略
︶
ト
ラ
キ
ア
へ
渡
り
︑
そ
こ
で
同
じ
よ
う
な
不
誠
実
さ
で
戦
争
を
遂
行
し
︑
隣
接
の
王
た
ち
を
騙
し
討
ち
で
捕
え
て
殺

し
︑
そ
の
地
方
全
体
を
マ
ケ
ド
ニ
ア
へ
加
え
た
︒
︵
中
略
︶
こ
の
あ
と
彼
は
オ
リ
ュ
ン
ト
ス
を
攻
撃
し
た
︒
︵
中
略
︶
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

て
後
︑
ト
ラ
キ
ア
王
で
あ
っ
た
兄
弟
二
人
が
は
か
ら
ず
も
彼
を
彼
ら
の
紛
争
の
仲
裁
人
に
選
ぶ
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
︒
︵
中
略
︶
し
か
し
︑

ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
彼
の
本
性
に
基
づ
く
い
つ
も
の
や
り
方
で
︑
あ
た
か
も
戦
争
に
着
手
す
る
か
の
よ
う
に
︑
仲
裁
に
取
り
掛
か
り
︑
訓
練
の
行
き

届
い
た
軍
隊
で
不
意
に
兄
弟
た
ち
を
襲
い㊲
﹂︑
彼
ら
の
王
国
を
奪
っ
た
︒
こ
の
史
料
の
信
憑
性
は
ど
う
な
の
か
︒
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
典
拠
に
つ

い
て
︑
ハ
モ
ン
ド
は
テ
オ
ポ
ン
ポ
ス
を
あ
げ
て
い
る㊳
︒
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
テ
オ
ポ
ン
ポ
ス
の
﹁
ピ
リ
ッ
ピ
カ
﹂
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り㊴
︑
ハ
モ
ン
ド
説
に
は
一
定
の
妥
当
性
が
あ
る
︒
テ
オ
ポ
ン
ポ
ス
は
同
時
代
史
料
で
あ
り
︑
大
筋
で
歪
曲
は
し
な
い
が
︑

ピ
リ
ッ
ポ
ス
を
悪
者
と
し
て
扱
う
傾
向
に
あ
る㊵
︒
そ
れ
故
︑
細
部
ま
で
信
用
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
と
な
る
︒
ピ
リ
ッ
ポ
ス
は
同
盟
国
を

常
に
粗
略
に
扱
っ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
テ
ッ
サ
リ
ア
と
は
友
好
関
係
を
維
持
し
て
い
る㊶
︒
人
々
の
妻
子
を
全
て
売
り
払
っ
た
と
い
う
の
も
誇
張

で
あ
り
︑
オ
リ
ュ
ン
ト
ス
や
ポ
テ
イ
ダ
イ
ア
な
ど
一
部
で
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
見
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い㊷
︒
問
題
は
︑
前
三
四
九
年
の
オ
リ
ュ
ン

ト
ス
攻
め
以
前
の
記
述
で
あ
り
︑
そ
こ
で
は
ピ
リ
ッ
ポ
ス
が
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
以
西
の
王
た
ち
に
対
し
て
︑
能
動
的
に
攻
勢
に
出
て
い
る
こ

と
が
読
み
取
れ
る
︒

こ
れ
に
対
応
し
て
い
る
の
が
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
第
一
弁
論
で
あ
る
︒
そ
れ
に
は
﹁
そ
の
後
彼
は
︑
ペ
ラ
イ
や
パ
ガ
サ
イ
や
マ
グ
ネ
シ
ア
な
ど
︑
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テ
ッ
サ
リ
ア
地
方
の
残
り
の
す
べ
て
の
都
市
を
自
分
の
望
む
と
お
り
の
仕
方
で
処
理
し
た
上
で
︑
ト
ラ
キ
ア
へ
向
か
っ
て
立
ち
去
っ
て
い
っ
た

の
だ
っ
た
︒
そ
し
て
そ
の
地
で
彼
は
︑
部
族
の
王
た
ち
の
う
ち
あ
る
者
た
ち
は
追
放
し
︑
他
の
者
た
ち
は
王
の
地
位
に
つ
け
た
あ
と
で
︑
病
気

に
か
か
っ
た
の
で
あ
る
が
︑
病
気
が
回
復
し
て
か
ら
も
︑
彼
は
何
も
せ
ず
に
怠
け
て
い
た
の
で
は
な
く
︑
た
だ
ち
に
オ
リ
ュ
ン
ト
ス
人
た
ち
に

攻
撃
を
仕
掛
け
た
の
で
あ
る㊸
﹂︑
と
あ
る
︒
こ
こ
に
は
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
病
気
以
前
の
行
動
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
の
だ
が
︑
そ
の
際
に
彼

が
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
以
西
の
王
た
ち
を
強
引
な
手
法
で
処
理
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の

敵
対
者
で
あ
る
た
め
︑
こ
の
内
容
を
信
じ
て
い
い
か
ど
う
か
は
慎
重
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
を
解
き
明
か
す
鍵
に
な
り
そ
う

で
あ
る
の
が
︑
伝
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
第
一
二
番
弁
論
﹁
ピ
リ
ッ
ポ
ス
書
簡
﹂
で
あ
る
︒
本
作
は
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
作
と
伝
わ
る
が
︑
内
容
的
に

見
て
前
三
四
〇
年
頃
に
ピ
リ
ッ
ポ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
と
開
戦
す
る
前
に
ア
テ
ナ
イ
に
よ
せ
た
最
後
通
牒
と
︑
密
接
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
る㊹
︒
そ
れ
に
よ
る
と
︑﹁
し
か
し
︑
他
の
こ
と
に
加
え
て
ま
た
︑
諸
君
は
︑
テ
レ
ス
と
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
ト
ラ
キ
ア
を
支
配
す
る

こ
と
を
認
め
る
よ
う
に
私
に
要
求
す
る
と
決
議
に
書
き
入
れ
た
︒
彼
ら
が
ア
テ
ナ
イ
人
だ
か
ら
だ
と
言
う
の
だ
︒
し
か
し
私
は
︑
彼
ら
が
諸
君

と
と
も
に
講
和
協
定
に
加
わ
っ
た
と
も
︑
碑
に
そ
の
名
前
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
と
も
︑
そ
も
そ
も
ア
テ
ナ
イ
人
で
あ
る
と
も
承
知
し
て
い
な

い
︒
む
し
ろ
テ
レ
ス
は
私
と
と
も
に
諸
君
と
の
戦
い
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
り
︑
︵
中
略
︶
だ
か
ら
︑
彼
ら
を
追
放
し
た
国
の
人
々
を
諸
君
た
ち

が
説
得
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
市
民
た
ち
が
追
放
さ
れ
た
者
た
ち
に
再
び
支
配
を
許
す
の
な
ら
︑
テ
レ
ス
と
ケ
ル
セ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
支
配
し
て
い

た
分
だ
け
ト
ラ
キ
ア
を
私
か
ら
持
ち
去
れ
ば
よ
い
﹂︑
と
い
う㊺
︒

こ
の
和
約
と
は
︑
前
三
四
〇
年
に
ピ
リ
ッ
ポ
ス
と
ア
テ
ナ
イ
と
の
間
で
成
立
し
た
ピ
ロ
ク
ラ
テ
ス
の
和
約
の
こ
と
を
指
す
︒
こ
の
和
約
が
正

式
に
発
効
さ
れ
た
時
点
で
両
者
の
勢
力
圏
が
固
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
︑
最
終
的
に
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
ア
テ
ナ
イ
の
同
盟
者
と

は
承
認
さ
れ
ず
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
て
い
る㊻
︒
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
や
ア
イ
ス
キ
ネ
ス
に
和
約
時
の
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
扱
い
を

め
ぐ
る
動
き
は
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
テ
レ
ス
と
い
う
人
物
に
関
し
て
は
何
も
記
録
が
な
い
︒
ア
イ
ス
キ
ネ
ス
に
よ
る
と
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス

の
使
節
ラ
ン
プ
サ
コ
ス
の
ク
リ
ト
ブ
ロ
ス
な
る
人
物
が
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
に
対
し
て
誓
約
を
行
う
こ
と
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
も
ア
テ
ナ
イ
の
同
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盟
の
一
員
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
き
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
ペ
レ
ケ
ス
区
の
ア
レ
ク
シ
マ
コ
ス
な
る
人
物
が
ア
テ
ナ
イ
の

議
長
団
に
動
議
案
を
手
渡
し
た
が
︑
そ
の
中
に
は
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
使
節
が
他
の
︵
ア
テ
ナ
イ
︶
同
盟
国
と
共
に
誓
約
を
行
う
と
い
う
議

案
が
書
か
れ
て
い
た
︒
こ
の
時
︑
議
長
団
の
一
員
で
あ
っ
た
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
︑
ク
リ
ト
ブ
ロ
ス
の
要
求
を
票
決
に
ま
わ
す
こ
と
を
拒
否
し
て

い
る
︒
そ
の
後
市
民
の
要
求
に
よ
っ
て
︑
こ
の
議
題
は
民
会
で
票
決
に
ふ
さ
れ
た
が
︑
最
終
的
に
は
否
決
さ
れ
て
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
ア
テ

ナ
イ
の
同
盟
者
と
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
︑
と
い
う㊼
︒﹁
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
書
簡
﹂
に
あ
る
よ
う
に
︑
ア
テ
ナ
イ
人
が
決
議
に
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス

の
名
を
入
れ
た
と
い
う
の
は
︑
事
実
で
は
な
い
︒
ア
テ
ナ
イ
人
は
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
を
見
捨
て
た
格
好
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
︑
デ
モ
ス
テ

ネ
ス
の
拒
否
に
関
わ
ら
ず
民
会
に
採
決
が
委
ね
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
市
民
の
一
部
に
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
人
々
が

い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
︒

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
︑
テ
レ
ス
で
あ
る
︒
こ
の
テ
レ
ス
は
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
人
に
多
く
見
ら
れ
る
名
前
だ
が
︑
こ
の
場
合
は
一
般
的
に
中

王
国
の
ア
マ
ド
コ
ス
の
後
継
者
テ
レ
ス
二
世
︵
以
下
︑
テ
レ
ス
︶
を
指
す
︑
と
見
ら
れ
て
い
る㊽
︒
ア
マ
ド
コ
ス
が
前
三
五
〇
年
代
末
以
降
に
姿

を
消
す
事
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
が
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
以
西
の
王
を
自
分
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
処
理
し
た
こ
と
︑
ア
マ
ド
コ
ス
と
テ
レ
ス
の
発
行

し
た
貨
幣
の
図
像
が
似
通
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
︑
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
︒

一
方
で
︑
テ
レ
ス
を
ア
マ
ド
コ
ス
の
後
継
者
と
見
な
す
こ
と
に
否
定
的
な
研
究
者
も
い
る㊾
︒
貨
幣
の
図
像
だ
け
で
は
根
拠
が
薄
弱
な
こ
と
︑

デ
ル
ポ
イ
出
土
の
碑
文
に
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
四
人
の
子
を
称
賛
し
た
も
の
が
あ
り
︑
そ
の
中
に
テ
レ
ス
の
名
が
あ
る
か
ら
で
あ
る㊿
︒
テ
レ

ス
が
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
︑
彼
は
父
に
背
い
て
ピ
リ
ッ
ポ
ス
と
共
闘
し
た
こ
と
に
な
る
︒
近
年
の
貨
幣
研
究
に
よ

れ
ば
︑
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
の
発
行
貨
幣
は
ギ
リ
シ
ア
系
の
も
の
に
比
べ
て
は
る
か
に
少
な
く
︑
経
済
的
な
目
的
で
発
行
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
︒
そ
れ
ら
の
貨
幣
は
王
位
継
承
な
ど
に
伴
い
︑
王
の
権
威
を
誇
示
す
る
た
め
に
鋳
造
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る²
︒
ア
マ
ド
コ
ス
と

テ
レ
ス
の
貨
幣
は
酷
似
し
た
図
像
を
し
て
お
り
︑
表
側
に
互
い
違
い
に
交
錯
し
た
二
つ
の
斧
︑
裏
側
に
は
ブ
ド
ウ
の
房
と
蔓
と
い
う
も
の
で
あ

る³
︒
こ
れ
に
対
し
て
コ
テ
ュ
ス
と
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
父
子
の
貨
幣
は
表
側
に
人
物
︵
神
︶
の
横
顔
︑
裏
側
に
は
二
つ
の
取
っ
手
の
あ
る
水
差
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し
と
い
う
も
の
で
︑
ア
マ
ド
コ
ス
と
テ
レ
ス
の
も
の
と
は
デ
ザ
イ
ン
的
に
全
く
異
な
っ
て
い
る´
︒
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
貨
幣
の
図
像
を
も
っ

て
︑
自
己
を
コ
テ
ュ
ス
の
正
統
な
後
継
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

パ
ウ
ノ
フ
の
統
計
に
よ
る
と
︑
古
典
期
に
限
っ
て
見
れ
ば
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
の
中
で
コ
テ
ュ
ス
の
発
行
貨
幣
が
最
も
多
く
出
土
し
て
お
り
︑

そ
れ
は
二
〇
〇
枚
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
に
次
い
で
テ
レ
ス
の
出
土
貨
幣
は
多
く
︑
一
六
〇
枚
で
あ
る
︒
同
時
期
の
出
土
貨
幣
の
事
例
で
は
︑

ア
マ
ド
コ
ス
二
世
が
九
五
枚
︑
ケ
ト
リ
ポ
リ
ス
が
五
五
枚
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
も
の
は
四
五
枚
と
な
っ
て
い
るµ
︒
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
偶

然
発
見
さ
れ
た
考
古
学
的
資
料
で
あ
る
︒
今
後
の
発
掘
調
査
の
進
展
に
よ
っ
て
︑
発
見
さ
れ
る
枚
数
は
変
動
し
て
い
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

そ
れ
で
も
出
土
貨
幣
の
枚
数
は
︑
各
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
の
実
力
に
関
し
て
あ
る
程
度
相
応
に
比
例
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
コ
テ
ュ
ス
の
貨
幣

が
一
番
多
い
の
は
︑
古
典
期
に
お
い
て
彼
が
相
対
的
に
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
の
中
で
は
傑
出
し
た
王
権
を
築
い
た
実
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

唆
す
る¶
︒
こ
れ
に
対
し
て
テ
レ
ス
の
貨
幣
が
コ
テ
ュ
ス
の
出
土
貨
幣
に
次
ぐ
ほ
ど
発
見
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
彼
も
そ
れ
な
り
の
力
を

有
し
た
王
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
も
し
彼
が
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
子
テ
レ
ス
で
あ
っ
た
な
ら
︑
正
式
に
王
位
を
継
い
で
な
い
の
だ
か

ら
︑
こ
れ
だ
け
の
貨
幣
が
出
土
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
︒
ま
た
︑
デ
ル
ポ
イ
出
土
の
碑
文
に
見
ら
れ
る
テ
レ
ス
以
外
の
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス

の
子
た
ち
の
貨
幣
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
︒
そ
う
な
る
と
︑
テ
レ
ス
は
や
は
り
正
式
に
王
位
を
継
い
だ
人
物
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

そ
れ
故
︑
テ
レ
ス
を
ア
マ
ド
コ
ス
の
後
継
者
と
し
て
も
︑
不
自
然
で
は
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
︒
仮
に
テ
レ
ス
が
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の

子
で
あ
っ
て
も
︑
な
ぜ
ア
テ
ナ
イ
は
自
ら
に
敵
対
し
た
テ
レ
ス
を
味
方
の
よ
う
に
和
約
に
含
め
よ
う
と
し
た
︑
と
書
簡
の
中
で
非
難
さ
れ
て
い

る
の
か
︒
ま
た
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
同
盟
者
で
あ
っ
た
は
ず
の
彼
は
︑
何
故
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
と
同
様
に
追
放
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ユ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
と
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
を
併
せ
て
考
え
て
み
れ
ば
︑
テ
レ
ス
は
当
初
ピ
リ
ッ
ポ
ス
に
従
っ
た
も
の
の
︑
不
本
意
な
形
で
の
従
軍
を
強
い
ら

れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒
そ
う
し
た
事
情
が
︑
こ
の
矛
盾
す
る
よ
う
な
記
述
に
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
後
不
満
を

抱
え
た
ま
ま
の
テ
レ
ス
は
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
に
反
旗
を
翻
し
て
追
放
さ
れ
た
と
す
れ
ば
︑
話
の
筋
は
通
っ
て
く
る
︒
こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
く
る

と
︑
前
三
五
〇
年
代
に
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
周
辺
諸
勢
力
に
対
し
て
︑
領
土
拡
張
を
狙
う
よ
う
な
攻
撃
的
政
策
を
行
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た

前三五〇年代、トラキアのオドリュサイ王国をめぐる政治・軍事情勢（小河）
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よ
う
に
考
え
ら
れ
る
︒
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
記
述
を
全
面
的
に
信
じ
て
い
い
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
︑
両
者
と
も
基
本
線
で
事

実
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
即
ち
︑
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
ほ
う
が
能
動
的
に
強
引
な
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
侵
攻
を
行
っ
た
の
が
︑
実
態
に
近
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

①

D
em
.,
X
X
III
10,179.

②

IG
II2
127,
ll.2-4.

③

C
aw
kw
ell,op.
cit.,p.44
;Sealey,op.
cit.,pp.111,122
;P.J.R
hodes

&
R
.
O
sborne
(eds.),
G
reek
H
istorical
Inscriptions
404-323
B
C

(O
xford,2003),
p.237.

④

D
iod.,
X
V
I
22.3.
C
f.
D
em
.,
I
23
;
Plut.,
A
lex.,3.8-9.

⑤

Steph.
B
yz.
s.
v.Φιλ

ιπ
π
οι

.

⑥

R
.M
.
E
rrington,
A
H
istory
of
M
acedonia
(B
erkeley
&
L
os

A
ngeles,1990),
p.47.

⑦

H
am
m
ond
&
G
riffith,
op.
cit.,
p.
247
;
J.R
.
E
llis,
P
hilip
II
and

M
acedonian
Im
perialism
(London,1976),
p.68.

⑧

Schol
A
eschin.,
II
81.
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
子
が
人
質
と
し
て
︑
マ
ケ
ド

ニ
ア
の
ペ
ラ
に
い
る
こ
と
が
ア
イ
ス
キ
ネ
ス
ら
ア
テ
ナ
イ
の
使
節
団
に
よ
っ
て
目

撃
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
︑
A
eschin.,
II
81
に
見
ら
れ
る
︒
し
か
し
こ
れ
は
︑
木

曽
明
子
訳
﹃
ア
イ
ス
キ
ネ
ス
弁
論
集
﹄
︵
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
一
二
年
︶︑

一
四
三
頁
・
註
︵
三
︶
で
は
︑
文
脈
か
ら
見
て
前
三
四
六
年
の
こ
と
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
︒

⑨

G
.
C
aw
kw
ell,
P
hilip
of
M
acedon
(L
ondon,
1978),
p.
44,
80
;

H
am
m
ond
&
G
riffith,
op.
cit.,
pp.
282-283
;
R
.M
.
E
rrington,

G
eschichte
M
akedoniens
(M
ünchen,1986),
p.52.

⑩

B
adian,
op.
cit.,
p.
62
;
E
.M
.
H
arris,
A
eschines
and
A
thenian

P
olitics
(O
xford,1995),
p.45
;
澤
田
︑
前
掲
論
文
︑
一
五
頁
.

⑪

C
.V
eligianni-T
erzi,op.
cit.,pp.294ff,298
;Фол

,Поп
ов

&
Й
ор

данов

,

op.
cit.,
p.228.
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
︑
ア
テ
ナ
イ
に
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
を
譲
渡

し
て
︑
ア
マ
ド
コ
ス
に
対
す
る
ア
テ
ナ
イ
の
保
護
を
解
除
さ
せ
て
か
ら
侵
略
を
開

始
し
た
︒
D
elev,
op.
cit.,
p.49.

⑫

S.H
ornblow
er
&
A
.Spaw
forth
(eds.),O
xford
C
lassical
D
ictionary

(O
xford,
1996),
p.
1368
;
R
.
N
ünlist,
T
he
A
ncient
C
ritic
at
W
ork
:

T
erm
s
an
d
C
on
cepts
L
itetary
C
riticism

in
G
reek
S
ch
olia

(C
am
bridge,2009),
p.17.

⑬

N
.G
.L.
H
am
m
ond,
P
hilip
of
M
acedon
(B
altim
ore,1994),
p.84.

⑭

T
heopom
p.,
fr.101.

⑮

B
adian,
op.
cit.,
p.62
n
45.

⑯

E
.
D
ickey,
A
ncient
G
reek
Scholarship
:
A
G
uide
to
Finding,

R
eading,
and
U
nderstanding
Scholia,
C
om
m
entaries,
L
exica
and

G
ram
m
atical
T
reatises,
from
T
heir
B
eginnings
to
the
B
yzantine

P
eriod
(London
&
N
ew
Y
ork,2007),
p.53.

⑰

オ
ロ
ポ
ス
を
め
ぐ
る
ア
テ
ナ
イ
と
テ
バ
イ
と
の
対
立
に
つ
い
て
は
︑

H
ellanikos,fr.22
;K
onon.,fr.1
;E
phoros,fr.22
;T
huc.,V
3,18,36,39,

42︒
ア
テ
ナ
イ
と
メ
ガ
ラ
の
国
境
争
い
に
つ
い
て
は
︑
A
ndroti.,
fr.
70
;

Philoch.,
fr.155
;[D
em
.],
X
III
2
;
D
em
.,
X
X
III
212︒
メ
ガ
ラ
と
コ
リ
ン

ト
ス
の
国
境
争
い
に
つ
い
て
は
︑
T
huc.,
I
103︒
ア
イ
ト
リ
ア
と
ア
カ
ル
ナ
ニ

ア
と
の
伝
統
的
な
国
境
争
い
に
関
し
て
は
︑
D
iod.,
X
IX
67.3-4︒

⑱

オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
は
三
分
裂
の
ま
ま
︑
D
em
.,
X
X
III
103,123,189
な
ど
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で
各
々
が
ア
テ
ナ
イ
と
友
好
関
係
に
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒
D
em
.,
X
X
III

107-109,112,116
で
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
ア
ン
ピ
ポ
リ
ス
攻
略
や
オ
リ
ュ
ン
ト
ス
へ

の
ポ
テ
イ
ダ
イ
ア
引
き
渡
し
が
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
A
then.,
X
I
532d-f=

T
heopom
p.,
fr.249
で
は
︑
カ
レ
ス
が
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
傭
兵
隊
長
ア
ダ
イ
オ
ス

を
撃
破
し
て
︑
ポ
キ
ス
か
ら
デ
ル
ポ
イ
神
殿
の
聖
財
を
謝
礼
に
受
け
取
っ
た
と
し

て
い
る
︒
前
三
五
六
年
頃
に
い
っ
た
ん
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
の
西
王
国
を
下
し
た

ピ
リ
ッ
ポ
ス
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
後
ア
テ
ナ
イ
の
逆
襲
で
再
び
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王

国
は
三
分
裂
状
態
に
戻
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

⑲

D
em
.,III
45.
加
来
彰
俊
︑
杉
山
晃
太
郎
︑
北
野
雅
弘
︑
北
嶋
美
雪
︑
田
中
美

知
太
郎
訳
﹃
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
弁
論
集

一
﹄
︵
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
〇

六
年
︶
︑
四
五
-
四
六
頁
︵
加
来
彰
俊
訳
に
よ
る
︶
︒

⑳

デ
モ
ス
テ
ネ
ス
第
三
番
弁
論
は
︑
前
三
四
九
／
八
年
の
ピ
リ
ッ
ポ
ス
に
よ
る
オ

リ
ュ
ン
ト
ス
攻
撃
に
対
し
て
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
が
オ
リ
ュ
ン
ト
ス
救
援
を
訴
え
る

も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
三
～
四
年
前
に
ピ
リ
ッ
ポ
ス
が
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
領

へ
攻
め
込
ん
だ
こ
と
に
な
る
︒

㉑

D
iod.,
X
V
I
34.4.
D
em
.,
X
X
III
103
に
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
に
住
む
ア
テ
ナ
イ

人
の
存
在
が
見
ら
れ
る
︒

㉒

Ф
ол

,Поп
ов

&Й
ор

данов

,
op.
cit.,
p.228
;
D
elev,
op.
cit.,
p.49.

㉓

D
em
.,
X
X
III
14.

㉔

B
alabanov,
op.
cit.,
pp.93-107.

㉕

D
em
.,
X
X
III.,102-103.

㉖

D
em
.,
X
X
III
7,102
で
︑
テ
バ
イ
は
ポ
キ
ス
と
︑
ス
パ
ル
タ
は
他
の
諸
ポ
リ

ス
と
牽
制
し
あ
う
こ
と
が
ア
テ
ナ
イ
に
と
っ
て
利
益
と
な
る
︑
と
説
か
れ
て
い
る
︒

D
em
.,
X
X
III
103
で
は
ど
の
ト
ラ
キ
ア
人
も
強
力
で
な
く
︑
彼
ら
が
互
い
に
い

が
み
合
う
こ
と
が
︑
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
に
住
む
ア
テ
ナ
イ
人
に
と
っ
て
利
益
に
な
る
︑

と
い
う
︒

㉗

Ibid.,
X
V
I
4-5.

㉘

C
f.
Polyaen.,
V
II
31.
戸
部
順
一
訳
﹃
戦
術
書

ポ
リ
ュ
ア
イ
ノ
ス

叢
書

ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
図
書
館
Ⅵ
﹄︵
国
文
社
︑
一
九
九
九
年
︶︑
三
五
二
頁
︵
戸
部

順
一
訳
に
よ
る
︶︒

㉙

D
iod.,
X
V
I
89.1-2
;
Plb.,
IV
33.8f;
Plut.,
A
ges.,35.3-5.

㉚

[D
em
.],L
4-5.
ビ
ュ
ザ
ン
テ
ィ
オ
ン
︑
カ
ル
ケ
ド
ン
︑
キ
ュ
ジ
コ
ス
に
よ
る

ア
テ
ナ
イ
の
穀
物
船
拿
捕
︑
キ
ュ
ジ
コ
ス
に
よ
る
プ
ロ
コ
ネ
ソ
ス
攻
囲
と
ア
テ
ナ

イ
に
対
す
る
プ
ロ
コ
ネ
ソ
ス
か
ら
の
救
援
要
請
︒

㉛

Ibid.,4-5,7,12,14,21.
D
em
.,
X
X
III
104,130-132.

㉜

Isocr.,V
III
21.[D
em
.],X
37-39
;T
heopom
p.,fr.166.
ア
テ
ナ
イ
の
収

入
は
一
三
〇
タ
ラ
ン
ト
ン
を
越
え
な
い
時
期
が
あ
っ
た
︒

㉝

G
.L.
C
aw
kw
ell,“E
ubulus,”
Journal
of
H
ellenic
Studies
83
(1963),

p
p.
47-67
;
E
.M
.
B
u
rk
e,
“E
u
b
u
lu
s,
O
ly
n
th
u
s,
an
d
E
u
b
oea,”

T
ransactions
of
the
A
m
erican
P
hilological
A
ssociation
104
(1984),pp.

111-120.

㉞

D
em
.,
X
X
III
129,163.

㉟

Ibid.,11,14.

㊱

A
then.,X
436b
;Philoch.,fr.49-51J
;Plut.,P
hoc.,16.3
;IG
II2
207.

㊲

C
f.
Justin.,
V
III
3-4.
合
阪
學
訳
﹃
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
・
ト
ロ
グ
ス

ユ
ニ
ア

ヌ
ス
・
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
抄
録

地
中
海
世
界
史
﹄︵
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑
一
九

九
八
年
︶︑
一
五
〇
-
一
五
一
頁
︒

㊳

N
.G
.L.
H
am
m
ond,“T
he
Sources
of
Justin
on
M
acedonia
to
the

D
eath
of
Philip,”
C
lassical
Q
uarterly
41-2
(1991),
p.503.

㊴

N
.G
.L.
H
am
m
ond,
P
hilip
of
M
acedon
(B
altim
ore,1994),
p.84.
ト

ロ
グ
ス
の
﹁
地
中
海
世
界
史
﹂
は
︑
テ
オ
ポ
ン
ポ
ス
の
﹁
ピ
リ
ッ
ピ
カ
﹂
が
直
接

の
モ
デ
ル
で
あ
る
︒
合
阪
訳
︑
前
掲
書
︑
四
九
二
頁
︒

㊵

M
.
F
low
er,
T
heopom
pus
of
C
hios
(O
xford,1994),
pp.188-189,210.

㊶

D
iod.,X
V
I
14.2,X
V
II
17.3-4
;Polyaen.,IV
2.19
;A
rr.,I
14.3,II
9.
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1,11.2-3,
III
11.10.

㊷

D
iod.,
X
V
I
8.5,53.3
;
D
em
.,
X
IX
305-306.

㊸

D
em
.,
I
13.

㊹

本
作
品
は
︑
古
注
釈
な
ど
か
ら
う
か
が
え
る
ピ
リ
ッ
ポ
ス
の
ア
テ
ナ
イ
に
対
す

る
最
後
通
牒
と
は
︑
内
容
的
に
合
致
し
な
い
部
分
が
あ
る
︒
ア
ナ
ク
シ
メ
ネ
ス
の

作
と
い
う
見
方
も
あ
る
が
︑
こ
れ
も
内
容
的
に
符
合
し
な
い
部
分
が
存
在
す
る
︒

こ
の
書
簡
の
真
偽
を
め
ぐ
る
問
題
に
は
未
解
決
な
部
分
が
あ
る
が
︑
マ
ケ
ド
ニ
ア

の
利
害
を
正
確
に
示
し
て
い
る
︒
北
野
雅
弘
﹁
ピ
リ
ッ
ポ
ス
書
簡
﹂
加
来
彰
俊
︑

杉
山
晃
太
郎
︑
北
野
雅
弘
︑
北
嶋
美
雪
︑
田
中
美
知
太
郎
訳
﹃
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
弁

論
集

一
﹄
︵
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
〇
六
年
︶
︑
五
九
八
-
六
〇
三
頁
︒

㊺

[D
em
.],
X
II
8,10.
杉
山
晃
太
郎
︑
北
野
雅
弘
︑
北
嶋
美
雪
︑
田
中
美
知
太

郎
訳
︑
前
掲
書
︑
三
〇
六
～
三
〇
八
頁
︵
北
野
雅
弘
訳
に
よ
る
︶
︒

㊻

D
em
.,X
IX
174,278
は
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
ら
を
和
約
か
ら
除
外
し
た
の

は
︑
ア
イ
ス
キ
ネ
ス
ら
の
策
謀
で
あ
っ
た
︑
と
非
難
し
て
い
る
︒
ア
テ
ナ
イ
の
民

会
で
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
を
同
盟
者
に
含
め
る
か
否
か
の
採
決
は
あ
っ
た
が
︑

A
eschin.,II
82-86
で
は
否
決
に
な
っ
て
い
る
︒
A
escin.,III
73
で
ア
テ
ナ
イ

人
は
和
約
に
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
を
ア
テ
ナ
イ
側
同
盟
者
と
し
て
含
め
る
べ
き
︑

と
い
う
こ
と
を
ピ
リ
ッ
ポ
ス
に
約
束
さ
せ
て
い
た
︒

㊼

A
eschin.,
II
83-84
に
よ
れ
ば
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
を
遅
参
す
れ
す
れ
で

駆
け
込
む
よ
う
な
人
物
で
あ
る
と
し
て
︑
同
盟
者
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た

の
は
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
ア
テ
ナ
イ
人
た
ち
に
よ
っ
て
議
長

席
に
座
ら
さ
れ
︑
彼
の
意
志
に
反
し
て
票
決
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
A
eschin.,
III

74
で
は
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
と
ピ
ロ
ク
ラ
テ
ス
が
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
を
誓
約
か

ら
は
ず
し
た
と
し
て
い
る
︒

㊽

ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
以
前
の
テ
レ
ス
︵
一
世
︶
と
い
う
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
に
つ

い
て
は
︑
D
iod.,X
II
50.1-7
;X
en.,A
nab.,V
II
2.22
︒
キ
ュ
ロ
ス
の
反
乱
に

参
加
し
た
ク
セ
ノ
ポ
ン
一
行
は
︑
X
en.,
A
nab.,
V
II
5.1
で
ビ
ュ
ザ
ン
テ
ィ
オ

ン
の
先
に
あ
る
﹁
デ
ル
タ
﹂
地
域
を
支
配
す
る
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
人
テ
レ
ス
の
も
と

へ
進
撃
し
た
が
︑
こ
の
テ
レ
ス
は
前
述
の
テ
レ
ス
と
は
別
人
で
あ
る
︒
テ
レ
ス
が
︑

ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
息
子
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
と
す
る
の
は
︑
U
.
Peter,

D
ie
M
ünzen
der
thrakischen
D
ynasten
(5.
-3.
Jahrhundert
v.
C
hr.),

(B
erlin,1997),
pp.140-143
;
İ.
D
elem
en,“A
n
U
nplundered
C
ham
ber

T
om
b
on
G
anos
M
ountain
in
Southeastern
T
hrace,”
A
m
erican

Journal
of
A
rchaeology
110-2
(2006),
pp.
261-262
;
C
.
G
atzolis,
V
.

Poulios
&
D
.
T
erzopoulou,
“C
oins
of
T
hracian
K
ings
and
R
ulers

from
W
estern
T
hrace,
E
astern
and
C
entral
M
acedonia
(5th
-3rd
c.

B
C
),”
inΗ

Θ
ρ
α
κ
η
σ
τ
ο
ν
ε
λ
λ
η
ν
ο

-ρω
µ
α
ικ

ο
κ
ο
σ
µ
ο

[T
hrace
in
the

G
raeco-R
om
an
W
orld]
(A
thens,2007),
p.179
n.26
;Фол

,Поп
ов

&

Й
ор

данов

,op.
cit.,pp.238,291
;D
elev,op.
cit.,pp.49-50
な
ど
で
あ
る
︒

㊾

C
f.
M
.
T
acheva,“T
he
Pistiros
Inscription
:
T
he
M
irror
of
a
N
ew

T
hracian
Society,”
inΗ

Θ
ρ
α
κ
η
σ
τ
ο
ν
ε
λ
λ
η
ν
ο

-ρω
µ
α
ικ

ο
κ
ο
σ
µ
ο

[T
hrace
in
the
G
raeco-R
om
an
W
orld]
(A
thens,2007),pp.592-594
;J.

Iliev,
“R
hodpe
M
ountains
and
the
T
hracian
C
am
paigns
of
the

M
aced
on
ian
K
in
g
P
h
ilip
II
(359-336
B
C
),”
in
3rd
A
n
n
u
al

International
C
onference
on
M
editerranean
Studies.
A
bstract
book

(A
th
en
s,2010)
(h
ttp://w
w
w
.acad
em
ia.ed
u
/2
2
5
6
8
5
/R
h
od
ope_

M
ountains_and_the_T
hracian_cam
paigns_of_the_M
acedonian_king_

P
hilip_II_359_-_336_B
C
_,
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
八
年
四
月
八
日
︶
︒

㊿

Syll3
195
=
FdD
III/I
392,
l.3
に
は
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
の
四
人
の
子
の

う
ち
メ
デ
ィ
ス
タ
ス
と
テ
レ
ス
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒

²

こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
第
二
章
︑
註
㉒
を
参
照
︒

³

S.
Psom
a,
C
h.
K
aradim
a
&
D
.
T
erzopoulou,
T
he
C
oins
from

M
aroneia
and
the
C
lassical
C
ity
at
M
olyvoti:
A
C
ontribution
to
the

H
istory
of
A
egean
T
hrace
(A
thens,2008),pp.167,162-163
n.16
は
︑
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特
に
ア
マ
ド
コ
ス
と
テ
レ
ス
が
彼
ら
の
貨
幣
に
マ
ロ
ネ
イ
ア
式
を
採
用
し
た
と
す

る
が
︑
両
者
の
貨
幣
は
マ
ロ
ネ
イ
ア
で
直
接
打
刻
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
︒

´
Ф
ол

,Поп
ов

&
Й
ор

данов

,
op.
cit.,
pp.210,236.

µ

オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
の
出
土
貨
幣
に
関
し
て
は
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
ス
パ

ラ
ド
コ
ス
︵
前
四
六
〇
／
四
五
～
四
三
五
年
︶
一
三
〇
枚
︑
サ
ラ
ト
コ
ス
︵
前
四

一
〇
～
四
〇
〇
年
︶
一
五
〇
枚
︑
メ
ド
コ
ス
な
い
し
メ
ト
コ
ス
ま
た
は
ア
マ
ド
コ

ス
一
世
︵
前
四
〇
五
～
三
九
一
年
︶
八
〇
枚
︑
セ
ウ
テ
ス
二
世
︵
前
四
一
〇
／
五

～
三
九
一
／
八
六
年
︶
一
〇
枚
︑
ヘ
ブ
リ
ュ
ゼ
ル
ミ
ス
︵
前
三
九
〇
／
八
七
～
三

八
三
年
︶
三
五
枚
︒
Paunov,
op.
cit.,
p.281,
F
ig
18.5.

¶

A
then.,IV
131
で
は
ア
テ
ナ
イ
人
イ
ピ
ク
ラ
テ
ス
と
コ
テ
ュ
ス
の
娘
と
の
婚

姻
の
宴
を
茶
化
し
て
い
る
が
︑
コ
テ
ュ
ス
か
ら
婿
へ
の
豪
華
か
つ
大
量
の
贈
り
物

の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
ギ
リ
シ
ア
人
の
質
素
さ
に
比
べ
て
バ
ル
バ
ロ
イ
で
あ
る

コ
テ
ュ
ス
の
裕
福
さ
と
贅
沢
を
好
奇
の
目
で
書
い
て
い
る
が
︑
ギ
リ
シ
ア
人
が
コ

テ
ュ
ス
を
そ
れ
な
り
の
実
力
者
と
し
て
見
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
同
じ
く

T
heopom
p.,
fr.21
に
は
︑
あ
ら
ゆ
る
ト
ラ
キ
ア
王
の
中
で
︑
コ
テ
ュ
ス
が
特

に
享
楽
と
贅
沢
に
熱
心
で
あ
っ
た
こ
と
︑
彼
の
富
強
ぶ
り
は
人
々
の
羨
望
の
的
で

あ
っ
た
と
い
う
︒

結

論

以
上
の
よ
う
に
︑
前
三
五
〇
年
代
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
の
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
と
︑
エ
ー
ゲ
海
北
岸
世
界
を
中
心
に
分
析
し
た
結
果
︑
以

下
の
よ
う
な
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
三
つ
に
分
裂
し
た
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
の
う
ち
︑
東
王
国
の
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
特
に
周
辺
諸
勢
力

に
対
し
て
侵
略
的
政
策
を
行
わ
ず
︑
王
国
再
統
一
の
試
み
も
行
っ
て
い
な
い
︒
彼
は
分
裂
し
た
王
国
を
単
独
で
ま
と
め
る
力
を
持
た
ず
︑
自
己

の
王
国
の
存
続
に
あ
た
っ
て
は
基
本
的
に
ア
テ
ナ
イ
の
支
援
を
頼
り
に
し
て
い
た
︒
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
と
結
ん
だ
ア
テ
ナ
イ
は
︑
ケ
ル
ソ
ブ

レ
プ
テ
ス
に
対
し
て
防
衛
面
で
の
支
援
を
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
を
越
え
て
彼
の
王
国
が
過
剰
に
膨
張
す
る
よ
う
な
支
援
は
行
わ
な
か

っ
た
︒
ア
テ
ナ
イ
に
は
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
か
ら
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
が
譲
渡
さ
れ
て
は
い
る
が
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
に
対
し
て

攻
撃
的
な
政
策
を
行
え
る
よ
う
な
援
助
を
行
っ
た
形
跡
が
な
い
︒
前
三
五
〇
年
代
の
エ
ー
ゲ
海
北
岸
情
勢
を
大
き
く
揺
る
が
し
た
の
は
︑
む
し

ろ
ピ
リ
ッ
ポ
ス
で
あ
っ
た
︒
彼
は
テ
ッ
サ
リ
ア
や
ポ
キ
ス
と
い
っ
た
後
方
の
問
題
処
理
に
一
定
の
目
途
が
立
つ
と
︑
諸
部
族
が
分
立
し
た
ま
ま

の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
側
の
弱
点
を
つ
き
︑
武
力
を
背
景
と
し
た
強
引
な
や
り
方
で
東
方
へ
と
進
出
し
た
の
で
あ
る
︒

重
要
な
こ
と
は
︑
ア
テ
ナ
イ
や
周
辺
諸
勢
力
な
ど
に
対
し
て
攻
撃
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
が
︑
実
際
に
は
従
来
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考
え
ら
れ
て
き
た
以
上
に
穏
健
な
政
策
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
コ
テ
ュ
ス
以
来
相
次
ぐ
ア
テ
ナ
イ
と
の
対
外
戦
争
や
内
戦
に
よ
り
︑
オ

ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
は
相
応
に
疲
弊
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
彼
に
と
っ
て
み
れ
ば
︑
経
済
的
に
も
周
辺
ギ
リ
シ
ア
人
と
の
関
係
は
不
可
分
な
も

の
が
あ
り
︑
無
暗
に
戦
争
を
起
こ
す
よ
り
も
︑
当
面
は
国
力
回
復
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
現
実
的
な
政
策
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
も
︑
最
大

勢
力
の
ア
テ
ナ
イ
と
は
協
調
的
な
関
係
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
同
様
の
こ
と
は
ア
テ
ナ
イ
に
も
当
て
は
ま
る
︒
ア
テ
ナ
イ

は
前
三
五
〇
年
代
初
頭
の
同
盟
市
戦
争
に
お
い
て
大
き
な
打
撃
を
受
け
て
お
り
︑
経
済
的
に
疲
弊
し
て
い
た
︒
相
対
的
に
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス

ら
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
諸
王
に
対
し
て
優
位
に
あ
る
と
は
い
え
︑
こ
ち
ら
も
不
用
意
な
争
い
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
何
よ
り
︑
ケ
ル
ソ
ネ

ソ
ス
を
確
保
し
て
ヘ
レ
ス
ポ
ン
ト
ス
情
勢
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
は
︑
輸
入
穀
物
確
保
の
た
め
に
も
重
要
な
政
策
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
ア
テ

ナ
イ
に
と
っ
て
も
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
は
︑
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
や
エ
ー
ゲ
海
北
岸
の
安
定
に
一
定
の
貢
献
を
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
︒
ト
ラ
キ
ア
の
地
は
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
り
︑
豊
か
な
鉱
物
資
源
な
ど
魅
力
あ
る
土
地
で
あ
り
︑
特
に
ア
テ
ナ
イ
人
に
と
っ
て
は
黒
海
方

面
か
ら
の
穀
物
輸
送
路
を
扼
す
る
戦
略
的
に
重
要
な
場
所
で
あ
っ
た
︒
今
日
出
土
す
る
古
銭
の
分
析
か
ら
も
︑
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
に
は
ギ
リ

シ
ア
系
商
人
が
入
り
込
ん
で
お
り
︑
こ
の
こ
と
は
︑
同
王
国
が
エ
ー
ゲ
海
北
岸
を
中
心
と
す
る
商
業
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
部
で
あ
っ
た
と
位
置

づ
け
ら
れ
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
分
析
は
︑
本
稿
で
は
十
分
に
で
き
な
か
っ
た
の
で
︑
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
︒

ト
ラ
キ
ア
史
研
究
は
通
常
ギ
リ
シ
ア
人
の
ト
ラ
キ
ア
進
出
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
︑
ト
ラ
キ
ア
人
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
受
け
身
の
存

在
で
︑
進
ん
だ
ギ
リ
シ
ア
人
の
文
物
を
吸
収
す
る
存
在
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
ギ
リ
シ
ア
人
な
い
し
ア
テ
ナ
イ
人
は
ト
ラ
キ
ア
の
沿
岸
部

に
ク
レ
ル
コ
イ
な
ど
を
設
置
す
る
の
が
せ
い
ぜ
い
で
︑
ト
ラ
キ
ア
人
を
実
効
支
配
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
︒
ト
ラ
キ
ア
人
は
縦
深
あ
る
国

土
と
峻
険
な
山
岳
地
帯
に
依
り
︑
容
易
に
ギ
リ
シ
ア
人
の
思
う
通
り
に
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
ト
ラ
キ
ア
人
は
こ
う
し
た
ギ
リ
シ
ア
人
の
限
界
を

見
透
か
す
か
の
よ
う
に
︑
自
ら
の
要
求
を
あ
る
程
度
ギ
リ
シ
ア
人
に
突
き
つ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
︒
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
ら
は
ア
テ
ナ

イ
人
に
沿
岸
部
で
貢
納
を
と
る
権
利
を
認
め
さ
せ
︑
援
軍
を
出
さ
せ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
複
雑
な
彼
ら
の
利
害
調
整
の
調
停
役
に
ア
テ

ナ
イ
人
を
引
き
込
み
︑
王
国
体
制
の
維
持
に
利
用
し
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
即
ち
︑
ケ
ル
ソ
ブ
レ
プ
テ
ス
と
ア
テ
ナ
イ
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の
間
に
︑
一
定
の
相
互
依
存
関
係
が
見
い
だ
せ
る
の
で
あ
る
︒
本
論
で
は
︑
ト
ラ
キ
ア
史
研
究
の
中
で
も
南
東
ト
ラ
キ
ア
史
の
中
核
に
位
置
す

る
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
の
一
側
面
を
明
ら
か
と
し
た
︒
ト
ラ
キ
ア
史
研
究
は
史
料
に
比
較
的
恵
ま
れ
る
分
野
か
ら
順
次
研
究
が
進
展
し
て
い
き
︑

史
料
の
少
な
い
分
野
が
そ
の
恩
恵
を
受
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
史
料
の
多
い
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王
国
研
究
が
進
展
す
れ
ば
︑
南
西
ト

ラ
キ
ア
や
ゲ
タ
イ
人
な
ど
北
方
の
他
の
ト
ラ
キ
ア
勢
力
と
比
較
対
象
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
今
後
可
能
に
な
り
︑
そ
の
他
の
ト
ラ
キ
ア
史
研
究

の
分
野
で
も
研
究
の
進
展
が
期
待
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

︵
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The Politics and Military Affairs of the Odrysian Kingdom in Thrace

in the Decade of 350 BCE, Focusing on Trends of King Cersobleptes

of the Eastern Kingdom

by

OGOU Hiroshi

The Thracian Odrysian Kingdom, a major power in the northern Aegean

coastal region, split into three kingdoms in 360/359 BCE with the death of

its King, Cotys. The western part was ruled by Berisades, the central part

by Amadocus, and the eastern part by Cersobleptes, son of Cotys.

Traditionally, the ancient Thracian world was perceived to be little more

than an illiterate, uncivilized world, being relatively isolated and having only

limited contact with the Greek world. In general, Greek sources

stereotypically portrayed the Thracians as a warlike people practicing

raiding as a livelihood. Because of this, the Odrysian kings were often

perceived to be warlike as well, despite influencing the Greek world to no

small amount. However, recent advances in the field of Thracian studies,

especially that of archaeology, have been great, revealing the close contact

that existed between the Thracian world and the Greek world. The Thracian

world is now being thoroughly reevaluated, and it is now considered an

important factor in the reevaluation of the ancient eastern Mediterranean

worldʼs development.

Within this context, the Odrysian kingdom, the only power to unify

southeastern Thrace from 5
th
to 4

th
century BCE, occupies an extremely

important position in analyzing the relationship between Thrace and the

Greek world. However, some of the Odrysian kings are still seen as

aggressive invaders. This is especially true of King Cotys, preeminent in his

power during the 4
th
century BCE, along with his son Cersobleptes. This is

due to their portrayals in Greek sources as being unlawful aggressors. The

Odrysian kingdom occupies an important position in the field of Thracian

studies, and a major reevaluation is now required. This paper especially

focuses on Cersobleptesʼ political and military actions in the 350s BCE.

Greek sources from 350s BCE depicted Cersobleptes as an untrustworthy
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barbarian when appraising his character. Because of this, many historians

have hitherto regarded him as an aggressive and uncivilized king, who

attempted to reunify the Odrysian kingdom while shuttling between Philip

II of Macedon and Athens. One historian also asserted that while he never

destroyed his friendly relationship with Athens, he nonetheless pursued

aggressive policies in order to reunify the divided Odrysian kingdom. Such

traditional views portrayed Cersobleptes as an aggressive and wily king who

attempted to reunify the Odrysian kingdom in some form. In particular,

Cersobleptes allied himself with Phillip II of Macedon and attempted to seize

from Athens the Thracian Chersonesus peninsula, which was located in a

crucial area of the contemporary grain transport route from the Black Sea to

Athens. He also acted aggressively towards other Odrysian kings west of the

central area and neighboring Poleis such as Byzantion. Yet, in many cases,

Cersobleptesʼ portrayal as an untrustworthy barbarian, alongside that of his

advisor the Greek mercenary captain Charidemus, was made in the political

orations of Demosthenes. So far, criticism of these sources has been

unsatisfactory, despite the fact they were politically motivated. By utilizing

various literary and archaeological sources, this paper argues that

Cersobleptes never attempted to reunify the Odrysian kingdom in 350s BCE.

Cersobleptes did attempt to oppose the eastward advance of Phillip II by

utilizing Athenian power, which desired stability in Thrace, but he did not

pursue any aggressive policy in particular. In a sense, he used Athens in

order to maintain his kingdom. The Odrysian kingdom had experienced civil

war during the reign of Cotys, followed by a protracted war between Cotysʼ

reunified kingdom and Athens. The split of the kingdom caused by Cotysʼ

assassination culminated in the confrontations among the three Odrysian

kings who attempted to rebuild their relations with Athens. Cersobleptes

had in fact placed a halt to unnecessary military actions at the time in order

to rebuild his exhausted and war-weary kingdom, while effectively utilizing

Athenian power to his own advantage.

Key Words ; Thrace, Odrysian Kingdom, Cotys, Cersobleptes
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