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ロ
ザ
♀
宮
∞
片
山
仲
(
デ
ィ

l
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
)
に
つ
い
て

(上)

ー
ー
ー
古
代
ア
ヅ
テ
ィ
カ
の
牧
牛
者
集
団
|
|

岩

拓

良日

田

第
一
節

提

起

問

題

の

- 39ー

一
、
紀
元
前
回
世
紀
後
半
の
ア
テ
ナ
イ
に
於
い
て

デ

1
4唱
ス

コ

1
メ
3

「
区
」
や
「
村
」
や
、
ま
た

ゲ

ノ

ス

「
フ
ラ
ト
リ
ア
」
・
「
氏
族
」
・
「
オ
ル
ゲ
オ
l
ネ
ス
」
な

ど
ポ
リ
ス
領
域
内
の
小
共
同
体
の
多
く
、
が

一
連
の
碑
文
、
が
ア
グ
ロ
ポ
リ
ス
に
立
て
ら
れ
た
。

の
一
部
を
公
売
に
付
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
事
実
を
記
録
し
た

な
ぜ
特
定
の
或
る
時
期
に
全
ア
ッ
テ
ィ
カ
的
規
模
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
の

そ
の
碑
文
の
多
数
の
断
片
が
現
存
す
る
。
土
地
購
入
者
が
そ
の
代
金
を
売

そ
れ
ぞ
れ
の

「
共
有
地
」

か
は
不
明
で
あ
り
、
碑
文
の
正
確
な
年
代
も
不
明
で
あ
る
が
、

却
主
体
た
る
小
共
同
体
に
支
払
う
と
共
に
、
そ
の
土
地
価
格
の
「
百
分
の
一
相
当
額
(
ヘ
カ
ト
ス
テ

l

r
再
三
2
5
)」
を
ポ
リ
ス
に
納

付
し
た
た
め
、
通
常
「
ヘ
カ
ト
ス
テ
l
碑
文
宮
]
岡
田
5
2回目
S
F
E
H仲間三
5
口
出
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
碑
文
断
片
の
一
つ
に
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
も
の
が
あ
{
出
。

「
デ
ィ

l
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
ロ
ザ
o
-
3
2曲
目
の
幹
事
役

m
1
5
0目
立
包

(mm・
4
吉正
2
2
)
フ
リ
ュ
ア

E
H
q田
区
の
人
テ
ィ

l
モ
テ
オ

北
大
文
学
部
紀
要



ロ
ぽ
o-古
田
門
田
町
(
デ
ィ

l
ポ
リ
1

ア
ス
タ
イ
)
に
つ
い
て
(
上
〉

ス
の
子
グ
セ
ノ
テ
ィ

l
モ
ス
と
某
区
(
区
名
残
欠
)

の
人
ソ
l
シ
ノ
モ
ス
の
子
ソ

i
シ
ゲ
ネ
l
ス
と
は
、

ロ
ro吋
円
。
ロ
を
売
却
せ
り
(
同
一
匂
色
。

EO)。
購
入
者
は
某
区
(
区
名
残
欠
)

(
土
地
価
格
・
ヘ
カ
ト
ス
テ
l
額
共
に
残
欠
)
」

の
人
某
の
子
テ
ィ

i
モ

ブ
リ
ュ
ア
区
内
所
在
の
土
地

(
人
名
前
半
部
を
除
き
残
欠
)
な
り
。

こ
の
「
碑
文
断
片
」

は
一
九
四

O
年
に
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
校
訂
者
何
・

ω口
rd匂巳
mm立
は
、
|
|
「
ロ
屯

c
-
5
E
は、

明

ら
か
に
、

ア
ッ
テ
ィ
カ
古
来
の
ゼ
ウ
ス
の
祭
『
デ
ィ

l
ポ
リ
l

エ
イ
ア
祭
ロ
戸
市
己
ぽ
広
』
と
結
び
付
い
た
私
的
な
組
織
官
官
庁
主
何

C
H
m
g広
三
日
。
ロ
)
の
成
員
、
す
な
わ
ち
講
中
岳
山
田
∞
o
m
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
碑
文
で
史
料
上
初
め
て
ロ
屯
三
広
三
回
目
と
云
う
言
葉
が

こ
の
名
で
呼
ば
れ
た
団
体
言
。

gzoロ
)
が
歴
史
的
に
実
在
し
た
こ
と
の
証
拠
と
あ
o

」
|
|
と
註
記
し
て

こ
れ
は
、

現
わ
れ
た
が

い
る
。

(
5
)
 

「
デ
ィ

l
ポ
リ
l

エ
イ
ア
祭
」

t主

「
ポ
リ
ス
の
守
護
神
ゼ
ウ
ス

N
m
g
司
O
Z
2
印」

の
た
め
の
祭
と
し
て
、
毎
年
「
ス
キ
ロ
フ
ォ
リ
オ

- 40ー

て
い
た
「
ゼ
ウ
ス
の
祭
壇
」
(
「
ゼ
ウ
ス
の
神
域
」
)

ー
ン
の
月
の
第
十
四
日
(
現
在
の
ほ
ぼ
六
月
中
旬
の
満
月
の
日
に
相
当
)
」
中
心
市
ア
テ
ナ
イ
の
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
最
高
地
に
設
け
ら
れ

で
行
わ
れ
、
祭
事
の
中
心
が
牡
牛
の
供
犠
で
あ
る
た
め
「
ブ
l
フ
ォ
ニ
ア

(
l牛
殺

リ
ュ
タ
ネ
イ
オ
ン
」

ま
た
牡
牛
を
屠
殺
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
「
斧
(
又
は
短
剣
、
ま
た
は
斧
と
短
剣
の
両
方
)
の
裁
判
」
が

で
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
有
名
な
祭
事
で
古
代
の
文
献
史
料
で
屡
々
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
一
九
四

O

か
ら
、
そ
の
祭
事
を
執
行
す
る
団
体
も
し
く
は
集
団
が
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス

一-，

プ

し
)
祭
」
と
も
呼
ば
れ
、

年

ωロ7
4
司白山
m
m
E
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
「
碑
文
断
片
」

タ
イ
」
な
る
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
事
実
が
、
新
た
に
確
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、

こ
れ
は
私
の
知
見
の
狭
さ
に
も
と
づ
く
か
も
知
れ
な
い
が
、

こ
の

「
碑
文
断
片
」
が
公
表
さ
れ
て
の
ち
現
在
に
至
る
ま

で
、
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
エ
イ
ア
祭
」

に
言
及
す
る
諸
研
究
に
接
し
て
も
、
こ
の
祭
事
と
そ
の
担
当
集
団
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
と
の



連
闘
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
文
芝
、
未
だ
私
は
遭
遇
し
て
い
な
は
。
!
こ
の
集
団
が
す
く
な
く
と
も
「
フ
リ
ュ

に
「
土
地
口

ro片山
O
口
」
を
所
有
し
て
い
た
事
実
、
売
却
責
任
者
た
る
幹
事
役
二
人
の
う
ち
、
一
人
の
所
属
区
名
は
明
ら
か
に
「
フ

ア
区
」

リ
ュ
ア
区
」

?、
v
 

こ
の
区
と
こ
の
集
団
と
の
繋
が
り
は
相
当
深
い
も
の
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
集
団
は
毎
年
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス

に
牡
牛
を
捧
げ
て
い
る
が
、
そ
の
牛
は
ど
こ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
入
手
し
た
の
か
。
或
は
、
こ
の
集
団
自
身
、
が
、
牛
を
飼
っ
て
お
り
、

動
物
供
犠
の
専
門
技
術
者
集
団
と
し
て
、
ゼ
ウ
ス
は
も
と
よ
り
ゼ
ウ
ス
以
外
の
神
々
の
祭
儀
に
も
、
供
犠
の
実
務
を
担
当
し
て
い
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
ー
ー
ー
社
会
経
済
史
の
立
場
か
ら
久
し
く
こ
う
し
た
疑
念
を
抱
い
て
来
た
私
と
し
て
、

ω口「
4
4

白
山
似
品
立
が
こ
の
碑
文
断
片
を

公
表
し
て
い
る
の
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
研
究
者
達
の
視
野
の
外
に
置
か
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
事
実
は
、
ま
こ
と

に
気
懸
り
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
「
碑
文
断
片
」

に
よ
っ
て

「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
な
る
団
体
が
存
在
し
た
事
実
が
確
証
さ
れ

て
い
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l

エ
イ
ア
祭
」
の
祭
儀
執
行
主
体
は
「
タ
ウ
ロ

i
ニ
ダ
イ
氏
族
吋

E
巳
o
E円宮山」

HJ

。S
F円
の
古
典
的
解
釈
が
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
タ
ウ
ロ

l

ニ
ダ
イ
氏
族
」
と
「
デ
ィ

l
ポ

リ
l
ア
ス
タ
イ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
内
的
連
関
性
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

で
あ
る
と
の

- 41ー

そ
の
た
め
に
は
、

や
は
り
「
デ
ィ

l
ポ
リ
I
エ
イ
ア
祭
」
に
関
す
る
基
本
史
料
。
フ
ロ
パ

l
に
立
ち
戻
っ
て
、
祭
事
が
「
タ
ウ
ロ

l
-
一ダ

に
よ
っ
て
も
し
く
は
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
置
か
ね
ば
な

イ
氏
族
」

る
ま
い
。
や
や
煩
雑
な
廻
り
路
の
嫌
い
が
あ
る
が
、
こ
の
祭
事
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
先
づ
明
確
に
し
て
置
こ
う
。

一、

「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
エ
イ
ア
祭
」

に
つ
い
て
直
接
述
べ
て
い
る
史
料
、

及
び
そ
の
理
解
の
た
め
に
必
要
な
史
料
の
う
ち
主
要
な
も
の

ら
ぬ
。

本
稿
の
主
た
る
試
み
は
、 こ

の
祭
事
の
宗
教
的
研
究
は
私
の
到
底
及
び
得
ぬ
と
こ
ろ
で
宗
教
史
学
の
専
門
家
の
御
教
示
を
仰
が
ね
ば
な

こ
の
祭
事
運
営
者
達
の
集
団
の
構
造
と
具
体
的
な
生
活
の
場
所
(
さ
ら
に
小
規
模
な
移
牧
の
問
題
)
を

は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



ロ
ぽ
c口
同
三
回
目
(
デ
ィ

I
ポ
リ

l
ア
ス
タ
イ
〉
に
つ
い
て
(
上
)

明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
連
関
史
料
の
吟
味
も
、
そ
の
立
場
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
点
を
お
断
り
し
て
置
く
。

川

件

叶

H
g
o
Z門戸田吉田

H
H
2
4
5巳
o
m
(前
回
世
紀
|
|
紀
元
後
三
世
紀
)

同

ν
0
4
7
U
1同
日

o
p
N
U町
立
与
k
v
o
h
p
ご
同
去
、
屯
h
b
q誌
-

同

]
{
-
N
φ
(
H
)
i
ω
]「
(
H
)
・

ポ
ル
フ
ュ
リ
オ
ス
(
〉
・
ロ
・
邸
宅
ω
h・
8
ω
)
の
次
の
文
章
が
、
前
回
世
紀
の
有
名
な
哲
学
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
高
弟
テ
オ
プ
ラ
ス
ト

ス
(
h
・ω
さ
l
N
∞
∞
¥
切
出
・
の
・
)
の
或
る
著
作

(F同

日

開

5
m
Z
Eろ
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
夙
に
定
説
と
し
て
認
め
ら
れ
て

(
叩
)

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
却

山
そ
の
昔
、
既
に
述
べ
た
通
り
、
人
聞
は
植
物
の
収
穫
物

(EGo-)
を
神
h

に
供
犠
し
、
決
し
て
動
物

(N2と
を
供
犠
す
る

(宮山ロ
ω
岳
百
円
山
)
が
行
わ
れ
た
際
、

デ
ィ
オ
モ
ス
ロ

z
s
g
も
し
く
は
ソ

l
パ
ト
ロ
ス
皆
吉
口

g
な
る
男
|
|
彼
は
も
と
も
と
土
着
系

- 42ー

こ
と
は
な
く
、

ま
し
て
や
人
聞
が
動
物
を
個
人
的
な
食
べ
物
に
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
時
代
の
ア
テ
ナ
イ
で
公
共
の
供
犠

の
出
自
で
は
な
く

(
H
2
m
g
g
c口
付

g
口

E
H
Zロ
)
ア
ッ
テ
ィ
カ
に
移
り
住
み
農
業
を
営
ん
で
い
た
(
ぬ
包
括
。
記
長

H
)

の
だ
が
|
|
こ
の

男
の
と
っ
た
行
動
に
関
す
る
伝
承
が
あ
る
。
台
(
可
者
冊
目
印
)
の
上
に
麦
粉
で
作
ら
れ
た
菓
子
や
練
り
物
が
美
事
に
供
え
ら
れ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
彼
は
、
神
々
に
そ
れ
ら
の
品
々
を
献
げ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
一
頭
の
牡
牛
(
片
O
ロ
ゲ
。
。
ロ
片
山
田
)
が
畠
か
ら

ち
ん
に
ゅ
う

(3U2moロ
)
闇
入
し
て
来
て
、
お
供
え
物
の
一
部
を
貧
り
食
べ
、
一
部
を
踏
み
に
じ
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
突
発
の
出
来
事
に
こ
の
男
は

い

ち

え

気
も
狂
わ
ん
ば
か
り
に
激
昂
し
た
。
た
ま
た
ま
手
許
に
研
ぎ
清
ま
さ
れ
た
一
柄
の
斧
(
官
-
岳
山
お
)
が
あ
っ
た
。
こ
の
斧
を
握
り
締
め
、
牡

牛
歩
}
撲
り
倒
し
た
。

凶
牡
牛
は
死
ん
だ
。
男
は
激
怒
か
ら
覚
め
、
自
分
が
何
と
一
云
う
事
を
仕
出
か
し
て
し
ま
っ
た
か
を
知
っ
た
。
牡
牛
を
葬
っ
て
や
り
、
神

け
か

を
潰
す
罪
(
回
出
岳
民
主
を
犯
し
た
者
と
し
て
、
自
発
的
亡
命
の
責
め
を
み
づ
か
ら
に
負
い
、
ク
レ
タ
へ
亡
命
し
た
。



ロ
ー
ン
)

ひ

で

り

ひ

で

り

ω早
越
(
由
民
口
r
B
Oロ
)
に
皐
越
が
続
き
、
恐
る
べ
き
凶
作
(
国

E
4
5
)
が
起
っ
た
。

ピ

ユ

テ

イ

ア

の

亙
女
は
神
託
を
伝
え
宣
ベ
た
。

に
お
伺
い
を
立
て
た
と
こ
ろ
、

ひ
と
び
と
が
共
同
し
て
待
。
百
包
)
神

(
1
ア
ポ
ル

「
ク
レ
タ
に
住
む
亡
命
者
こ
そ
事
件
を
解
く
も
の
な
ら
ん
。
ひ

と
び
と
が
殺
害
者
に
復
讐
を
課
し
、
殺
さ
れ
た
る
者
を
し
て
1

1
殺
害
者
が
殺
害
を
な
し
た
る
と
同
一
の
供
犠
の
儀
式
に
於
い
て

l
i起

は
ば
か

ち
上
ら
し
め
、
殺
し
た
る
者
を
賞
味
し
且
つ
何
ら
蝉
る
と
こ
ろ
な
か
ら
ば
、
目
出
度
き
こ
と
起
ら
ん
。
」け

か

凶
そ
こ
で
探
索
が
行
わ
れ
、
本
事
件
の
犯
人
が
見
付
け
出
さ
れ
た
。
ソ

l
パ
ト
ロ
ス
は
考
え
た
。
汚
れ
者
と
云
う

(
g
m
g
a
c
g
E

。
ロ
吉
田
)
お
の
、
が
身
の
不
幸
は
、
も
し
、
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
が
共
同
し
て

(
F
0
5
g
自
分
が
行
っ
た
の
と
同
じ
事
を
や
る
な
ら
ば
、
消

滅
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
、
と
。
彼
は
、
自
分
を
付
け
狙
っ
て
や
っ
て
来
た
ひ
と
び
と
に
向
か
っ
て
、
こ
う
云
っ
た
。
「
牡
牛
げ

0
5
が
共
同
体

た
お

H
X
L
U
の
手
に
よ
っ
て
缶
詰
δ

片
町
田
]
百
円
向
。
印
)
舞
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

同
彼
を
付
け
狙
っ
て
来
た
ひ
と
び
と
が
、
で
は
い
っ
た
い
誰
が
撲
り
舞
し
を
や
る
人
と
な
る
の
か
、
と
困
り
果
て
て
い
た
と
こ
ろ
、
彼

は
答
え
た
。
「
も
し
ひ
と
び
と
が
、
こ
の
私
を
(
ア
テ
ナ
イ
の
)
市
民
匂
o-M汁
官
と
な
さ
り
、

殺
害
の
仲
間
入
り
を
な
さ
い
ま
す
な
ら
ば
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(付。日ロ
α口町田
O
口回目汁
O
己

1
5ロO
ロ
)
、
み
な
さ
ま
の
た
め
に
、

こ
の
私
が
そ
の
役
目
を
果
た
し
ま
し
ょ
う
。
」

こ
の
提
案
が
承
認
さ
れ
た
。

ポ
り
ス

一
同
の
者
は
国
に
戻
る
や
、
次
の
如
く
に
儀
式
を
定
め
た
が
、
そ
れ
に
も
と
守
つ
い
て
現
在
で
も
彼
等

(
1
ア
テ
ナ
イ
人
)

一
の
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
局
、

の
も
と
で
同

叩
川
彼
等
は
少
女
達
H
M

号

F
2
0日
を
選
抜
し
て
水
運
び
役
を
作
っ
た
。
こ
の
少
女
達
は
、
男
達
が
斧
℃
四
日
島
冒
と
短
剣
と

5
2
5日門戸

を
研
、
ぎ
清
ま
す
よ
う
に
と
、
水
を
運
搬
す
る
。
研
、
ぎ
清
ま
し
が
終
る
と
別
の
人
が
斧
を
(
さ
ら
に
別
の
人
に
)
手
渡
し
、
受
け
取
っ
た
者

が
牡
牛
を
撲
り
発
し
た
。
同
様
に
、
別
の
者
に
短
剣
を
手
渡
し
、
受
け
取
っ
た
者
が
、
牡
牛
の
咽
喉
を
切
り
裂
い
た
。
そ
の
あ
と
、
別
の

北
大
文
学
部
紀
要



u
q
o戸山田田仲間山(ディ
l
ポ
リ
i
ア
ス
タ
イ
〉
に
つ
い
て
(
上
)

ひ
と
び
と
が
毛
皮
を
引
き
剥
ぎ
、

こ
う
し
て
、
す
べ
て
の
ひ
と
び
と
が
牡
牛
の
肉
を
賞
味
し
た
(
目
的

2
m
g
g
gロ
ゲ
。
。
田
宮
ロ
広
田
)
。

凶
以
上
の
こ
と
が
実
行
さ
れ
た
の
ち
、

ひ
と
び
と
は
牡
牛
の
毛
皮
を
、
そ
の
中
味
を
飼
い
葉
(
ロ

F
2吉
田
)
で
詰
め
て
縫
い
合
わ
せ
、
起

ち
上
ら
せ
た
。
そ
の
恰
好
は
牡
牛
が
生
き
て
い
る
と
き
取
っ
て
い
た
も
の
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
耕
作
す
る
牛
に
取
り
付
け
る
か

殺
害
一
1
5
5
m
の
裁
判
町
山
田
山
田
を
行
う
こ
と
と
な
り
、
彼
等
は
、
こ
の
行
為
に
共
同
し
て
加
担
し
た
す
べ
て
の
ひ
と
び

と
を
、
弁
明
に
立
た
せ
る
べ
く
召
喚
し
た
。
水
運
び
の
少
女
達
は
自
分
達
よ
り
も
む
し
ろ
(
斧
と
短
剣
〉
の
研
ぎ
清
ま
し
を
や
っ
た
ひ
と

の
如
く
に
、
型

2
2
8ロ
を
取
り
付
け
た
。

凶
次
い
で
、

び
と
が
責
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
、
研
、
ぎ
役
の
男
達
は
自
分
達
に
斧
を
(
研
げ
と
)
手
渡
し
た
男
に
責
め
が
あ
る
と
云
い
、
手
渡
し

役
の
男
は
屠
殺
実
行
者
に
責
め
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
屠
殺
を
実
行
し
た
者
は
「
短
剣
」

に
責
め
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
短
剣

ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
で
、
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は
戸
を
持
た
な
い
者
で
あ
り
、
彼
等
は
、

凶
そ
の
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、

こ
の
短
剣
が
殺
害
者
で
あ
る
と
の
宣
告
を
下
し
た
。

ア
テ
ナ
イ
の
『
デ
ィ

l
ポ
リ
l
エ
イ
ア
祭
』
の
際
に
は
い
つ
も
、

上
記
の
役

割
の
ひ
と
び
と
が
、
昔
か
ら
の
変
ら
ぬ
作
法
で
牡
牛
の
供
犠
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
等
は
、
青
銅
製
の
四
脚
台
の
上
に
麦
粉
の
菓

さ

だ

め

子
と
挽
割
麦
の
練
り
物
と
を
置
き
、
そ
の
運
命
を
割
り
振
ら
れ
た
牡
牛
共
を

(
Z
5
町田仲間

g
g
g
Z
E
S
σ
0
5
)
め
ぐ
り
歩
か
せ
、
そ

れ
ら
牡
牛
共
の
う
ち
菓
子
類
を
賞
味
し
た
牛
が
、
撲
り
殺
さ
れ
る
。

こ
の
祭
事
を
演
ず
る
ひ
と
び
と
の
(
三
つ
の
)
『
家
集
団
関

8
2』
(
原
文
は
複
数
形
∞

gm)
が
存
在
す
る
。
撲
り
籍

プ

E

ス

し
を
行
っ
た
ソ

l
パ
ト
ロ
ス
の
系
譜
を
引
く
ひ
と
び
と
は
す
べ
て
『
ブ

i
テ
ュ
ポ
イ
回

o
E可
宮
山
(
牛
撲
殺
族
)
』
と
呼
ば
れ
、
牡
牛
を
め

ぐ
り
歩
か
せ
た
人
を
継
承
す
る
ひ
と
び
と
は
『
ケ
ン
ト
リ
ア
ダ
イ
同

g主
主
包
(
牧
杖
携
行
族
)
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

同
現
在
で
も
、

そ
れ
か
ら
、
牡

牛
の
咽
喉
を
切
り
裂
い
た
人
を
継
い
で
い
る
ひ
と
び
と
は
、
(
短
剣
に
よ
る
)
肉
の
切
り
分
け
で
宴
会
仏
印
広
が
催
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
『
ダ



イ
ト
ロ
イ
ロ
包
可
♀
(
宴
会
執
行
族
)
』
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
三
つ
の
『
家
集
団
∞

8
2』
の
ひ
と
び
と
が
、

牡
牛
の
毛
皮
を

(
飼
い
葉
で
)
詰
め
充
た
し
、

と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
つ
ど
裁
判
を
受
け
る
た
め
に
出
頭
し
、

そ
れ
が
終
る
と
、
短
剣

B
E
E
-
E
を
海
に
投
げ
棄
て
る
こ

4
1
ムn

d
 

N
O
山
田
)
を
殺
す
こ
と
は
神
意
に
添
う
も
の
(
「
。
巴
と
で
は
な
か
っ
た
し
、

川
か
く
の
如
く
に
昔
に
於
い
て
も
、

わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
た
め
人
間
と
共
に
労
働
す
る
動
物
(
片
田
昌
ロ

2
∞
恒
吉
山
由
主
C
広

E
5
0ロ

現
在
に
於
い
て
も
、

か
か
る
振
舞
い
は
慎
し
む
べ
き
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

B

〉ロ門同円。
t
o
p
司
-
H
G
(
司
・
の
円
・
戸
ω
ピ
)
(
前
回
世
紀
)

ア
リ
ス
ト
ア
ア
ネ
ス
『
雲
』
九
八
五
行
に
関
す
る
古
註
。
「
ブ
l
フ
ォ
ニ
ア
祭
(
切
。
ロ
}uro己
白
)
。
極
め
て
古
色
蒼
然
た
る
ア
テ
ナ
イ
人

の
祭
儀
。
伝
承
で
は
デ
ィ

l
ポ
リ
l

エ
イ
ア
祭
に
於
い
て
供
犠
の
た
め
準
備
さ
れ
て
い
た
大
麦
の
菓
子
を
、
牡
牛
が
貧
り
食
べ
た
こ
と
に

因
る
、

と
云
う
。

タ
ウ
ロ

I
ン
叶
「

2
5ロ
な
る
人
物
が
斧
宮
F
F
3
で
そ
の
牛
を
殺
害
し
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
(
前
回
世
紀
の

ーのー

ア
テ
ナ
イ
人
)
ア
ン
ド
ロ
テ
イ
オ
ン
も
(
そ
の
著
書
の
〉
第
四
巻
(
?
)
で
、

て
い
る
。
」

C
E
V
E
g
-田P
H

V
尚
之
町
内
町

hr・
(
紀
元
後
二
世
紀
)

川
門
司
同
戸
田
向
巳
g

-

H

・
凶
凶
H
J
1
・
A
-

タ
ウ
ロ

l
ン
な
る
者
が
そ
の
牛
を
殺
し
た
、
と
書
き
留
め

「
そ
れ
か
ら
、

レ
オ
l
カ
レ
ー
ス
が
作
っ
た
ゼ
ウ
ス
の
像
と
、

ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
の
像
、
が
あ
る
。

こ
の
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
の

た
め
に
定
め
ら
れ
た
供
犠
の
祭
式
を
記
ず
に
当
っ
て
私
は
、

こ
の
祭
式
に
つ
い
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
由
緒
を
記
す
こ
と
は
割
愛
さ
せ
て
頂

く
。
ひ
と
び
と
は
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
の
祭
壇
の
上
に
大
麦
の
種
子
と
小
麦
の
種
子
と
を
混
ぜ
合
わ
せ
て
敷
金
」
並
べ
、
見
張
り
は
全
然

北
大
文
学
部
紀
要



ロ
ザ
O
H
山
田
団
富
山
(
デ
ィ
l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
)
に
つ
い
て
(
上
)

こ
の
祭
壇
を
俳
佃
し
、
穀
物
の
種
子
を
貧
り
食
べ
る
。
神
官

E
2
2∞
の
う
ち
一
人
が
『
ブ

l
フ
ォ
ノ
ス
切
O

口同法
o
ロ
。
印
(
殺
牛
者
)
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
『
ブ

l
フ
ォ
ノ
ス
』
が
牡
牛
を
屠
殺

立
て
な
い
。
こ
の
儀
式
の
た
め
に
準
備
さ
れ
大
切
に
さ
れ
て
来
た
牡
牛
が
、

し
、
そ
の
場
に
(
牡
牛
を
舞
す
の
に
使
っ
た
)
斧
H
M

冊
目
白
日
門
官
を
投
げ
棄
て
|
|
i
と
云
う
の
は
、
こ
う
す
る
の
が
儀
式
の
定
め
て
い
る
と
こ

ろ
な
の
だ
、
が
|
|
|
逃
げ
去
っ
て
姿
を
く
ま
ら
せ
る
。
ひ
と
び
と
は
、

て
、
斧

1
2
r習
を
裁
判
に
持
ち
出
す
。
」

こ
の
仕
事
を
実
行
し
た
男
の
こ
と
は
知
る
す
べ
も
な
い
も
の
と
し

)
 

L
U
 

(
 
H
V
田
口
出
向

E
2・
H
.

凶
凶
〈
口
H
.
A
H
.

「
さ
て
『
プ
リ
ュ
タ
ネ
イ
オ
ン

Hvqgロ巳
o
ロ
の
法
廷
』
と
呼
ば
れ
る
法
廷
が
あ
り
、
そ
こ
に
於
い
て
ひ
と
び
と
は
、
鉄
そ
の
他
の
無
生

物
一
般
に
よ
る
殺
害
を
裁
判
す
る
が
、
そ
の
起
源
は
以
下
に
記
す
事
情
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

エ
レ
ク
テ
ウ

- 46ー

ス
H
W
H
間
口

r
F
2印
が
ア
テ
ナ
イ
人
の
王
で
あ
っ
た
と
き
、

そ
の
と
き
初
め
て
『
プ
l
フ
ォ
ノ
ス
(
殺
牛
者
)
』
が
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス

の
祭
壇
で
牡
牛
を
殺
し
た
。
彼
は
そ
の
場
に
斧
匂
己
叩
W
U
訟
を
投
げ
棄
て
て
立
ち
去
り
、
国
土
を
離
れ
て
亡
命
し
た
。
斧
は
直
ち
に
撤
去
さ

れ
て
こ
の
『
プ
リ
ュ
タ
ネ
イ
オ
ン
』
で
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
が
、
今
日
に
至
っ
て
も
な
お
毎
年
毎
年
欠
か
す
こ
と
な
く
(
こ
の
『
プ
リ
ュ

(a) タ

[D] ネ
〉イ
2 ~オ

・
T :=ン
O 戸 L

UJμJ  

〈 F 3 
E F裁

ま き
お を

足芸
'" ') 

ぎて
N し、ぞ、

る

(
て
お
「
宮
同
宣
。
え
お
・
)
(
紀
元
後
三
世
紀
)

「
こ
れ
も
ま
た
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
法
規
ロ
0
5。
円
で
あ
る
。

:
・
以
下
の
こ
と
も
ま
た
彼
等

(
1ア
ッ
テ
ィ
カ
人
)
の
聞
で
守
ら
れ
て
い

〈
ぴ
き

た
。
す
な
わ
ち
|
|
i
農
耕
用
の
牛

σ
0
5
2
0
8田
に
つ
い
て
は
、
型
日
。
H
H
O
ロ
に
取
り
付
け
ら
れ
て
聴
の
も
と
で
(
耳
切
O

N

話
。
ロ
)
労
苦

を
嘗
め
る
牛
に
せ
よ
、
荷
車
「
同
宮
田
凶
仰
に
取
り
付
け
ら
れ
て
腕
の
も
と
で
(
「
己
v
O
N
U
ぶ
O

一
口
)
労
苦
を
嘗
め
る
牛
に
せ
よ
、
か
か
る
牛
を
供



犠
に
捧
げ
て
は
な
ら
な
い

(B包白

Z
E
Cロ
F
u
Eロ)。

(
凶
)

業
の
仲
間

}
8
5
0ロ
。
田
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
ー
ー
ー
と
云
う
も
の
で
あ
っ
た
。
」

工ぶ一

E
・コ、

，

T
ーも

f
p戸

か
か
る
牛
は
云
わ
ば
農
業
者

m
包
括
2
で
あ
り
、

人
間
世
界
の
苦

句)

〉
戸
仲
間
口
O
凹
・
〈
H
H
H

・
ω・

「
ア
ッ
テ
ィ
カ
に
は
次
の
如
き
風
習

zrロ
O
凹
が
あ
る
。
牛
が
屠
殺
さ
れ
た
後
で
、

達
を
)

一
人
一
人
裁
判
し
て
行
き
、

ひ
と
び
と
は
、
殺
害
関
与
の
件
で
(
屠
殺
担
当
者

短
剣

5
2
E
-
E
以
外
の
人
々
に
つ
い
て
は
無
罪
と
の
判
決
を
下
す
が
、
短
剣
の
み
を
有
罪
と
し
、

そ
の
短
剣
が
牛
を
殺
し
た
者
で
あ
る
と
の
宣
告
を
行
う
。

こ
れ
を
挙
行
す
る
祭
日
を
『
デ
ィ

l
ポ
リ

l

エ
イ
ア
祭
』
と
も
『
ブ

l
フ
ォ
ニ

ア
祭
』
と
も
呼
ん
で
い
る
。
」

三
、
「
デ
ィ

l
ポ
リ

l
エ
イ
ア
祭
」
の
内
容
に
言
及
し
て
い
る
上
掲
の
文
献
史
料
を
読
む
と
、

関
す
る
お
お
ま
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
出
来
る
。
然
し
細
部
の
点
に
な
る
と
、
記
述
の
相
違
が
目
立
つ
。
例
え
ば
裁
判

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
、

こ
の
祭
儀
に

に
か
け
ら
れ
有
罪
の
宣
告
を
受
け
て
海
に
放
棄
さ
れ
た
の
は
「
斧
」
な
の
か
「
短
剣
」
な
の
か
そ
れ
と
も
両
方
な
の
か
。
前
回
世
紀
テ
オ
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フ
ラ
ス
ト
ス
の
時
代
か
ら
紀
元
後
二
世
紀
パ
ウ
サ
ニ
ア
ス
の
時
代
ま
で
の
聞
に
、
祭
儀
形
態
の
変
容
が
ど
の
程
度
生
じ
て
い
た
の
か
。
牡

牛
に
食
べ
さ
せ
る
た
め
祭
壇
に
供
え
ら
れ
た
も
の
は
、
大
麦
粉
で
作
ら
れ
た
菓
子
な
の
か
又
は
大
麦
の
種
子
と
小
麦
の
種
子
と
の
混
ぜ
合

わ
せ
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
も
そ
も
最
初
に
牛
を
殺
し
た
英
雄
は
デ
ィ
オ
モ
ス
な
の
か
ソ

l
パ
ト
ロ
ス
な
の
か
又
は
タ
ウ
ロ

I
ン
な
の
か
。

ま
た
、
史
料
A
は
植
物
供
犠
が
歴
史
的
に
動
物
供
犠
に
先
行
し
、

ソ
l
パ
ト
ロ
ス
に
よ
っ
て
動
物
供
犠
が
初
め
て
作
り
出
さ
れ
た
と
説
き

な
が
ら
も
「
耕
牛
」
を
ソ

l
バ
ト
ロ
ス
が
殺
し
た
こ
と
か
ら
事
件
が
展
開
し
、
全
体
の
趣
旨
と
し
て
は
ア
ッ
テ
ィ
カ
に
於
け
る
耕
牛
供
犠

の
禁
止
が
、
こ
の
祭
儀
に
よ
っ
て
意
味
付
け
ら
れ
て
い
る
か
の
如
く
に
読
み
取
り
得
る
。

A
乱
凶
と
D
例
を
照
合
す
る
と
そ
う
し
た
解
釈

が
妥
当
性
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
、

A
は
、
「
動
物
供
犠
起
源
説
話
」
と
云
う
よ
り
も
、
「
耕
牛
供
犠
禁
止
起
源
説
話
」
が
中
心
で

北
大
文
学
部
紀
要



ロ
G
C
]広
三
巴
(
デ
ィ

l
ポ
リ

l
ア
ス
タ
イ
)
に
つ
い
て
(
上
)

あ
り
、
そ
れ
に
前
者
が
混
浴
し
て
い
る
か
の
如
く
見
ら
れ
る
。

然
し
な
が
ら
、

こ
う
し
た
宗
教
史
学
上
の
難
問
は
そ
の
分
野
の
専
門
家
に
よ
っ
て
別
個
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
本
稿
で
は
、

の
祭
儀
の
具
体
的
な
担
い
手
で
あ
っ
た
集
団
、
す
な
わ
ち
A
m
聞
に
記
述
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
「
家
集
団
関

8
0凹
」
に
注
目
し
て
考
察
を

進
め
る
こ
と
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
さ
し
く
こ
の
集
団
こ
そ
、
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l

エ
イ
ア
祭
」
を
執
行
す
る
団
体
で
あ
り
、
本
稿
の
問

題
と
す
る
「
碑
文
断
片
」
に
現
わ
れ
て
い
る
「
デ
ィ

l
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

目
、
史
料
A
却
問
に
注
目
し
、
犀
利
な
解
釈
を
与
え
た
の
が
、
同
・
吋
C
O
H
L
H
2
で
あ
り
、
彼
の
解
釈
が
現
在
に
於
い
て
も
定
説
的
地
位

を
占
め
て
い
る
、
と
称
し
て
差
支
え
な
い
。

吋

0
4
F
H
は
、
史
料
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
集
団
す
な
わ
ち
川
「
牡
牛
の
撲
り
難
し
を
行
っ
た
者
(
ソ

l
パ
ト
ロ
ス
〉
の
系
譜

を
引
く
(
宮
町
名
O

片
2
3
E
Eロ
吉
田
)
|
|
ブ

l
テ
ュ
ポ
イ
切

0
5
3
0ご
凶
「
牡
牛
を
め
ぐ
り
歩
か
せ
た
者
の
系
譜
を
引
く

2
2
8
0

ダ

イ

ス

片O
己
官

H
E
2
2
5印
)
|
|
ケ
ン
ト
リ
ア
ダ
イ
同

S
E色
色
」

ωそ
し
て
「
毛
皮
を
剥
ぎ
肉
を
調
理
し
て
宴
会
の
準
備
を
担
当
し
た
人
々
」

の
系
譜
を
引
く
「
外
小
い
わ
小
口
包
片
岡
巳
」
の
う
ち
、
最
初
の
山
「
ブ
l
テ
ュ
ポ
イ
」
を
「
タ
ウ
ロ

l

ニ
ダ
イ
吋
Y
S
F
E仏
包
氏
族
」
と

同
一
視
す
る
。
紀
元
後
五
世
紀
の
学
者
ヘ
シ
ュ
キ
オ
ス
同
g
u
B
E
S
が
、
「
ブ
l
テ
ュ
ポ
ス

σ
0
5
3
0印
」
(
云
う
迄
も
な
く
「
ブ
l
テ
ュ

ポ
イ
」
の
単
数
形
)
に
関
し
て
「
こ
れ
は
ア
テ
ナ
イ
で
『
ピ
ュ
ト
メ
l
ン
℃

3
r
s
mロ
』
と
呼
ば
れ
て
い
た
者
で
、
タ
ウ
ロ

l

ニ
ダ
イ
氏

(
幻
)

族
に
属
す
る
者
か
ら
(
冊
目

h
gロ
H
，

rs-o巳門町一ロ
m
g。
出
回
)
こ
の
役
目
に
就
け
ら
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
事
実
そ
の
他
「
ケ
ン
ト
リ
ア
ダ

イ
」
や
「
ダ
イ
ト
ロ
イ
」

に
連
関
す
る
諸
史
料
を
、
委
細
に
引
用
し
吟
味
し
た
の
ち
に
、
次
の
如
き
結
論
を
導
き
出
す
。
史
料
A
m
聞
に

の
意
味
で
は
な

見
え
る
三
つ
の
「
ゲ
ノ
ス
」

は
、
い
わ
ゆ
る
「

m
g
g
H
k
r
p
r
m
g
o
E
2
5円
(
ゲ
ノ
ス

u
氏
族

H貴
族
名
門
の
一
族
)
」

く
、
「
ブ

l
フ
ォ
ニ
ア
祭
の
供
犠
に
携
わ
る
祭
紀
役
達
の
(
三
つ
の
)
異
っ
た
範
隣
(
岳
町

4
R
E
r
a
g
g
関
注
目
的
。
ュ

g
仏
2σ
巳
ヨ

>-
'-

- 48ー



切
出

]
u
r
o
E
g
o
-
2
Z
F
2
5山
芯
ロ
回

gHHHZロ
)
」
を
指
す
。
す
な
わ
ち
「
タ
ウ
ロ

l

ニ
ダ
イ
氏
族
」
が
「
ブ

l
テ
ュ
ポ
イ
」
の
役
割
を

担
当
し
、
そ
の
ほ
か
の
人
々
が
「
ケ
ン
ト
リ
ア
ダ
イ
」
や
「
ダ
イ
ト
ロ
イ
」
の
役
目
を
担
当
す
る
。
(
彼
は
更
に
こ
の
三
つ
の
「
ゲ
ノ
ス
」

と
「
ケ

i
リ
ュ
ケ
ス
氏
族
同

2
1
2と
と
の
連
関
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
改
め
て
別
個
に
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
ろ
う
J

従
っ
て
A
m
悶
で
使
わ
れ
て
い
る
「

m
g
g」
は
、
供
犠
執
行
の
役
職
上
の
「
範
時
間
旦
巾

mOHぽ
(
役
職
上
の
分
担
職
種
)
」

を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
三
つ
の
「
氏
族
」
の
名
称
で
は
な
い
。
但
し
「
ブ
l
テ
ュ
ポ
イ
」
の
役
目
は
「
タ
ウ
ロ
l
ニ
ダ
イ
氏
族
」

の
者
が
担
当
す
る
。
こ
れ
が
、
叫
，

o
q
F
H
の
解
釈
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
、
最
初
に
牡
牛
を
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
エ
イ
ア
祭
」
に
於
い
て
屠

殺
し
た
者
を
、
あ
る
い
は
デ
ィ
オ
モ
ス
あ
る
い
は
ソ

l
パ
ト
ロ
ス
あ
る
い
は
タ
ウ
ロ

l
ン
と
す
る
諸
伝
承
を
逐
一
検
討
し
、
や
は
り
「
タ

ウ
ロ

l
ン
」
と
す
る
伝
承
(
上
掲
史
料
B
)
を
妥
当
と
判
断
す
る
。
こ
の
「
タ
ウ
ロ

l
ン
」
を
祖
先
と
仰
ぐ
貴
族
名
門
と
し
て
「
タ
ウ
ロ

l

ニ
ダ
イ
氏
族
」
が
存
在
し
、
こ
の
「
ゲ
ノ
ス
(
氏
族
)
」
が
、
「
デ
ィ
!
ポ
リ
l
エ
イ
ア
祭
」
で
は
こ
の
祭
儀
の
神
官
役
中
の
最
も
重
要
な

「ブ

l
テ
ュ
ポ
ス
」
ま
た
は
「
ブ

l
フ
ォ
ノ
ス
」
(
後
者
に
つ
い
て
は
史
料
C
例
・

ω)
の
役
、
す
な
わ
ち
、
斧
で
牡
牛
を
撲
り
殺
す
役
目

(
お
)

を
担
当
し
て
い
た
。

- 49ー

(
鈍
)

五
、
こ
の
吋

0
4同

2
の
解
釈
は
犀
利
で
説
得
力
豊
か
で
あ
り
、
定
説
視
さ
れ
て
来
た
。
異
論
も
提
出
さ
れ
て
は
来
た
が
、

っ
て
代
る
新
し
い
見
解
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
然
し
、
本
稿
冒
頭
に
引
い
た
碑
文
史
料
、
が
一
九
四

O
年
に
公
表
さ
れ
、
そ
こ

に
、
明
確
に
「
デ
ィ
l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
と
呼
ば
れ
た
集
団
が
実
在
し
た
こ
と
、
が
証
明
さ
れ
、
ま
た
こ
の
集
団
が
「
フ
リ
ュ
ア
区
」
に

共
有
地
を
所
有
し
て
い
た
事
実
も
判
明
し
た
以
上
は
、
吋
。

4
F
H
の
解
釈
は
、
現
在
に
於
い
て
は
、
再
検
討
も
し
く
は
修
整
を
必
要
と

こ
れ
に
取

さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
デ
ィ
l
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
」
は
紛
う
こ
と
な
く
史
料
A
m
聞
の

コ
ニ
つ
の
ゲ
ノ
ス

m
g
o田
」
を
総
括
的
に
表
現
し
た
言
葉
で
あ
る
。

北
大
文
学
部
紀
要



H)Jo--間
三
回
目
(
デ
ィ

l
ポ
リ

l
ア
ス
タ
イ
〉
に
つ
い
て
(
上
)

そ
し
て

「
三
つ
の
ゲ
ノ
ス
」

の
う
ち
「
ブ

l
テ
ュ
ポ
イ
」
が
「
タ
ウ
ロ

l

ニ
ダ
イ
氏
族
」

で
占
め
ら
れ
る
こ
と
は
吋
。
右
民

2
の
解
釈
す

る
通
り
で
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
(
す
な
わ
ち
「
ブ
l
テ
ュ
ポ
イ
」

1
「
タ
ウ
ロ

l

ニ
ダ
イ
氏
族
」
)
と
「
ケ
ン
ト
リ
ア
ダ
イ
」
及
び
「
ダ
イ
ト

ロ
イ
」
と
の
関
係
は
、
彼
の
判
断
す
る
以
上
に
緊
密
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
三
者
を
総
括
的
に
表
現
す
る
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス

タ
イ
」
な
る
言
葉
、
が
実
在
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
而
も
彼
等
は
共
同
体
を
構
成
し
て
い
た
か
ら
共
有
地
を
所
有
し
て
い
た
、
と
云
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

新
し
く
生
じ
た
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
私
は
、
基
本
的
に
叶
。
宅
再

2
の
解
釈
を
継
承
し
て
、
次
の
如
き
試
論
を
提
示
し
た
い
と
思
う
。

川
史
料
A
印
刷
の
示
す
通
り
「
デ
ィ
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
は
「
三
つ
の
的
問
ロ
0
2
か
ら
成
る
、
そ
し
て
コ
二
つ
の
哲
ロ
0
2
が
、
単
に

特
定
の
祭
の
供
犠
の
た
め
に
そ
の
時
々
唱

r
m
g岳
ロ
r
に
結
合
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
云
う
程
度
の
統
合
性
の
域
に
と
ど
ま
る
も
の

の
統
率
者
的
身
分
で
あ
る
。
他
方
「
ケ
ン
ト
リ
ア
ダ
イ
」
及
、
び
「
ダ
イ
ト
ロ
イ
」

そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
共
有
地
の
所
有
主
体
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
で
、

は
叶
。

4
F円
の
論
証
す
る
通
り
「
タ
ウ
ロ

l

ニ
ダ
イ
氏
族
」
成
員
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
「
デ
ィ

l
ポ
リ
i
ア
ス
タ
イ
」

は
平
民
身
分
の
人
々
で
、
実
質
的
に
は
こ
の
「
デ
ィ

l

一一寸

フ

- 50ー

で
は
な
く
、
緊
密
な
一
つ
の
共
同
体
を
構
成
し
て
お
り
、

ー
テ
ュ
ポ
イ
」

い
た
と
す
れ
ば
、
他
の
二
つ
の
「
ゲ
ノ
ス
」

の
中
核
部
分
を
構
成
し
て
い
た
。
「
ブ

l
テ
ュ
ポ
イ
」
が
「
氏
族
」
と
し
て

に
も
や
は
り
擬
制
的
に
せ
よ

「
家
集
団
」
的
性
格
を
濃
厚
に
持
っ
て

ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」

「
家
集
団
」
的
性
格
が
存
在
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
あ
る

い
は
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
に
は
「
タ
ウ
ロ

l

ニ
ダ
イ
氏
族
」
(
日
「
ブ

l
テ
ュ
ポ
イ
」
)

の
統
率
下
に
、
平
民
身
分
の
二
つ
の
集
団

が
属
し
、
そ
の
一
方
が
「
ケ
ン
ト
リ
ア
ダ
イ
」
、
他
方
、
が
「
ダ
イ
ト
ロ
イ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
、

と
考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

い
ず
れ
に

せ
よ
「
貴
族
身
分
の
人
々
唱
ロ
ロ

mg-」(同
H
F
2
5宕
ロ
)
と
「
平
民
身
分
の
人
々
。
Hmmoロ巾朋」

(
叫
)

期
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
「
ブ
ラ
ト
リ
ア
」
と
共
通
す
る
。
但
し
こ
れ
を
「
フ
ラ
ト
リ
ア
」

の
双
方
を
包
摂
し
て
い
る
意
味
で
は
、
古
典

の
一
つ
と
し
て
認
め
る
に
は
傍
証
史
料
が
皆
無
で
あ



り
、
慎
重
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
仮
り
に
「
準
フ
ラ
ト
リ
ア
」
と
取
り
扱
っ
て
置
く
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
ヘ
カ
ト
ス
テ

l
碑
文
」

で

「
フ
ラ
ト
リ
ア
」
「
氏
族
」
「
オ
ル
ゲ
オ

l
ネ
ス
」
と
並
ん
で
、

こ
の
祭
妃
団
体

と
見
ら
れ
る
「
デ
ィ

l
ポ
リ

I
ア
ス
タ
イ
」
が
現
わ
れ
る
こ
と
の
意
味
も
理
解
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
祭
紀
団
体
と
は
云
え
、

と
同
列
の
性
格
を
持
つ
特
殊
な
祭
記
団
体
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

間
「
デ
ィ

l
ポ
リ

1
ア
ス
タ
イ
」
は
「
フ
リ
ュ
ア
区
」
領
域
内
に
共
有
地
を
所
有
し
、
且
つ
そ
の
「
幹
事
役
」
の
一
人
は
フ
リ
ュ
ア
区

所
属
の
ア
テ
ナ
イ
市
民
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
集
団
は
フ
リ
ュ
ア
区
と
深
い
結
び
付
き
を
持
っ
て
い
た
、
と
判
断
す
る
こ
と
が
出
来

る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
集
団
が
コ
ア
ィ

l
ポ
リ
l
エ
イ
ア
祭
」
の
牡
牛
の
供
犠
の
際
に
の
み
集
団
的
に
機
能
す
る
と
云
う
性
格
の
も
の

で
あ
る
と
云
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
フ
リ
ュ
ア
区
領
域
内
も
し
く
は
そ
の
周
辺
に
集
団
的
に
居
住
し
て
い
た
、
と
の
想
定
を
可
能
に
す
る
。

同
こ
の
「
デ
ィ

i
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
」
は
ア
テ
ナ
イ
市
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
共
有
地
な
る
不
動
産
所
有
の
主

体
で
あ
っ
た
。
然
し
一
般
の
ア
テ
ナ
イ
市
民
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
や
や
特
殊
な
性
格
を
持
つ
集
団
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
。
上
掲
の
史
料
か

ら
も
、

A
却
間
後
半
部
及
び

Dω
と
を
合
わ
せ
る
と
、
「
プ
リ
ュ
タ
ネ
イ
オ
ン
の
法
廷
」
で
被
告
席
に
立
つ
の
は
「
一
二
つ
の
ゲ
ノ
ス
」
の

集
団
す
な
わ
ち
コ
ア
ィ

l
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
」
そ
の
も
の
で
、
原
告
は
恐
ら
く
ポ
リ
ス
共
同
体
を
代
表
す
る
人
々
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
集
団
の
伝
承
上
の
祖
先
で
あ
る
ソ

l
パ
ト
ロ
ス
に
関
し
て
も
「
彼
は
も
と
も
と
土
着
系
の
出
自
で
は
な
く
ア
ッ
テ
ィ
カ
に
移
り

住
み
農
業
を
営
ん
で
い
た

(
A
m
山
ど
と
特
記
さ
れ
て
お
り
、
「
ブ

l
フ
ォ
ニ
ア
祭
」
の
起
源
に
せ
よ
、
ク
レ
タ
に
亡
命
し
た
ソ

l
パ
ト

ロ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
市
民
と
し
て
再
確
認
さ
れ
る
た
め
に
営
ん
だ
行
事
に
由
来
す
る
も
の
(
叫
却
問
)
と
把
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
換
言
す

フ
ラ
ト
リ
ア

- 51-

れ
ば
そ
の
行
事
に
よ
っ
て
、

ソ
l
パ
ト
ロ
ス
を
統
率
者
と
す
る
戒
る
特
定
の
社
会
集
団
が
ア
テ
ナ
イ
市
民
権
所
有
者
た
る
こ
と
を
公
認
さ

と
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
何
よ
り
も
上
掲
史
料
全
体
か
ら
、
彼
等
が
牡
牛
の
供
犠
に
関
す
る
特
殊
技
術
の
持
ち
主
で
、

般

れ
た
、

北
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り

so--同
三
回
目
(
デ
ィ

l
ポ
リ

l
ア
ス
タ
イ
)
に
つ
い
て
(
上
)

市
民
は
、
彼
等
の
屠
殺
技
術
に
感
嘆
し
、
美
事
な
調
理
技
術
に
よ
る
骨
骨
骨
骨
レ
や
喜
び
合
う
。
然
し
一
般
市
民
は
み
ず
か
か
の
手
不
牡

牛
屠
殺
に
は
肱
W
L
7

い
上
ト
ケ
レ
や
山
川
い
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
は
、

+r民
向
A

ム
ハ
骨
仲
仕
h
h

肉
台
骨
除
十
か
ひ
と
な
の
で
あ
る
。

牛
の
供
犠
に
関
す
る
特
殊
技
術
の
持
ち
主
達
の
集
団
で
あ
る
こ
と
は
、
牛
(
そ
の
身
体
的
構
造
や
生
態
を
含
め
て
)

に
関
し
て
彼
等
が

特
殊
知
識
の
持
ち
主
連
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。

日
常
生
活
に
於
い
て
牛
の
飼
育
に
関
与
し
て
お
れ
ば
こ
そ
、

ポ
リ
ス
の
祭

事
で
の
供
犠
の
実
務
担
当
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

凶
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

「
デ
ィ

l
ポ
リ
i
ア
ス
タ
イ
」

t土

「
タ
ウ
ロ

l
ニ
ダ
イ
氏
族
」
を
統
率
者
と
す
る
牧
牛
者
集
団
で
は
な
か

っ
こ
、
品
、

争
J

，刀

と
思
わ
れ
て
来
る
。
氏
族
成
員
も
平
氏
身
分
の
者
達
も
、
牧
牛
を
中
心
と
し
て
生
活
を
営
み
、
時
に
農
業
も
副
次
的
に
行
う
。

「
デ
ィ

l
ポ
リ
l

エ
イ
ア
祭
」

- 52ー

の
牡
牛
の
供
犠
の
際
に
は
川
「
ブ
l
テ
ュ
ポ
イ
」
(
こ
れ
は
タ
ウ
ロ

l

ニ
ダ
イ
氏
族
の
成
員
の
み
か
ら
選
出

さ
れ
る
)
凶
「
ケ
ン
ト
リ
ア
ダ
イ
」
附
「
ダ
イ
ト
ロ
イ
」
の
三
分
担
組
織
を
作
り
(
但
し
こ
の
凶
聞
は
平
民
身
分
の
成
員
か
ら
選
出
さ
れ

そ
の
三
者
が
「
供
犠
の
実
務
執
行
」
と
云
う
共
同
の
仕
事
の
そ
れ
ぞ
れ
の
パ

l
ト
を
担
当
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

る)、
こ
の
考
え
方
を
と
る
と
コ
ア
ィ

l
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
」

は
「
タ
ウ
ロ

l
ニ
ダ
イ
氏
族
」
と
「
平
民
身
分
の
人
々
」
と
、

よ
り
単
純
化
し
て

把
え
ら
れ
、
「
ブ

l
テ
ユ
什
ボ
イ
」
「
ケ
ン
ト
リ
ア
ダ
イ
」
「
ダ
イ
ト
ロ
イ
」
も
職
務
分
担
上
の
区
別
と
し
て
叶
。
品
目
H
2
の
解
釈
に
、
心
h
y
卦

仏
ザ
山
リ
れ
」
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
十
人
γ
か
ム
ー
と
か
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
の
う
ち
平
民
身
ふ
れ
ふ
ん
れ
応
、
牧
牛
と
云
う
払
ハ
赴
か
全

業
を
も
っ
て
生
活
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

六
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
祭
儀
の
特
色
を
な
し
て
い
た
「
動
物
供
犠
」
に
関
し
て

F
N山岳

g
は
「
小
型
家
畜
(
羊
・
山
羊
・
豚
な
ど
)

は
任
意
の
市
民
で
も
屠
殺
し
毛
皮
を
剥
ぎ
肉
を
切
り
取
る
と
云
う
仕
事
は
可
能
で
あ
っ
た
。
然
し
大
型
家
畜
の
牛
と
な
る
と
、
供
犠
に
関

す
る
住
事
は
神
官
や
任
意
の
市
民
で
は
無
理
で
あ
り
、
専
門
技
術
を
備
え
た
者
を
必
要
と
し
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l



は
史
料

A
m
凶
l
聞
を
通
読
す
る
と
、
ま
さ
し
く
大
型
家
畜
の
供
犠
の
専
門
技
術
者
集
団
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

も
、
そ
れ
が
ア
ッ
テ
ィ
カ
に
於
い
て
一
般
市
民
と
は
や
や
異
る
性
格
を
持
つ
共
同
体
で
あ
る
こ
と
が
推
察
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
で
は
、

勿
論
牛
群
を
飼
育

ア
ス
タ
イ
」

こ
の
面
か
ら

更
に
進
ん
で
、
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
が
「
牧
牛
者
集
団
」
で
あ
る
と
積
極
的
に
判
断
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。

す
る
以
上
は
小
型
家
畜
も
併
せ
飼
育
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
地
に
、
そ
の
よ
う
な
集
団
が
存
在
し
た
と
考
え

て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

七
、
こ
こ
で
上
掲
史
料
比
却
山
・
仏
印
凶
・
以
白
川
及
び
恒
例
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
最
初
に
ソ

1
パ
ト
ロ
ス
が
殺
し
た
牛
は

ち
ん
に
ゅ
う

「
畠
か
ら
」
祭
壇
に
関
入
し
た
牛
す
な
わ
ち
「
耕
牛
」
で
あ
り
、
「
人
間
と
一
緒
に
働
く
動
物
」

|
|
i

「
翠
に
取
り
付
け
ら
れ
て
腕
の
も
と

で
労
苦
を
嘗
め
る
牛
」
で
あ
り
、
「
云
わ
ば
農
業
者
」
で
あ
り
、

牛
」
を
殺
し
た
ソ

l
パ
ト
ロ
ス
は
「
人
殺
し
」
の
罪
を
犯
し
た

人

間

の

従

っ

て

、

こ

の

「

耕

け
が

「
汚
れ
者
」
と
し
て
自
発
的
な
亡
命
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
換

「
仲
間
日
8
5
0口
。
由
」
な
の
で
あ
っ
た
。

言
す
れ
ば
ア
ッ
テ
ィ
カ
に
於
い
て
は
、
お
よ
そ
「
耕
牛
」
を
殺
す
者
は
「
殺
人
犯
」
に
準
ず
る
者
と
見
倣
さ
れ
る
、
と
の
社
会
規
範
が
存

在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
恒
例
に
依
れ
ば
「
耕
牛
を
供
犠
に
捧
げ
て
は
な
ら
な
い
(
日
包

n
g
E
oロ
F
3
E
)」
と
云
う
「
ア
ッ
テ
ィ
カ

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
帰
国
を
許
さ
れ
た
の
ち
ソ

l

で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
牛
を
「
耕

円ノ

の
法
規
ロ
。

g
oど
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
供
犠
に
捧
げ
ら
れ
る
牛
は
「
耕
牛
」

パ
ト
ロ
ス
発
案
の
も
と
に
行
わ
れ
た
儀
式
で
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
に
捧
げ
ら
れ
た
牛
は
「
耕
牛
」

牛
」
と
舟
せ
が
め
る
た
め
わ
剥
製
さ
れ
た
牛
に
撃
を
取
り
付
け
、
屠
殺
関
与
者
一
同
(
の
ち
の

「
デ
ィ

l
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
」
)
は
「
殺

人
犯
」
と
し
て
裁
判
を
受
け
る
儀
式
(
但
し
、
無
生
物
た
る
斧
も
し
く
は
短
錦
、
が
有
責
な
の
で

「
プ
リ
タ
ネ
イ
オ
ン
」

の
法
廷
で
行
わ
れ

る
)
を
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
儀
式
に
よ
っ
て

(
幻
)

イ
市
民
を
前
に
し
て
具
体
的
に
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
耕
牛
を
供
犠
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
の

「
法
規
」
が
、

一
般
の
ア
テ
ナ

ア
ッ
テ
ィ
カ
の
地
に
於
い
て
、
も
し
誰
か
「
耕
牛
」
を
殺
す
者
が
あ
れ
ば
、

ア

北
大
文
学
部
紀
要



り
J
o
-
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2回
目
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デ
ィ

l
ポ
リ

l
ア
ス
タ
イ
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に
つ
い
て
(
上
)

ず
テ
ィ
カ
全
体
の
人
々
す
な
わ
ち
市
民
共
同
体
が
亘
干
越
に
よ
る
大
凶
作
」
と
云
う
処
罰
を
ゼ
ウ
ス
よ
り
受
け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
耕
牛

を
殺
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
の
趣
旨
が
、
こ
の
祭
事
に
寵
め
ら
れ
て
い
た
と
も
云
い
得
る
。

こ
の
耕
牛
殺
害
の
禁
及
び
耕
牛
供
犠
の
禁
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
お
よ
そ
「
腕
に
付
け
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
牛
」
し
か
神
々
の
供
犠
に
捧
げ

る
こ
と
が
出
来
な
い
、

と
の
社
会
規
範
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
。
誕
生
し
て
以
来
い
ま
だ
「
耕
牛
」
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
の
な
い
牛

と
も
す
れ
ば
農
民
が
使
用
し
て
い
る
「
耕
牛
」

(
施
)

を
買
い
集
め
て
神
々
に
供
犠
し
た
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
古
代
ア
ッ
テ
ィ
カ
に
於
い
て
は
、
そ
の
方
式
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
で

は
、
農
民
が
耕
牛
に
分
娩
・
出
産
さ
せ
て
い
ま
だ
耕
牛
と
し
て
使
っ
た
こ
と
の
な
い
仔
牛
を
飼
育
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
を
買
い
集
め
れ
ば

よ
い
こ
と
に
な
る
が
、
実
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
農
民
は
、
通
常
、
仔
牛
の
飼
育
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
、
神
々
に
捧
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
牛
の
供
犠
」
と
云
う
と
わ
れ
わ
れ
は
、

ヘ
シ
オ
ド
ス
の
『
労
働
と
日
々
』
は
、

こ
の
意
味
で
も
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
彼
は
「
先
づ
第
一
に
家
財
産
と
妻
と
翠
を

- 54-

引
く
牛
と
を
」
(
四

O
五
)
と
云
う
が
、

こ
の
齢
の
牛
の
力
は
弱
ま
る
こ
と
が
な
い
の
だ
か
ら
」
(
四
三
六
l
七
)
と
説
明
を
加
え
て
い
る
。
「
九
才

B
ロ
2
2
2骨
om
」
に
つ
い
て
は
問

題
、
が
あ
る
、
が
、
こ
れ
は
詩
の
定
型
表
現
で
実
際
の
年
齢
と
は
別
で
あ
り
、

こ
の

「
惣
を
引
く
牛
」

に
つ
い
て
は

「
九
才
の
二
頭
の
牡
牛
を
手
に
入
れ
て
置
け
、

な
ぜ
な
ら

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
動
物
誌
』
を
参
看
す
る
と
、
通
常
の
牛
は

五
才
前
後
か
ら
十
五
才
(
な
い
し
二
十
才
)
程
ま
で
働
き
得
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
「
九
才
」
を
も
っ
て
要
す
る
働
き
盛
り
の
牛
を

表
現
し
て
い
る
、
と
解
釈
さ
れ
い
い
が
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
が
農
民
に
よ
る
牛
の
分
娩
・
出
産
・
仔
牛
の
飼

育
に
関
し
て
は
一
切
言
及
せ
ず
、
既
に
充
分
に
成
長
し
て
農
耕
労
働
に
耐
え
得
る
力
を
備
え
て
い
る
牛
を
「
手
に
入
れ
て
置
け

Z
Eヂ

三
宮
山
」
と
語
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
当
・
百
円
E
2
が
こ
の
事
実
に
注
目
し
、
「
へ
シ
オ
ド
ス
は
既
に
、
家
畜
飼
育
者
目
2
N
f
E
2

と
家
畜
使
用
者

d
m
2
2
4司

g己

2
と
の
間
の
明
瞭
な
分
業
巳
ロ
白

m
m
i回
目
。
〉
与

2
Z芯
ロ
ロ
口
問
、
を
前
提
と
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い



る
。
わ
れ
わ
れ
も
こ
の
指
摘
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
自
立
自
営
の
農
民
に
と
り
二
頭
の
耕
牛
を
所
有
す
る
こ
と
は
、
自
己
の
農
業
生
産

力
を
高
め
る
上
で
不
可
欠
な
前
提
で
あ
っ
た
し
、
社
会
的
に
も
名
誉
あ
る

2
2
5
4
5
σ
o
-
で
は
あ
っ
た
に
相
違
な
い
が
、
他
面
、
二
頭

の
維
持
費
は
相
当
な
負
担
を
課
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

ま
し
て
や
、
牝
牛
を
所
有
し
て
仔
を
生
ま
せ
、

そ
の
仔
牛
を
当
り
前

に
働
か
せ
得
る
ま
で
育
て
上
げ
る
費
用
は
完
全
に
マ
イ
ナ
ス
の
支
出
で
あ
り
、

ゆ
え
に
自
立
自
営
の
農
民
は
「
耕
牛
」
を
購
入
し
た
の
で
あ
る
。

ポ
リ
ス
市
民
共
同
体
の
中
堅
市
民
は
、
中
小
土
地
経
営
の
自
立
し
た
農
民
達
で
あ
っ
た
。
彼
等
の
生
活
が
存
立
す
る
た
め
に
は
、
彼
等

と
は
別
に
、
専
門
の
牛
の
飼
育
者
達
の
存
在
、
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
農
民
人
口
に
比
べ
れ
ば
絶
対
的
に
そ
の
人
口
は
稀
小
で
あ
っ
た
に
せ

こ
れ
は
可
能
な
限
り
避
け
る
方
が
賢
明
で
あ
っ
た
。

そ
れ

ょ
、
農
民
と
は
別
個
に
、
牛
の
出
産
や
仔
牛
の
飼
育
を
専
業
と
す
る
人
々
が
ポ
リ
ス
領
域
内
の
ど
こ
か
に
存
在
し
た
筈
で
あ
る
。
彼
等
は

牛
群
を
飼
育
し
、
成
長
し
た
牛
を
農
民
に
「
耕
牛
」
と
し
て
売
却
す
る
。
然
し
そ
れ
と
共
に
彼
等
は
、
公
共
の
祭
儀
の
際
に
牛
の
供
犠
が

行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
供
犠
さ
れ
る
べ
き
牛
を
売
却
す
る
。
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
場
合
、
か
か
る
牧
牛
者
集
団
が
コ
ア
ィ
l
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ

イ
」
で
あ
っ
た
と
云
い
切
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
然
し
、
古
代
の
農
民
経
済
の
面
か
ら
も
古
代
の
牛
の
供
犠
の
面
か
ら
も
、
な
ん

ら
か
の
牧
牛
者
集
団
の
存
在
が
論
理
的
に
措
定
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

そ
の
具
体
例
で
あ
る
。

八
、
然
し
、
求
め
ら
れ
る
べ
き
は
、

ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
は
そ
の

「
歴
史
」

の

「
第
二
巻
」

に
於
い
て
前
四
三
一
年
の
戦
争
開
始
に
先
立
ち
ベ
リ
ク
レ
ス
が
採
択
し
た
寵
域
政

策
に
連
関
し
て

「
羊
や
耕
牛
を
(
官
。
ゲ
同

g
円山由]内田
-
r
uよ】
04m江
田
)
エ
ウ
ボ
イ
ア
島
へ
、
そ
し
て
ま
た
(
ア
ッ
テ
ィ
カ
本
土
に
)
近
接
し

て
浮
か
ぶ
島
々
へ
移
住
さ
せ
世
」
と
記
し
、
ま
た
「
第
七
巻
」
で
、
前
四
一
三
年
デ
ケ
レ
イ
ア
の
要
塞
が
敵
軍
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
且
つ

そ
こ
が
敵
箪
に
よ
っ
て
常
駐
さ
れ
る
と
云
う
事
態
が
起
こ
っ
た
た
め
、

ア
ッ
テ
ィ
カ
各
地
、
が
敵
軍
に
よ
っ
て
ー
嘗
つ
て
な
い
荒
掠
を
蒙
っ
た

北
大
文
学
部
紀
要



り
J
o
-
-回
目
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包
(
デ
ィ

i
ポ
リ

l
ア
ス
タ
イ
)
に
つ
い
て
(
上
)

そ
の
中
で
「
羊
官
。
ゲ
三
回
は
全
滅
し
耕
牛

rU1℃
。
若
松
田
も
全
滅
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
「
躯
の

も
と
に
あ
る
も
の
写
宮
司
色
白
」
は
農
耕
用
の
牛
で
あ
り
、
従
っ
て
、
羊
官
。

E
E
も
こ
の
場
合
農
民
達
、
が
飼
育
し
て
い
た
羊
(
小
型

家
畜
一
般
を
羊
で
代
表
さ
せ
て
)
を
指
す
と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
上
掲
二
か
所
の
ツ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
の
言
及
は
、
平
地
を
主
た
る
生
活

有
様
を
叙
述
し
、

の
場
と
す
る
ア
ッ
テ
ィ
カ
農
民
達
の
家
畜
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
次
に
引
く
ア
ン
ド
キ
デ
ス
の
文
章
は
、
や
や
状
況
を
異
に
す
る
。

「
僕
は
、
も
う
、
二
度
と
見
た
く
な
い
の
だ
。
山
々
か
ら
(
存
弓
ロ
O
H
O
ロ
)
炭
焼
き
師
共
同
三
町
田

r
g
g
F
が
こ
の
中
心
市
に
や
っ
て

来
た
と
き
の
姿
を
。
そ
れ
も
、
羊
官
。
ゲ
三
田
、
だ
の
牛
ゲ
0
2
だ
の
荷
車
ゲ
同
同
回
目
白
山
、
だ
の
女
子
供

q
E
E
だ
の
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ
連
れ
て
来
た

あ
の
姿
を
。
:
:
:
」
(
傍
点
引
用
者
)

ア
ル
キ
ダ
モ
ス
の
率
い
る
ス
パ
ル
タ
軍
の
ア
ッ
テ
ィ
カ
侵
攻
が
開
始
さ
れ
て
の
ち
間
も
な
く
起

(
鉛
)

っ
た
或
る
状
況
を
ア
ン
ド
キ
デ
ス
が
回
想
し
て
一
記
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
前
四
コ
二
年
戦
争
が
始
ま
り
、

一日ー

ア
ッ
テ
ィ
カ
各
地
の
「
山
地
」
を
主
た
る
生
活
の
場
と

す
る
人
々
は
、
恐
ら
く
ベ
リ
ク
レ
ス
の
龍
城
政
策
の
対
象
外
で
あ
り
依
然
と
し
て
山
地
で
生
活
を
続
け
て
い
た
が
、
敵
軍
の
侵
攻
に
恐
怖

の
念
を
抱
き
、

わ
れ
も
わ
れ
も
と
中
心
市
に
大
挙
し
て
避
難
し
て
来
る
騒
ぎ
が
起
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
凄
ま
じ
い
情
景
が
、

民
を
異
常
な
晶
奮
状
態
に
陥
れ
た
(
彼
紘
一
す
の
た
め
に
一
時
的
な
食
糧
危
機
さ
え
起
っ
た
)
も
の
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
敵
軍
の
荒
掠
が
ア

般
市

ッ
テ
ィ
カ
の
山
間
部
に
及
ば
な
い
こ
と
、

ま
た
敵
軍
が
山
間
部
で
の
戦
争
に
不
得
手
で
あ
る
こ
と
が
間
も
な
く
判
明
し
、

山
地

か
ら

の
避
難
民
も
彼
等
の
生
活
の
場
所
に
引
き
揚
げ
、

二
度
と
か
か
る
騒
ぎ
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
し
て
戦
争
の
大
局
に
は

無
関
係
な
一
時
的
な
騒
動
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
が
、
寵
城
生
活
の
一
般
市
民
に
は
深
刻
な
印
象
を
与
え
た
事
件
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。



ア
ッ
テ
ィ
カ
に
は
「
山
地
」
を
主
た
る
生
活
の
場
と
す
る
人
々
が
、
実
際
に
存
在
し
た
こ
と
を
、
わ
れ
わ

れ
は
確
認
し
得
る
。
彼
等
は
妻
子
を
持
ち
、
羊
を
主
と
す
る
小
型
家
畜
に
加
え
て
牛
群
ゲ
。
町
田
(
こ
の
史
料
で
は
「
耕
牛

r
U
1
3
4
m
E」
な

山
間
の
樹
木
を
活
用
し
て
炭
焼
き
も
営
み
(
但
し

S
F
z
w
m
E
r
な
る
言
葉
は
、

と
も
あ
れ
こ
の
史
料
か
ら
、

る
言
葉
は
使
わ
れ
て
い
な
い
)
を
飼
育
し
、

彼
等
の

衣
服
が
一
般
市
民
の
そ
れ
と
異
る
こ
と
を
強
調
し
た
誇
張
的
な
意
味
を
含
め
て
使
わ
れ
、
要
す
る
に
炭
焼
き
風
情
の
恰
好
を
し
た
者
の
意

味
か
と
も
思
わ
れ
る
)
、
家
財
道
具
に
せ
よ
荷
車
に
乗
せ
れ
ば
足
り
る
よ
う
な
質
朴
な
生
活
を
し
て
い
た
。

こ
の
人
々
を
わ
れ
わ
れ
は
「
デ
ィ
l
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
」
を
指
す
も
の
と
云
い
切
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
然
し
、
牛
群
を
中
心
に
小
型

家
畜
も
飼
育
し
、
「
山
地
」
を
主
た
る
生
活
の
場
と
す
る
人
々
と
し
て

「
デ
ィ

i
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
を
こ
の
中
に
含
め
て
考
え
る
こ
と

は
、
許
容
さ
れ
よ
う
。

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
集
団
が
「
フ
リ
ュ
ア
区
」

フ
リ
ュ
ア
区
周
辺
の
山
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九

「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
が
牧
牛
を
中
心
と
す
る
牧
畜
者
集
団
で
あ
り
、

「
山
地
」
を
主
た
る
生
活
の
場
と
す
る
人
々
で
あ

に
共
有
地
を
所
有
し
て
い
た
事
実
が
こ
こ
に
想
起
さ
れ
、

フ
リ
ュ
ア
区
は
現
在
の
の
ゲ
乱
開
ロ
円
山
氏
に
比
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
西
方
に
は
「
ト
ゥ
ル
ゴ
ヴ
ご

(
お
)

の
山
塊
が
南
に
向
か
っ
て
走
っ
て
い
る
。
こ
の
山
脈
は
パ
ウ
サ
ニ
ア
ス
が
「
ア
ン
ケ
ス
モ
ス
〉
ロ
n
r
2
5
2」
と
記
し
た
も
の
で
、
そ
の
南

端
に
「
リ
ュ
カ
ベ
ッ
ト
ス
山
」
を
吃
立
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
リ
ュ
カ
ベ
ッ
ト
ス
東
北
麓
に
〉
ヨ
ゲ
己
o
在
日
比
が
在
り
、
こ
こ
が
古
代
の
「
パ

(
却
)

テ
I
∞
包
ω
区
」
と
比
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
パ
テ

I
区
」
を
根
拠
地
と
す
る
ア
テ
ナ
イ
の
名
門
に
「
エ
テ
オ
ブ
l
タ
ダ
イ
宮
内
。
ゲ
O
午

山
に
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
集
中
す
る
。

g
E
-
氏
族
」
が
あ
っ
た
。
こ
の
氏
族
か
ら
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
に
杷
ら
れ
て
い
た
女
神
「
ア
テ
ナ
・
ポ
リ
ア
ス
」

(
岨
)

て
い
た
。
他
方
コ
ア
ィ
l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
は
同
じ
く
ア
グ
ロ
ポ
リ
ス
に
祭
壇
を
持
つ

の
女
神
官
が
世
襲
的
に
出

「
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
」

の
祭
杷
を
行
う
集

団
で
あ
る
。

そ
し
て

「
古
伝
承
」

は
ゼ
ウ
ス
と
ア
テ
ナ
と
の
連
繋
の
深
さ
を
教
え
て
い
る
。
ー
l
i
エ
レ
グ
テ
ウ
ス
王
の
時
代
に
ア
テ
ナ
女

北
大
文
学
部
紀
要



り
J
o
-
-
戸
田
門
包
(
デ
ィ
l
ポ
リ
i
ア
ス
タ
イ
)
に
つ
い
て
(
上
)

ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
及
、
ひ
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
領
有
権
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
と
き
に
、

ア
テ
ナ
女
神
は
ゼ
ウ
ス
神
に

神
と
ポ
セ
イ
ド
l
ン
神
と
、
が
、

援
助
を
乞
い
、
そ
の
援
助
の
報
酬
と
し
て
ゼ
ウ
ス
の
祭
壇
(
聖
域
)
を
ア
グ
ロ
ポ
リ
ス
に
設
立
す
る
と
約
束
し
、
こ
う
し
て
ゼ
ウ
ス
の
援

助
を
取
り
付
け
て
ア
テ
ナ
女
神
は
ポ
セ
イ
ド
l
ン
神
を
打
ち
敗
か
し
た
。

か
く
し
て
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
に
は
「
ア
テ
ナ
・
ポ
リ
ア
ス
の
神

殿
」
の
東
側
で
ア
グ
ロ
ポ
リ
ス
最
高
の
場
所
に
「
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
の
祭
壇
」
が
設
け
ら
れ
た
の
だ
と
云
う
。
ー
ー

の
実
体
を
理
解
す
る
上
で
、
貴
重
な
導
き
の
糸
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
地
理
的
に

こ
の
古
伝
承
は
「
デ
ィ
l
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
」

見
て

「
フ
リ
ュ
ナ
区
」
と
「
パ
テ
l
区
」

の
距
離
の
近
さ
が
自
に
付
く
が
、
前
者
に
連
関
性
を
持
つ

「
パ
テ
l
区
系
エ
テ
オ
ブ
l
タ
ダ
イ
氏
族
」
と
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、

と
考
え
ら

そ
の
中
間
の
山
々
を
通
し
て

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(

1

)

拙
稿
「
古
典
期
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
デ
I
モ
ス
と
フ
ラ
ト
リ
ア
|
l
s
『
へ

カ
ト
ス
テ
l
碑
文
』
の
検
討
を
中
心
と
し
て
|
|
」
『
史
学
雑
誌
』
第

七
十
一
一
縮
、
第
三
号
一
九
六
二
年
一
l
四
八
頁
。
但
し
拙
稿
公
表
後

『
ヘ
カ
ト
ス
テ
1
碑
文
』
に
関
す
る
内
外
の
研
究
の
進
展
は
著
し
く
、

私
自
身
と
し
て
は
他
日
「
ヘ
カ
ト
ス
テ
l
碑
文
再
考
」
を
書
き
記
し
た

い
と
思
っ
て
い
る
。

(
2
)
ω
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m
o
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f
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3
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(
4
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ω
n
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巾
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デ
ィ
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ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
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が
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(

5

)

り
ぬ
ロ

σロ
R
u
H
b
L
A
N
H
E三
百
同
2
R
(
S
E
N
D
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5
・
SUN-)RH)屯
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E
R
司・

g
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6
)
H
U白己窓口一
g
u
H
・
M内
凶
〈
口
HAP-
「
プ
リ
ユ
夕
、
不
イ
オ
ン
」
の
位
置
は

ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
東
方
で
現
在
の
呂
田
r田
周
辺
に
在
っ
た
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
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ロ
o
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p
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lieia' p. 136-143.; Durand， J.-L. Sacrifice et labour en 

g1せceancienne. (1986) p. 9-80. 

(∞) Toep妊er，J. Attische Genealogie. (1889) 'Thaulonidai.' 

p. 149-160. 

(由)e. g. Simon， E. Festivals of Attica. (1983) p. 9. n. 7. 

(8) Bernays， J. Theoρohrastos' Sch門iftuber Fr・ammigkeit.

(1979. origin. 1866.) p. 88-91. (= text. c. 29-c. 31)， p. 121 
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J. et Patillon， M. P01・phyre.De l'abstinence. Tome II 

ed. <<Les Belles Lettres>> (1979) 後~1'0 0 *1握採択戸当 b中
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fartigue-Patillon， op. cit. p. 97. n. 1. Q m←-'J )J心1"

~点。
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(自)cf. Aristoteles， rlthe刀aionPoliteia. 57.-Rhodes， P. J 

A Commentary on the Aristotelian Athenaio刀 Politeia.

(1981) p. 648-650. 
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、173.

(~) Toep妊er，op. cit. loc. cit. 

(~) ibid. p. 150. (Hesychios s. s' OUTUπoν.) p. 152. 'dass 

unter den drei bei Porphyrios erwahnten 7Aν甲 keine

attischen Adelsgeschlechter， sondern nur die verschie-

。、
u、
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(詩)cf. Deubner， op. cit. p. 166. 
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(自)Ziehen， L. s. v. Opfer. in R.-E. XVIII. (1942) Sp.613. 
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54-59. 
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(関)IJ 0料長¥'JR. Osborne 0~主苦421 割量生以特n ..J，hJ 0 Osborne， 

R. Classical Landscaρgωith Figures. The Ancient 

Greek City and its Countryside. (1987) p. 180. t-' t! 1薬

企トJ0主主銀役矧綬 0')心Q議〉は開制J兵¥-':;，向。

(お)von Wilamowitz・Moellendorf，U. Hesiodos Erga (1962 

origin. 1928) p. 95. 

(沼)West， M. L. Hesiod ¥Vorks and Days. (1978) Com司

mentary. p. 269. 

(~) ibid. loc. cit. 
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U
J
c
-広
三
曲
目
(
デ
ィ
l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
)
に
つ
い
て
(
上
)

(唱。由回一
σ
-
o
H
c
n同
門

戸

O

ロ)、
H，
g
r戸
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
〉

ω向。唱町立
u

p
b
m
G
M
J三
社
、
内
昌
弘
主

ha昔
話
、
九
段
同
2
2
h
ヨL
P
Z
N
b句
内
N2E

h
H
F
3
2・
(HU∞N
)

も
、
ほ
ぼ
全
面
的
に

H
，

g
巳
の
比
定
に
従
っ
て
い

る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
従
っ
て
本
稿
で
は
、
定
説
的
見
解
に
従
っ

て
、
〉
包
ゲ
巾
日
or--u
回
三
間
と
し
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
節

己
目
句
。
-
E∞
宮
町
と
同
Zoσ
。出仲間円山巳

v

(
必
)
本
稿
第
二
節
参
照
。

(
4
)
U
z
gロ《
r
。hv・円た・日以
-

M

。lN
H
・
「
古
伝
承
」
の
論
拠
と
な
る
の
は

国

gu『ロ
E
o
m
w
印
・
〈
-
U山

O

回
忌
同
日
向
。
即
日
向
曲
目
安
w

回目
o
r
の
説
明
で
あ
る
。

帆守回目礼・司
-
N
0
・ロ・

ω∞・

一
、
デ
ィ

l
ポ
リ
l
エ
イ
ア
祭
は

「
ス
キ
ロ
フ
ォ
リ
オ

l
ン
の
月
の
第
十
四
日
(
現
在
の
ほ
ぼ
六
月
の
満
月
の
日
)
」
に
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス

の
最
高
地
点
に
設
け
ら
れ
て
い
た
「
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
の
祭
壇
」
に
於
い
て
催
さ
れ
、
「
デ
ィ

l
ポ
リ

l
ア
ス
タ
イ
」
が
牡
牛
の
供
犠
を

行
っ
た
。
最
初
に
撲
殺
さ
れ
た
牛
に
関
し
て
は
上
掲
史
料
A
初
出
l
間
及
び
C
例
・

cω
・
D
刷
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
特
別
な
儀
式
が
挙

行
さ
れ
、
そ
の
儀
式
が
終
了
す
る
や
、
多
数
の
牡
牛
が
「
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
の
祭
壇
」
で
供
犠
さ
れ
た
と
云
う
。

こ
の
と
き
、
「
デ
ィ
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
の
み
が
「
タ
ウ
ロ

l
ニ
ダ
イ
氏
族
」
よ
り
出
る
「
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
の
神
官
」
(

u

「ブ

1
テ
ュ
ポ
ス
」
日
「
ブ

l
フ
ォ
ノ
ス
」
)
の
統
率
の
下
に
こ
の
祭
事
を
執
行
し
た
の
で
は
な
く
、
「
ア
テ
ナ
・
ポ
リ
ア
ス
の
女
神
官
」
も
な

ん
ら
か
の
形
で
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
、
例
え
ば
前
五
世
紀
末
葉
の
一
碑
文
か
ら
も
窺
い
伺
及
。
|
|
「
女
神
官

E
2
2
に
、
(
儀
式
用

ふ

れ

諸
物
品
の
う
ち
)
木
製
の
小
豚
口
宮
町
C
回口

Z
1
2
調
達
の
た
め
の
資
金
品

0
5
2
3
を
(
与
う
ベ
し
)
。
布
令
役
達

r
q
F
B
に、

ィ
1
ポ
リ
l
エ
イ
ア
祭
に
際
し
て
(
残
欠
)
」

1

i

難
解
な
文
章
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
現
わ
れ
る

t土

「
ア
テ
ナ
・
ポ
リ
ア
ス

「
女
神
官
」

- 62-

ア



の
女
神
官
」
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
最
近
で
は

γ
?
ロ
5
8門戸、が、

ろ
ア
テ
ナ
女
神
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
の
解
釈
を
提
出
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、

テ
ナ
女
神
信
仰
」
と
密
接
不
可
分
な
関
係
に
あ
っ
た
。

こ
の
祭
儀
は
本
来
は
ゼ
ウ
ス
の
た
め
と
云
う
よ
り
む
し

「
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
の
た
め
の
祭
」
は
「
ア

の
統
率
者
で
あ
る
「
タ
ウ
ロ

l

ニ
ダ
イ
氏
族
」
よ
り
出
て
い
た

(
4
)
 

ら
し
い
こ
と
は
、
第
一
節
で
見
た
通
り
吋

0
4向
日
の
論
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
は
「
ア
テ
ナ
・
ポ
リ
ア
ス
の
女
神
官
」
は
、
ど
の

「
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
の
神
官
」
が
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」

家
門
か
ら
出
て
い
た
の
か
。

こ
の
点
は
既
に
定
説
が
確
立
し
て
お
り
、

国
丘
町
川
区
系
の
エ
テ
オ
ブ

l
タ
ダ
イ
氏
族
」

の
血
筋
を
引
く
女
性
、
が
、

「
エ
テ
オ
ブ
l
タ
ダ
イ
同
z
c
r
oロ
g
L回
目
氏
族
」
の
う
ち
「
バ
テ
l

こ
の
女
神
官
を
勤
め
て
い
た
。

二
、
こ
の
「
エ
テ
オ
ブ

l
タ
ダ
イ
氏
族
」
は
、
も
と
も
と
「
ブ

i
タ
ダ
イ
切

o
E白
仏
国
同
氏
族
」
と
呼
ば
れ
て
来
た
。

d
ア

1
屯
ス

七
年
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
に
よ
り
「
区
」
制
度
を
基
盤
と
す
る
国
制
改
革
が
行
わ
れ
た
と
き
、

然
し
前
五

O
爪

/

こ
の
氏
族
の
一
分
校
が
主
と
し
て
居
住
し
て

- 63ー

来
た
集
落
が
、

あ
ら
た
に
「
ブ

l
タ
ダ
イ
区
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(
こ
の
ブ

l
タ
ダ
イ
区
の
正
確
な
位
置
比
定
は
い
ま
だ
判

然
と
し
て
い
な
い
が
、
中
心
市
西
郊
の
ケ
ラ
メ
イ
コ
ス
よ
り
更
に
西
方
で
、
イ
リ
ソ
ス
川
と
ケ
フ
ィ
ソ
ス
川
と
が
合
流
す
る
地
点
に
比
較

的
近
い
あ
た
り
、
と
見
ら
れ
て
い
話
。
)
こ
の
た
め
氏
族
呼
称
の
方
は
語
頭
に
「
エ
テ
オ
公

g
n真
正
の
ど
を
加
え
て
、
区
名
と
の
混

同
を
避
け
る
措
置
が
と
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
氏
族
は
確
か
に
そ
の
一
分
校
が
ブ
l
タ
ダ
イ
区
に
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
同

じ
く
「
エ
テ
オ
ブ

l
タ
ダ
イ
氏
族
」
を
名
乗
る
他
の
一
分
校
が
「
パ
テ

l
区
」
(
現
在
の
〉
B
F
H
O
E
-
で
、
中
心
市
東
郊
に
餐
え
立
つ

リ
ュ
カ
ベ
ッ
ト
ス
山
の
東
北
麓
)
を
中
心
に
居
住
し
て
い
た
。
(
本
稿
で
対
象
と
す
る
の
は
、
こ
の
「
パ
テ

l
区
系
の
エ
テ
オ
ブ

l

p
ダ
イ

氏
族
」
で
あ
る
。
〉
換
言
す
れ
ば
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
を
隔
て
て
そ
の
遥
か
西
側
と
そ
こ
に
比
較
的
近
い
東
側
と
に
同
名
の
氏
族
集
団
が
居
住

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、

こ
の
二
分
校
の
間
で
の
血
縁
関
係
の
存
在
は
、
前
四
位
紀
ま
で
は
、

ほ
と
ん
ど
全
く
確
認
さ
れ

北
大
文
学
部
紀
要



U
J
o
-
-同
m仲
田
町
(
デ
ィ

1
ポ
リ
!
ア
ス
タ
イ
)
に
つ
い
て
(
上
)

て
お
ら
ず
、

な
ん
ら
か
の
歴
史
的
理
由
で
、
も
と
も
と
は
対
立
関
係
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

周
知
の
通
り
ア
テ
ナ
イ
の
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
に
は
、
通
称
「
エ
レ
ク
テ
イ
オ
ン
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
有
名
な
神
股
が
あ
る
。

神
」
と
「
ポ
セ
イ
ド
l
ン
神
及
、
び
ア
テ
ナ
イ
の
古
王
エ
レ
ク
テ
ウ
ス
」
と
が
、
こ
の
単
一
神
般
に
合
記
さ
れ
て
い
た
。
興
味
深
い
の
は
、

(
9
)
 

「
ポ
セ
イ
ド
l
ン
/
エ
レ
ク
テ
ウ
ス
の
神
官
」
は
「
ブ

l
タ
ダ
イ
区
系
の
エ
テ
オ
ブ

l
タ
ダ
イ
氏
族
」
の
男
性
に
よ
っ
て
世
襲
さ
れ
、
「
ア
テ

「
ア
テ
ナ
女

ナ
の
女
神
官
」
の
方
は
「
パ
テ

l
区
系
の
エ
テ
オ
ブ

l
タ
ダ
イ
氏
族
」
の
女
性
の
世
襲
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
、

れ
を
ア
ッ
テ
ィ
カ
領
有
を
め
ぐ
る
ア
テ
ナ
と
ポ
セ
イ
ド
l
ン
と
の
争
い
に
関
す
る
古
伝
承
と
連
関
付
け
、

と
云
う
事
実
で
あ
る
。

>-
'-

ミ
ュ
ケ

l
ナ
イ
期
の
ア
テ
ナ
イ

で
、
ア
テ
ナ
女
神
(
を
信
仰
す
る
集
団
)
と
ポ
セ
イ
ド
l
ン
神
(
を
信
仰
す
る
集
団
)
と
の
対
立
が
あ
り
、
前
者
が
勝
利
し
、
ま
た
後
者

(
叩
)

と
の
聞
に
な
ん
ら
か
の
妥
協
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
由
る
、
と
の
解
釈
も
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
具
体
的
な
史
実
で
あ
っ
た
か
否
か

は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
も
あ
れ
ア
テ
ナ
イ
に
貴
族
政
ポ
リ
ス
が
成
立
し
て
の
ち
「
(
エ
テ
オ
)
ブ

l
タ
ダ
イ
氏
族
」

に
二
分
枝

- 64ー

が
あ
っ
て
、
片
方
か
ら
「
ポ
セ
イ
ド

l
ン
/
エ
レ
ク
テ
ウ
ス
の
神
官
」
が
、
他
方
か
ら
「
ア
テ
ナ
の
女
神
官
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
世
襲
的
に

そ
の
位
置
に
つ
く
と
云
う
慣
行
が
確
立
し
て
お
り
、
そ
れ
が
、
古
典
期
・
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
を
通
じ
て
も
原
則
的
に
踏
襲
さ
れ
て
い
た
。

「
エ
テ
オ
ブ

l
タ
ダ
イ
」
な
る
呼
称
の
根
幹
を
な
す
「
ブ
l
テ
l
ス
ゲ

O
E倒印」

は
、
普
通
名
詞
と
し
て
は

「
牛
飼
・
牧
牛
者
」

の
意
味
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
「
ポ
セ
イ
ド
l
ン
の
聖
な
る
牛
を
飼
う
一
族
」
も
し
く
は
「
ア
テ
ナ
の
聖
な
る
牛
を
飼
う
一
族
」
の
意
味

、
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
エ
テ
オ
ブ

l
タ
ダ
イ
」
各
々
に
龍
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
し
ミ
ュ
ケ

l
ナ
イ
時
代
終
鷲
後
の
ア
ッ
テ
ィ

カ
に
於
い
て
も
、
一
一
日
一
は
農
業
よ
り
も
牧
畜
に
重
心
を
置
く
時
期
を
経
過
し
た
の
ち
に
再
び
農
業
の
優
位
が
顕
著
と
な
る
と
云
う
経
済
史

的
な
変
動
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
(
エ
テ
オ
)
ブ

l
タ
ダ
イ
氏
族
」
に
せ
よ
み
づ
か
ら
の
経
済
的
基
盤
を
一
層
確
実
な
も
の
と
す

こ
れ
ま
で
の
牛
の
放
牧
地
な
い
し
牧
草
地
の
農
地
化
を
推
し
進
め
、
貴
族
と
し
て
の
社
会
的
地
位
を
高
め
る
方
向
を
と
っ
た

る
た
め
に
、



に
相
違
な
い
。
氏
族
成
員
み
づ
か
ら
が
牛
の
飼
育
に
直
接
携
わ
る
度
合
い
は
次
第
に
後
退
し
て
行
っ
た
に
相
違
な
い
。
然
し
、
本
来
自
分

達
は
名
誉
あ
る
牧
牛
者
集
団
で
あ
っ
た
と
の
伝
統
的
観
念
は
根
強
く
存
続
し
、
そ
の
た
め
「
ブ

l
タ
ダ
イ
」
の
名
称
、
が
区
名
(
地
名
)
の

形
で
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
で
は

「
ア
テ
ナ
信
仰
」

の
方
、
が
「
ポ
セ
イ
ド

l
ン
/
エ
レ
ク
テ
ウ
ス
信
仰
」

よ
り

前
者
は
「
エ
レ
ク
テ
イ
オ
ン
」
に
加
え
て
更
に
「
パ
ル
テ
ノ
ン
」

「
パ
ル
テ
ノ
ン
の
ア
テ
ナ
」
も
共
に
「
パ
テ

l
区
系
の
エ
テ
オ
ブ

l
タ
ダ
イ
氏
族
」
の
血
筋
を
引
く
女
性
が
「
ア
テ
ナ
の
女
神
官
」
と
し

て
奉
仕
し
た
の
で
あ
っ
た
。
毎
年
「
ヘ
カ
ト
ン
パ
イ
オ
l
ン
の
月
(
現
在
の
ほ
ぼ
七
月
)
の
第
二
十
八
日
」
に
催
さ
れ
る
大
祭
「
パ
ナ
テ

l

ナ
イ
ア
祭
」
は
、
大
量
の
牝
牛
の
供
犠
で
有
名
で
あ
っ
た
。
(
因
み
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
「
男
神
」
に
は
牡
の
動
物
、
「
女
神
」
に
は

(H) 

牝
の
動
物
を
供
犠
す
る
慣
行
が
守
ら
れ
て
い
た
。
〉
こ
の
パ
ナ
テ

l
ナ
イ
ア
祭
の
牝
牛
の
供
犠
に
も
「
デ
ィ

l
ポ
リ
i
ア
ス
タ
イ
」
が
関

与
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
、
デ
ィ

1
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
」
が
そ
こ
に
共
有
地
を
所
有
し
て
い
た
「
フ
リ

緊
密
な
結
び
付
き
を
持
つ

も
優
位
に
立
ち
、

へ
と
発
展
し
、

「
エ
レ
ク
テ
イ
オ
ン
の
ア
テ
ナ
」
、
も

ュ
ア
区
」
と
、

「
パ
テ

l
区」

に
本
拠
を
持
つ

「
パ
テ
l
区
系
の
エ
テ
オ
ブ

l
タ
ダ
イ
氏
族
」
と
が
、

実
は
、
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て
い
た
事
実
を
端
的
に
証
明
す
る
碑
文
が
存
在
す
る
の
で
、

そ
れ
を
確
認
し
た
上
で
、
議
論
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

四
、
現
在
で
も
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
西
南
隅
に
円
筒
状
の
台
座
の
石
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
石
に
刻
ま
れ
た
文
章
、
が
、
残
欠
は
甚
だ
し

い
が
、
「
ギ
リ
シ
ア
碑
文
集
」
に
収
録
さ
れ
て
い
活
。
こ
の
台
座
の
上
に
、
も
と
も
と
は
「
リ
ュ
シ
マ
ケ

l
」
な
る
女
性
の
青
銅
製
の
像

が
立
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
碑
文
学
者
達
の
委
細
を
尽
く
し
た
論
証
に
従
っ
て
、
こ
の
碑
文
の
趣
旨
を
辿
る
と
以
下
の
如
く
に
な
る
。

|
|
「
パ
テ

l
区
の
人
ド
ラ
ン
コ
ン
テ
ィ
デ
I
ス
の
娘
リ
ュ
シ
マ
ケ

i
は
、
ア
テ
ナ
・
ポ
リ
ア
ス
の
女
神
官
を
六
十
四
年
に
豆
り
勤
め
た

が
、
そ
の
聞
に
ア

r
、ュア

E
η
'
X葉
(
人
名
残
欠
)
と
結
婚
し
四
人
の
息
子
を
生
ん
だ
。
今
や
既
に
彼
女
は
天
寿
を
全
う
し
て
世
を
去
っ

た
。
四
人
の
息
子
の
う
ち
の
一
人
戸
ト
了
ハ
応
み
ん
呆
(
人
名
残
欠
)
が
、
母
リ
ュ
シ
マ
ケ

i
を
記
念
し
て
、
彫
刻
家
デ
メ
ト
リ
オ
ス
に

北
大
文
学
部
紀
要



口
町
匂
O
円

山

知

凹

仲

田

山

(

デ

ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
)
に
つ
い
て
(
上
)

意、依
味、頼
内、し
容、て
のこ
文の
章 青
で銅
あ像
る を。、丘二

1巳

ら
せ

こ
れ
を
ア
テ
ナ
女
神
の
神
股
『
パ
ル
テ
ノ
ン
』
の
近
く
に
立
て
た
」

|
l基
木
的
に
は
、
こ
う
~
し
た

(
げ
)

リ
ュ
シ
マ
ケ

l
は
、
そ
の
父
パ
テ

l
区
の
人
ド
ラ
コ
ン
テ
ィ
デ
l
ス
の
名
が
示
す
通
り
、

ま
さ
し
く
「
パ
テ

l
区
系
の
エ
テ
オ
ブ

l
タ

の
女
性
で
あ
り
「
ア
テ
ナ
の
女
神
官
」
を
勤
め
た
。
彼
女
が
結
婚
し
た
相
手
は

碑
文
に
見
え
る
息
子
達
の
所
属
区
名
は
「
フ
リ
ュ
ア
区
」
で
あ
る
。

ダ
イ
氏
族
」

「
フ
リ
ュ
ア
区
」

の
人
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え

こ
の
碑
文
史
料
た
だ
一
つ
で
「
エ
テ
オ
ブ

l
タ
ダ
イ
氏
族
」

1
1
i

「
パ
テ
l
区
」
と
「
フ
リ
ュ
ア
区
」
と
の
結
び
付
き
は
明
確
な
の
で

あ
る
が
、
リ
ュ
シ
マ
ケ

l
の
夫
や
息
子
達
の
名
前
が
残
欠
で
、
そ
の
結
婚
の
事
情
は
残
念
な
が
ら
判
然
と
し
な
い
。
然
し
、
明
確
な
反
証

が
な
い
限
り
、
次
の
如
く
推
測
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
当
時
の
結
婚
が
当
事
者
二
人
の
問
、
だ
け
で
取
り
決
め
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、

恐
ら
く
二
人
の
属
す
る
「
家
」
相
互
の
結
び
付
き
の
要
素
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
パ
テ

l
区
の
「
エ
テ
オ
ブ
I
タ
ダ
イ

氏
族
」
の
家
の
娘
、
が
、
フ
リ
ュ
ア
区
内
の
或
る
「
氏
族
」
の
家
に
嫁
い
だ
可
能
性
、
が
高
い
。
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コ
ア
ィ

l
ポ
リ
1
エ
イ
ア
祭
」

で

「
エ
テ
オ

ブ
l
タ
ダ
イ
氏
族
」
(
↓
ア
テ
ナ
女
神
)
と
「
デ
ィ

l
ポ
リ

l
ア
ス
タ
イ
」
(
↓
ゼ
ウ
ス
)
と
の
結
び
付
き
は
も
と
も
と
強
く
、
従
っ
て

「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
の
中
で
統
率
者
の
地
位
を
占
め
る
「
タ
ウ
ロ

l

ニ
ダ
イ
氏
族
」
の
者
が
、
こ
の
リ
ュ
シ
マ
ケ
!
の
夫
と
な

(
山
崎
)

っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
「
パ
テ

l
区
系
の
エ
テ
オ
ブ

i
タ
ダ
イ
氏
族
」
は
も
と
も
と
は
「
ブ

l
タ
ダ
イ
(
牛
飼
い
族
)
」
の
名
の

ま
た
ア
テ
ナ
の
た
め
に
供
犠
し
、
供
犠
の
実
務
も
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
貴
族
政
期
に
は
貴
族
身
分
と
し
て
ア
テ
ナ
女
神
祭
記
の
特
権
を
継
承
し
、
し
か
も
供
犠
の
実
務
か
ら
離
れ
て
行
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
も
と
も
と
こ
の
氏
族
の
統
率
下
に
あ
っ
た
牧
牛
者
集
団
が
、
そ
れ
と
併
行
し
て
、
牧
牛
者
集
団
と
し
て
の
独
立
性
を
強
め
て
、
そ

示
す
通
り
「
ア
テ
ナ
女
神
の
聖
な
る
牛
群
」
を
飼
育
し
、

こ
か
ら
「
デ
ィ

1
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
が
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
。
そ
の
内
部
で
の
統
率
者
達
が
「
タ
ウ
ロ

l

ニ
ダ
イ
氏
族
」
と
呼
ば
れ
た



と
見
れ
ば
、

こ
の
氏
族
は
昔
日
の
ブ

I
タ
ダ
イ
氏
族
の
面
影
を
と
ど
め
て
お
り
、
従
っ
て

「
パ
テ
l
区
系
の
エ
テ
オ
ブ
l
タ
ダ
イ
氏
族
」

と
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
と
の
繋
り
は
も
と
も
と
極
め
て
深
い
も
の
が
あ
り
、

リ
ュ
シ
マ
ケ
l
の
結
婚
も
単
な
る
偶
然
の
事
情
に

よ
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
然
し
、
過
度
の
推
測
は
、

や
は
り
、
慎
し
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

に
於
け
る
大
量
の
牝
牛
の
供
犠
は
、
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
殊
に
前
五
世
紀
の
ア
テ
ナ
イ
が

の
盟
主
で
あ
っ
た
時
期
に
は
、
そ
の
数
回
百
を
上
廻
る
同
盟
市
の
各
々
が
こ
の
祭
儀
の
た
め
に
「
牝
牛
一
頭
と
武
具
一

式
」
を
携
え
て
来
た
の
で
、
供
犠
さ
れ
た
牝
牛
の
数
は
驚
く
べ
き
数
字
に
達
し
た
。

然
し
そ
れ
は
四
年
目
毎
の
「
大
パ
ナ
テ
l
ナ
イ
ア
祭
」
の
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
知
り
た
い
の
は
毎
年
催
さ
れ
る
「
小
パ
ナ

五
、
さ
て
「
パ
ナ
テ
l
ナ
イ
ア
祭
」

「
デ
ロ
ス
同
盟
」

テ
l
ナ
イ
ア
舛
不
」

で
供
犠
さ
れ
た
牝
牛
の
頭
数
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
れ
は
国
際
色
を
持
つ
前
者
と
は
異
り
、

ア
テ
ナ
イ
市
民
共
同
体
プ

ロパ

l
の
性
格
を
保
持
し
、
供
犠
の
た
め
調
達
さ
れ
る
牛
に
せ
よ
、
毎
年
調
達
可
能
の
コ
ン
ス
タ
ン
ト
な
牝
牛
の
数
が
、
或
る
程
度
ま
で

確
実
に
ア
テ
ナ
イ
の
ポ
リ
ス
領
域
内
の
牝
牛
に
よ
っ
て
調
達
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
多
年
に
亘
っ
て
こ
の
祭
式
が
存
続
し
得
た
も
の
と
、
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考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
小
パ
ナ
テ

l
ナ
イ
ア
祭
」

に
関
す
る
碑
(
地
(
前
三
三
五
/
四
|
一
一
一
一
一
一

O
/
二
九
年
)

に
よ
れ
ば
、
「
ネ
ア

2
2
の
地
代

BErr-m

に
も
と
づ
く
金
額
四
十
一
ム
ナ
を
も
っ
て
祭
事
執
行
委
員
宮
山

E
2
0
3
E
は
、
牛
購
入
役
目
5
0
2円
(
複
数
)
と
共
に
牝
牛
を
購
入
す

べ
き
こ
と
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
「
ネ
ア
」
は
ア
テ
ナ
女
神
の
神
股
領
な
い
し
は
ポ
リ
ス
公
有
地
で
あ
る
。
「
祭
事
執
行
委
員
」
は
ポ
リ
ス

の
主
要
祭
事
運
営
を
担
当
す
ベ
く
評
議
会
・
民
会
で
選
出
さ
れ
た
役
人
で
、
例
え
ば
、
「
一
ア
ィ

1
ポ
リ
l

エ
イ
ア
祭
」
に
関
す
る
前
回
世
紀

の
碑
文
に
於
い
て
も
「
ス
キ
ロ
フ
ォ
リ
オ
l
ン
の
月
の
第
十
四
日
に
、
評
議
会
に
よ
り
選
出
せ
ら
れ
た
る
祭
事
耕
一
千
委
長
(
ヒ
エ
ロ
ポ
イ

オ
イ
)
は
供
犠
せ
ら
る
べ
き
牛
群
を
整
列
さ
せ
、
祭
儀
の
行
列
を
発
進
せ
し
む
べ
し
。
行
列
に
加
わ
り
し
者
達
が
聖
域
に
到
着
せ
し
時
は

北
大
文
学
部
紀
要



u
q
o日
目
白
田
門
戸
山
(
デ
ィ

l
ポ
リ

l
ア
ス
タ
イ
)
に
つ
い
て
(
上
)

一一品々
」

と
記
さ
れ
て
あ
る
通
り
、
彼
等
は
供
犠
の
実
務
に
は
関
与
せ
ず
、
祭
事
が
父
祖
伝
来
の
規
定
通
り
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
努
力
す
る

の
が
役
目
で
あ
り
、
云
わ
ば
運
営
役
で
あ
る
。
「
牛
購
入
役
」
は
こ
の
「
小
パ
ナ
テ

l
ナ
イ
ア
祭
」
の
供
犠
に
捧
げ
ら
れ
る
牝
牛
を
購
入
す

る
人
々
で
、
民
会
に
よ
り
全
市
民
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
る
。
牛
の
購
入
費
は
ポ
リ
ス
に
よ
り
彼
等
に
保
障
さ
れ
て
お
り
、
女
神
に
捧
げ
る

の
に
ふ
さ
わ
し
い
立
派
な
牛
群
を
購
入
す
ベ
く
努
め
る
。

来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
百
頭
」
と
措
定
す
れ
ば
簡
単
に
解
釈
出
来
よ
う
が
、
残
念
な
が
ら
碑
文
に
は
そ
の
頭
数
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

で
は

「
四
十
一
ム
ナ
?
四
、

一
0
0ド
ラ
ク
マ
)
で
何
頭
の
牝
牛
が
購
入
出

こ
の
牝
牛
の
頭
数
を
推
算
す
る
に
は
、
こ
の
時
代
に
牛
一
頭
が
ど
の
程
度
の
価
格
で
あ
っ
た
か
を
確
認
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
。

ト
ン
区
を
中
心
と
す
る
「
テ
ト
ラ
ポ
リ
ス
」
の
年
間
供
犠
暦
(
前
回
世
紀
)
を
記
し
た
碑
文
の
断
片
が
出
土
し
て
お
時
、
そ
こ
に
は
、
す

(
但
)

く
な
く
と
も
牛
の
供
犠
に
関
し
て
七
個
所
(
う
ち
一
つ
は
明
瞭
に
「
妊
娠
し
た
牝
牛
」
)
散
在
的
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、

Vマ

フ

い
づ
れ
も
「
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頭
に
付
き
九

0
ド
ラ
ク
マ
」

こ
の
数
値
で
「
四
一
ム
ナ
?
四
、
一

0
0ド
ラ
ク
マ
」
)
な
る
金
額
を
検
討
す
る
と
四
五
・
五
頭

は
購
入
可
能
で
あ
る
。
大
量
一
括
購
入
な
の
で
一
頭
当
り
や
や
安
値
と
な
る
と
見
れ
ば
、
五

O
頭
は
確
実
に
購
入
出
来
た
も
の
と
考
え
て

で
あ
る
。

一
律
単
純
な
割
り
切
り
方
は
危
険
を
伴
う
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
推
定
五

O
頭
の
牝
牛
を
「
牛
購
入
役
」
は
誰
か
ら
購
入
し
た
の
か
。
碑
文
は
こ
の
点
に
関
し
て
も
言
及
し
て
い
な
い
。
第

一
節
で
見
た
通
り
、
ア

y

テ
ィ
カ
農
民
、
が
使
用
し
て
い
る
牛
は
「
耕
牛
」
で
あ
り
、
耕
牛
は
供
犠
に
捧
げ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
農

民
達
か
ら
の
購
入
は
あ
り
得
な
い
。
富
裕
市
民
で
家
畜
殊
に
牛
の
所
有
に
豊
か
な
者
が
あ
れ
ば
調
達
出
来
よ
う
が
、
牝
牛
五

O
頭
は
や
は

よ
い
。
但
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
事
情
も
あ
ろ
う
し
、

で
は
、

当り
ら厳
な(し
いさ過

ぎ
も、る
し、も

の
で
あ
ペコ

た
ろ
う
し

そ
も
そ
も
ア
ッ
テ
ィ
カ
で
は
古
典
期
の
諸
史
料
に
家
畜
所
有
で
富
を
誇
る
人
物
が
ほ
と
ん
ど
見

「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
が
専
業
の
牧
牛
者
集
団
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

こ
の
牛
群
の
調
達
は
恐
ら
く
可
能
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ア
テ
ナ
・
ポ
リ
ア
ス
」
と
「
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
」
と
の
結
び
付
き
の
緊
密
さ
か
ら
考
え
て
も
、

こ
の
推
測



は

無

理

な

も

の

と

は

云

い

得

な

い

。

の

手

に

よ

る

調

達

で

未

だ

不

足

す

る

よ

う

な

場

合

に

は

、

の
輸
入
に
仰
い
だ
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
あ
れ
ポ
リ
ス
領
域
内
で
の
調
達
が
優
先
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

さ
て
推
定
五

O
頭
の
牝
牛
の
供
犠
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
屠
殺
・
皮
剥
ぎ
・
食
肉
の
調
理
な
ど
の
具
体
的
な
こ
と
に
は
碑
文
は
一
切

触
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
こ
の
「
小
パ
ナ
テ

l
ナ
イ
ア
祭
」
に
関
す
る
碑
文
の
み
で
な
く
、
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
祭
事
関
係
の
碑
文
で
も
か
か

マ

グ

イ

リ

コ

y

る
供
犠
の
具
体
的
側
面
へ
の
言
及
は
皆
無
と
言
っ
て
差
支
え
な
い
。
但
し
こ
の
碑
文
に
「
食
肉
調
理
関
係
費

sa包
丘
町

S
・
4
・
N
∞
・
」
な

マ

ゲ

イ

ロ

ス

る
文
字
が
記
載
さ
れ
て
い
る
、
が
、
こ
の
言
葉
は
、
屠
殺
や
食
肉
調
理
に
携
わ
っ
た
人
々
す
な
わ
ち
「
料
理
人
ヨ
品
巳

5
2
達
へ
の
「
手

当
」
と
判
断
出
来
る
。
そ
し
て
、
こ
の
言
葉
を
含
む
数
行
の
文
章
に
注
目
す
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
行
列
司
O
B
Z
の
(
運
営
請
負
い

「
デ
ィ

l
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
」

国
外
か
ら

の
)
手
当
日
U
F
O
自
由

g
及
、
ひ
食
肉
調
理
関
係
費

E
吉
田
関
白
山
片
山
宮
口
及
び
(
ア
テ
ナ
女
神
の
)
大
祭
壇
の
美
装

w
S
E
r
-
2
2
Z
5
2

同

2
5目的巳
oロ
及
び
そ
の
他
祭
事
準
備
に
関
す
る
諸
雑
務
一
切
の
た
め
、

及
び
夜
通
し
の
祭
事
官
ロ
ミ
ロ
r
u
(
の
諸
雑
務
)

の
た
め
に
、
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(
祭
事
執
行
委
員
は
公
金
よ
り
)
五

0
ド
ラ
ク
マ
を
支
出
す
ベ
し
(
念
仏
O
E
C
o
d
-
児
!
日
・
」
こ
の
文
章
を
読
む
と
、

(
お
)

遂
行
す
る
た
め
に
特
別
な
集
団
が
一
雇
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
た
め
一
括
「
五

0
ド
ラ
ク
マ
」
が
そ
の
集
団
に
支
払
わ
れ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
て
来
る
。
恐
ら
く
コ
ア
ィ

l
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
」
が
そ
の
集
団
で
あ
ろ
う
。
祭
の
行
列
に
多
数
の
牝
牛
が
加

わ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
牝
牛
の
群
を
祭
礼
に
ふ
さ
わ
し
く
秩
序
立
て
て
進
行
さ
せ
る
に
は
、
や
は
り
日
頃
牛
の
取
り
扱
い
に
慣
れ
て
い

こ
れ
ら
諸
雑
務
を

る
人
々
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
食
肉
の
調
理
は
大
量
の
牝
牛
の
屠
殺
を
前
提
と
し
て
初
め
て
成
り
立
つ
。
す
な
わ
ち
「
デ
ィ

l

ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
」
の
集
団
が
祭
事
執
行
委
員
達
に
こ
の
「
小
パ
ナ
テ

I
ナ
イ
ア
祭
」
の
た
め
に
雇
わ
れ
わ
、
供
犠
の
実
務
と
そ
れ
に
連

関
す
る
諸
雑
務
を
遂
行
し
、
集
団
と
し
て
一
括
「
五

0
ド
ラ
ク
マ
」
の
報
酬
を
与
え
ら
れ
た
も
の
、
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
彼
等
は
、

マ

ゲ

イ

ロ

ス

の
み
な
ら
ず
、
他
の
公
共
の
祭
事
に
於
い
て
も
、
何
人
か
の
チ
l
ム
を
組
ん
で
、
(
「
料
理
人

Ba巳
5
印
」
集
団

「
小
パ
ナ
テ

i
ナ
イ
ア
祭
」

北
大
文
学
部
紀
要



口
町
唱
。
-
-
恒
三
巴
(
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
)
に
つ
い
て
(
上
)

と
し
て
)
雇
わ
れ
て
供
犠
の
実
務
や
食
肉
の
調
理
・
分
配
な
ど
を
担
当
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

六
、
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l

エ
イ
ア
祭
」
は
「
ス
キ
ロ
フ
ォ
リ
オ
l
ン
の
月
(
六
月
)
の
第
十
四
日
」
で
あ
り
「
パ
ナ
テ
l
ナ
イ
ア
祭
」
は

「
へ
カ
ト
ン
バ
イ
オ
l
ン
の
月
(
七
月
)
の
第
二
十
八
日
」
で
あ
り
、
季
節
的
に
も
共
通
し
、
双
方
共
に
一
時
に
大
量
の
牡
牛
や
牝
牛
が

こ
の
二
つ
の
祭
は
単
に
ア
テ
ナ
と
ゼ
ウ
ス
と
の
密
接
な
結
び
付
き
以
上
に
、
牛
の
生
態
学
的
条
件

供
犠
さ
れ
て
い
る
事
実
を
見
る
と
き
、

と
な
ん
ら
か
の
連
闘
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
推
測
が
浮
か
ぶ
。
も
し

「
デ
ィ

l
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
」
が
牧
牛
者
集
団
で
あ
っ
た

と
判
断
し
て
差
支
え
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
や
は
り
検
討
に
値
い
す
る
問
題
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
動
物
誌
』
(
第
六
巻
第
二
十
一
章
)
の
記
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
牛
は
雄
も
雌
も
一
歳
の
時
に
初
め
て
交
尾
し
、

し
た
が
っ
て
ま
た
出
産
も
す
る
。
し
か
し
一
般
に
は
一
歳
八
個
月
で
あ
っ
て
、
普
通
に
は
二
歳
と
い
わ
れ
て
い
る
。
妊
娠
時
期
は
九
個
月

で
、
十
個
月
自
に
出
産
す
る
。
」
そ
し
て
「
た
い
て
い
の
雌
ウ
シ
は
タ
ル
ゲ
リ
オ
ン
の
月
〔
五
月
〕
か
、
ス
キ
ロ
フ
オ
リ
オ
ン
の
月
〔
六
月
〕

の
頃
交
尾
し
は
じ
め
る
。

3

し
か
し
秋
ま
で
に
妊
娠
す
る
も
の
も
あ
る
。
」
|
|
す
な
わ
ち
牛
の
交
尾
期
の
中
心
は
五

l
六
月
で
あ
る
。

ら
く
七
月
下
旬
ま
で
に
は
、
例
外
を
除
き
、
大
抵
の
牛
の
交
尾
は
終
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
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恐

牛
の
頭
数
が
極
め
て
多
け
れ
ば
、
人
間
集
団
は
一
年
間
常
時
牛
を
屠
殺
し
食
用
に
供
し
て
も
差
し
支
え
あ
る
ま
い
。
然
し
濫
獲
が
牛
自

身
の
再
生
産
に
好
ま
し
く
な
い
と
の
事
実
を
経
験
的
に
知
れ
ば
、
や
は
り
牛
の
捕
獲
期
を
定
め
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
経
験
則
に
従
っ
て

人
間
集
団
は
、
牛
の
交
尾
期
の
終
了
を
待
っ
て
、
先
ず
牡
牛
を
捕
獲
・
屠
殺
し
、
牝
牛
に
つ
い
て
も
妊
娠
の
有
無
そ
の
他
の
状
況
を
確
認

し
て
か
ら
、
選
択
的
に
捕
獲
し
屠
殺
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
(
因
み
に
牧
牛
者
達
は
農
民
に
牛
を
「
耕
牛
」
と
し
て
売
却
す
る
際
に
、

や
tま

り
こ
の
点
を
配
慮
し
た
で
あ
ろ
う
J

こ
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
六
月
中
旬
の
「
デ
ィ

1
ポ
リ
l

エ
イ
ア
祭
」

は
、
そ
の
年
既
に
交
尾
を
終
っ
た
牡
牛
を
、
云
わ
ば
そ
の
年
の
食



肉
の
初
物
と
し
て
ゼ
ウ
ス
に
奉
献
し
且
つ
ひ
と
び
と
が
共
同
体
的
に
そ
の
初
物
に
あ
づ
か
り
賞
味
し
て
喜
び
合
う
行
事
に
由
来
し
、
七
月

下
旬
の
「
パ
ナ
テ

l
ナ
イ
ア
祭
」
は
牛
の
屠
殺
の
解
禁
(
但
し
成
る
選
択
性
を
も
っ
て
)
に
由
来
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
専
業
の
牧
牛
者

集
団
、
が
一
般
農
民
と
分
離
し
独
立
し
た
存
在
と
な
っ
て
か
ら
も
、
牛
の
生
態
的
サ
イ
ク
ル
は
変
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
二
つ
の

祭
事
は
、
祭
日
に
変
動
を
生
ず
る
こ
と
な
く
存
続
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
云
う
ま
で
も
な
く
選
択
を
巧
み
に
行
使
す
れ
ば
年
聞
い
つ

で
も
牛
の
供
犠
は
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
祭
事
の
如
く
に
古
い
由
緒
を
も
ち
一
時
に
多
数
の
牛
が
屠
殺
さ
れ
る
に
は
、
や
は
り
そ

(
沼
)

れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

七
、
次
に
引
く
史
料
は
本
論
の
展
開
上
や
や
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
牧
牛
者
集
団
、
が
必
ず
し
も
ア
ッ
テ
ィ
カ
各
地
に
遍
在
す
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
い
知
る
上
で
、
重
要
性
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。

中
心
市
の
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
「
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
」
及
、
び
「
ア
テ
ナ
・
ポ
リ
ア
ス
」

-71-

に
対
す
る
供
犠
は
、
単
に
ポ
リ
ス
公
式
の
特

ヂ

1

毛

ス

ヂ

1

マ
W
コ
ス

定
祭
日
に
行
わ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
全
く
別
の
日
に
ア
ッ
テ
ィ
カ
各
地
の
地
域
自
治
体
す
な
わ
ち
「
区
」
が
、
「
区
長
」
統
率
下
に
区

民
の
代
表
者
達
を
中
心
市
に
派
遣
し
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
、
が
あ
っ
た
。
ア
ッ
テ
ィ
カ
内
陸
部
(
亘
2
0ぬ
2
0ロ
)
の
「
エ
ル
キ
ア

H
W
E
r
u区」

の
区
長
の
管
掌
す
べ
き
祭
事
の
年
間
目
録
を
記
し
た
碑
文
の
中
に
「
メ
タ
ゲ
イ
ト
ニ
オ
ン
の
月
(
ほ
ぼ
八
月
)
の
第
十
二
日
」
の
項
に
、

に
於
い
て
」
山
「
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
に
。
牡
羊
一
頭
。
配
分
せ
ら
る
る
肉
を

聖
域
外
に
持
ち
出
す
べ
か
ら
ず
。
価
格
七
ド
ラ
ク
マ
」

(
1
5
l
H∞
)
凶
同
じ
日
に
同
じ
く
「
k
r
m
q
の
M
U
C
H
2

に
於
い
て
」
、
「
ア
テ
ナ
・
ポ

リ
ア
ス
に
。
牝
羊
一
頭
。
価
格
十
ド
ラ
ク
ご

(
A
E
l
口
)
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
日
に
エ
ル
キ
ア
区
民
有
志
の
者
達
、
が
区
長
引
率
の

も
と
に
中
心
市
の
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
に
赴
き
、
区
か
ら
連
れ
て
来
た
牡
羊
・
牝
羊
各
一
頭
を
ゼ
ウ
ス
と
ア
テ
ナ
と
に
捧
げ
、
屠
殺
し
調
理
し

た
牡
羊
の
倍
き
肉
は
ア
グ
ロ
ポ
リ
ス
内
で
参
列
者
一
聞
が
食
べ
、
牝
羊
の
倍
き
肉
の
方
は
エ
ル
キ
ア
区
に
持
ち
帰
ら
れ
在
郷
の
区
民
達
の

「kr
由
ミ
?
中
心
市
)

の
H
u
o
-
U
(
n
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
)

北
大
文
学
部
紀
要



り
J
o
-
-恒
三
回
同
(
デ
ィ

l
ポ
リ

l
ア
ス
タ
イ
〉
に
つ
い
て
(
上
)

聞
で
分
け
合
っ
て
食
べ
ら
れ
た
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
る
。

こ
の
エ
ル
キ
ア
区
の
祭
事
暦
に
は
一
年
間
(
但
し
異
説
も
あ
る
)
の
区
長
管
理
下
の
さ
ま
ざ
ま
な
神
々
や
英
雄
へ
の
供
犠
が
行
わ
れ
て
い

は た
全、事
然、実
現が
わ記
れ さ
て れ
い て
な お
いり

{共
犠
獣
と
し
て

「
羊
・
山
羊
・
豚
・
仔
羊
・
仔
山
羊
」
な
ど
が
見
え
る
。
然
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
「
牛
」

エ
ル
キ
ア
区
は
内
陸
部
に
在
り
ま
さ
し
く
「
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
農
民
」
を
主
体
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
地
域
自
治
体
で
あ
る
。
多
く
の

農
民
達
は
そ
れ
ぞ
れ
「
耕
牛
」
を
所
有
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
然
し
「
耕
牛
」

は
神
々
へ
の
供
犠
に
宛
て
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
他
方
こ
の
区
に
は
、
区
所
属
の
専
業
牧
牛
者
(
又
は
牧
牛
者
集
団
)

の
如
き
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
も
し
在
れ
ば
必
ず
区
の
祭

事
暦
に
「
牛
」

の
供
犠
へ
の
言
及
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
祭
事
暦
に
登
場
す
る
羊
・
山
羊
・
豚
は
ア
ッ
テ
ィ
カ
各
地
の
農
民
が
飼
育
し
て

い
た
家
畜
で
あ
り
、

エ
ル
キ
ア
区
の
農
民
達
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

の
如
き
供
犠
禁
制
は
全

(
小
型
家
畜
に
関
し
て
は

「
耕
牛
」

く
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
。
)
牧
牛
者
(
集
団
)
は
彼
等
の
自
治
体
内
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
彼
等
は
「
耕
牛
」
と
し
て
使
用
す
べ
き

牛
を
、
ど
こ
か
に
い
る
静
か
牧
牛
者
集
団
か
ら
購
入
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
牛
は
極
断
て
貴
重
な
財
官
で
あ
っ
た
。
因
み
に
ふ
や
卦
長

畜
の
供
犠
や
調
理
は
必
ず
し
も
専
門
の
屠
殺
技
術
者
や
専
門
の
料
理
人
を
必
要
と
は
せ
ず
、
当
り
前
の
ひ
と
び
と
が
自
ら
行
い
、
区
関
係

の
祭
事
で
は
恐
ら
く
「
区
長
」
が
自
ら
そ
の
仕
事
を
担
当
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
勿
論
こ
の
エ
ル
キ
ア
区
に
せ
よ
、
区
財
政
が

豊
か
で
あ
れ
ば
ど
こ
か
か
ら
美
事
な
牛
を
購
入
し
て
神
々
に
捧
げ
る
こ
と
が
出
来
た
筈
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
特
殊
な
場
合
に
限
ら
れ
る

た
め
、
通
常
例
を
示
す
こ
の
祭
事
暦
に
は
記
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

八
、
さ
て

「
パ
テ
l
区
系
の
エ
テ
オ
ブ

l
タ
ダ
イ
氏
族
」

の
問
題
に
立
ち
帰
ろ
う
。

こ
の
氏
族
と
「
牛
」
と
の
結
び
付
き
の
深
さ
は
、

「
キ
ュ
ノ
サ
ル
ゲ
ス
関
可
ロ
O
印

R
m
g
の
へ
ラ
グ
レ
ス
の
神
域
」

で
、
毎
年
「
メ
タ
ゲ
イ
ト
ニ
オ
l
ン
の
月
(
ほ
ぼ
八
月
)
」

に
催
さ
れ
た
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「
牛
と
若
者
達
と
の
格
闘
技
」

に
於
い
て
も
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

中
心
市
ア
テ
ナ
イ
東
南
郊
の

コ
ア
ィ
オ
メ
イ
ア
ロ
5
5冊
目
白
区
」

に
「
キ
ュ
ノ
サ
ル
ゲ
ス
の
へ
ラ
ク
レ
ス
の
神
域
」
が
在
り
、

こ
れ
を

中
心
と
す
る
祭
妃
団
体
と
し
て

枚
が
収
録
さ
れ
て
い
問
。
す
べ
て
前
回
世
紀
末
か
ら
前
三
世
紀
中
葉
に
か
け
て
の
碑
文
で
あ
る
。
講
中
の
構
成
員
の
所
属
区
は
、
「
パ
テ

l

「
メ
ソ
ゲ
イ
オ
イ
冨
2
c
m白山
O
F
」
と
呼
ば
れ
る
講
中
が
あ
っ
た
。
「
ギ
リ
シ
ア
碑
文
集
」
に
は
関
係
碑
文
四

ス
区
」

で、

「
キ
ュ
ダ
テ
ナ
イ
オ
ン
区
」
「
コ
ル
リ
ュ
ト
ス
区
」
及
び
中
心
市
西
郊
の

い
わ
ゆ
る
ア
ッ
テ
ィ
カ
内
陸
部
を
指
す
「
メ
ソ
ゲ
イ
オ
ン
」
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
講
中
に
於

の
人
々
の
役
割
は
極
め
て
大
き
く
、
関
係
碑
文
で
確
認
さ
れ
て
い
る
二
人
は
、
共
に
、
「
エ
テ
オ
ブ

l
タ
ダ
イ
氏
族
」

の
ほ
か
中
心
市
域
内
の

「
ケ
ラ
メ
イ

区
」
「
デ
ィ
オ
メ
イ
ア
区
」

にけ
属る
し「
てバ
し、3iテ

ると l
。区

ヘ
ラ
グ
レ
ス
の
祭
日
に
は

- 73ー

こ
の
講
中
は
「
へ
ラ
ク
レ
ス
の
神
域
」
周
辺
に
「
公
共
の
広
場
出
∞

0
5」
を
所
有
し
、

許
し
て
税
問
的
O
H
阻止

]8ロ
を
徴
収
し
そ
の
財
源
の
一
つ
と
し
て
い
た
。
と
も
あ
れ
こ
の
講
中
は
財
政
豊
か
で
、

一
般
の
人
々
に
商
取
引
の
場
と
し
て
そ
の
使
用
を

「
行
列

3
5
3」
を
繰
り
出
し
、
「
供
犠

FUB仲
間
」
を
挙
行
し
て
お
り
、
而
も
供
犠
に
は

ぎ
α巳
戸
」
「
食
肉
分
配
町
四
回
口
O
B
U」
な
る
用
語
か
ら
読
み
取
り
得
る
。

「
牛
」
を
使
用
し
て
い
た
事
実
が
「
牛
の
購
入

の
祭
日
に
は
、
若
者
達
が
牡
牛
と
格
闘
す
る
競
技
が
催
さ
れ
て
い
た
の
で
有
名

で
あ
っ
た
。
実
際
に
若
者
が
一
対
一
で
牛
と
格
闘
し
た
の
か
、
も
し
く
は
既
に
頭
を
斧
で
撲
た
れ
て
舞
れ
た
牛
を
祭
壇
に
持
ち
上
げ
る
力

較
べ
の
競
技
で
あ
っ
た
の
(
閥
、
両
説
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
か
か
る
競
技
が
行
わ
れ
て
い
た
。
恐
ら
く
相
当
な
数
の
牡
牛
が
用
意
さ
れ
た
の

と
こ
ろ
で
こ
の
「
キ
ュ
ノ
サ
ル
ゲ
ス
の
へ
ラ
ク
レ
ス
」

で
あ
ろ
う
。

で
は

「
牛
の
購
入

Z
宮町田」

は
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
碑
文
に
は
そ
の
具
体
的
な
記
載
は
な
い
。
然
し
こ

北
大
文
学
部
紀
要



ロH
U
o
-
広
三
即
日
(
デ
ィ

1
ポ
リ

l
ア
ス
タ
イ
)
に
つ
い
て
(
上
)

の
講
中
に
「
パ
テ

l
区
系
の
エ
テ
オ
ブ
l
タ
ダ
イ
氏
族
」
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
恐
ら
く
、
こ
の
氏
族
と
繋
り
の
深
い
「
デ
ィ

ー
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
」
が
飼
育
し
て
い
た
牛
群
の
中
か
ら

こ
の
祭
事
に
必
要
な
牛
が
何
頭
か
購
入
さ
れ
た
と
推
測
し
て
差
支
え
な
い
も

の
と
思
わ
れ
る
。

九
、
以
上
主
と
し
て

「
パ
テ
l
区
系
の
エ
テ
オ
ブ
l
タ
ダ
イ
氏
族
」
と
「
デ
ィ

i
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
と
の
連
関
性
に
つ
い
て
解
明
に

努
め
て
来
た
。
そ
の
実
体
が
未
だ
判
然
と
し
て
い
な
い
特
定
の
社
会
集
団
の
姿
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
の
試
み
は
、

や
は
り
試
行
錯
誤
を

重
ね
ざ
る
を
得
。
す
、
本
稿
が
冗
長
且
つ
散
漫
に
流
れ
て
い
る
点
は
、
諸
賢
に
お
詑
び
申
し
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
が
も
し
牧
牛
者
集
団
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
彼
等
は
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
ど
の
地
域
を
主
た
る
生
活
空
間
と

し
て
い
た
の
か
。
彼
等
が
牛
の

「
放
牧
地
」
と
し
て

「
平
地
」

の
み
な
ら
ず
「
山
地
」
を
活
用
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、

こ
れ
ま
で
の
検
討

か
ら
、

「
パ
テ
l
区
」
と
「
フ
リ
ュ
ア
区
」
と
に
ま
た
が
る
山
地
一
帯
が
彼
等
の
放
牧
地
と
し
て
浮
上
し
て
来
る
。

こ
れ
ま
で

「
パ
テ
l

-74ー

区
」
側
か
ら
、

の
側
か
ら
検
討
し
た
い
。

(
お
)

古
代
の
フ
リ
ュ
ア
区
が
現
在
の
(
U
Y

色
白
ロ
仏
巳
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
定
説
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
エ
テ
オ
ブ

l
タ
ダ
イ
氏
族
」
を
手
掛
り
に
考
察
し
て
来
た
の
で
、
次
に
「
フ
リ
ュ
ア
区
」

「
ヒ
ュ
メ
V

ト
ス
山
脈
」

の
北
西
限
が
終
り
、
「
ト
ゥ
ル
コ
ヴ
ニ
吋
。
ロ

H
F
o
g
E
H片
山
塊
群
」
(
こ
れ
は
中
心
市
の
東
郊
に
陀
立
す
る
リ
ュ

カ
ベ
ッ
ト
ス
山
を
南
限
の
飛
び
山
と
し
て
南
北
約
七
キ
ロ
に
亘
っ
て
走
る
山
脈
で
、
古
名
ア
ン
ケ
ス
モ
ス
〉
ロ
ロ

r
E
g
g
-
)
の
北
東
限
が

終
る
あ
た
り
の
平
野
部
に
位
置
す
る
。
古
代
の
「
ア
ト
モ
ノ
ン

k
r
F
B
Oロ
。
ロ
区
」

に
比
定
さ
れ
て
い
る
昌
国

5
5
H
の
南
約
四
キ
ロ
、

「
パ
テ

l
区」

に
比
定
さ
れ
て
い
る
〉
B
ゲ
巾

F
E
1
の
北
約
六
キ
ロ
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ブ
リ
ュ
ア
区
に
は
、
然
し
、

「
デ
ィ

l
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
」

の
み
が
居
住
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、

の
根
拠

む
地 し
の
ー ろ
ー 彼
ぷぉ等
\~v工

副
次
的

周
縁
的

こ
の
氏
族
の
記

な
存
在
で
あ
っ
た
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
区
は
「
リ
ュ
コ
ミ
ダ
イ

F
u
L
S
B広
田
山
氏
族
」



る
大
地
母
神
の
田
系
の
密
儀
宗
教
の
時

d
E片青山
gvが
存
在
し
、

り
、
土
地
は
肥
沃
で
農
産
物
豊
か
な
土
地
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
話
。

こ
れ
は
エ
レ
ウ
シ
ス
の
密
儀
よ
り
起
源
が
古
い
と
の
伝
承
さ
え
あ

「
リ
ュ
コ
ミ
ダ
イ
氏
族
」

に
属
す
る
家
々
が
こ
の
区
の
名
望
家
層
を
成
し
て
い
た
。
但
し
、

こ
の
「
リ
ュ
コ
ミ
ダ
イ
氏
族
」
と
「
パ
テ

i
区
系
の
エ
テ
オ
ブ

l
タ
ダ
イ
氏
族
」
と
の
姻
戚
関
係
の
存
在
を
示
す
史
料
は
未
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
区
で
「
デ
ィ

i
ポ
リ
ー
ブ

ス
タ
イ
」
が
重
き
を
な
し
て
い
た
と
の
証
拠
史
料
は
見
え
ず
、
む
し
ろ
本
稿
第
一
節
冒
頭
引
用
の
「
碑
文
断
片
」
に
よ
っ
て
初
め
て
彼
等

が
こ
の
区
に
共
有
地
を
所
有
し
て
い
た
事
実
が
判
明
し
た
、

と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
が
フ
リ

ュ
ア
区
に
連
関
を
持
ち
、
平
野
部
よ
り
も
む
し
ろ
「
山
地
」
を
主
と
す
生
活
を
営
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
、
地
図
を
見
れ
ば
何
よ
り
も
先
ず

の
山
塊
群
が
、
彼
等
の
生
活
の
場
と
し
て
候
補
に
上
げ
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
ト
ヮ
ル
コ
ヴ
ニ

(
古
名
ア
ン
ケ
ス
モ
ス
)
」

さ
き
に
述
べ
た
通
り
「
ト
ヮ
ル
コ
ヴ
ニ
」

の
南
端
に
突
起
す
る
山
が
海
抜
二
七
七
メ
ー
ト
ル
の

「
リ
ュ
カ
ベ
ッ
ト
ス
山
」

で
あ
り
、

西

- 75ー

南
約
二
キ
ロ
に
位
置
す
る
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
を
眼
下
に
眺
望
す
る
。

リ
ュ
カ
ベ
ッ
ト
ス
東
北
麓
に
「
パ
テ
l
区
」
が
在
り
、

こ
こ
は

「エ一ア

オ
ブ

i
タ
ダ
イ
氏
族
」

の
根
拠
地
で
あ
る
。
こ
の
氏
族
は
フ
リ
ュ
ア
区
内
の
誠
る
家
と
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
。
恐
ら
く
フ
リ
ュ
ア
区
内
に

共
有
地
を
持
つ

「
デ
ィ

l
ポ
リ
ー
ブ
ス
タ
イ
」

に
属
す
る
家
ら
し
い
。

「
エ
テ
オ
ブ

l
タ
ダ
イ
氏
族
」
が

「
ア
テ
ナ
・
ポ
リ
ア
ス
の
女
神

官
」
を
出
し
、

「
デ
ィ

I
ポ
リ

i
ア
ス
タ
イ
の
タ
ウ
ロ

l

ニ
ダ
イ
民
族
」

は
「
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
の
神
官
」
を
出
し
、

且
つ
そ
れ
ぞ

れ
の
神
官
・
女
神
官
が
司
る
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l

エ
イ
ア
祭
」
と
「
パ
ナ
テ
l
ナ
イ
ア
祭
」
と
の
内
的
連
関
性
は
極
め
て
強
い
。

二
つ
の
祭

は
共
に
大
量
の
牡
牛
・
牝
牛
の
供
犠
で
有
名
で
あ
り
、
供
犠
関
係
の
実
務
担
当
の
専
門
技
術
者
集
団
が
存
在
し
た
。

こ
の
専
門
技
術
者
集

団
は
牧
牛
者
集
団
で
あ
っ
た
と
の
可
能
性
が
高
い
。
彼
等
は
「
山
々
」
を
主
た
る
生
活
の
場
と
し
て
い
た
。
従
っ
て

「
フ
リ
ュ
ア
区
」
と

「
パ
テ

l
区
」
と
の
中
間
の
山
塊
群
「
ト
ゥ
ル
コ
ヴ
一
ご
が
彼
等
の
主
た
る
生
活
の
場
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
そ
れ
な
り
の
可
能
性

北
大
文
学
部
紀
要



口
町
唱
。
日
目
恒
三
回
目
(
デ
ィ
!
ポ
リ
l

ア
ス
タ
イ
)
に
つ
い
て
(
上
)

が
あ
る
。
誠
は
リ
ュ
カ
ベ
ッ
ト
ス
山
自
体
も
、
彼
等
の
放
牧
地
に
含
ま
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
、
彼
等
の
牛
群
が
こ
こ
か
ら
ア
ク
ロ
ポ

リ
ス
を
眺
望
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
の
考
え
方
は
、
考
古
学
的
史
料
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
可
能
性
を
持
つ
ρ

|

|

「
リ
ュ
カ
ベ

y

ト
ス
山
」
西
麓
の
垂
直
面
岩
壁
の
と

こ
ろ
に
、
(
現
在
の
道
路
の
二
・
三
一
メ
ー
ト
ル
上
手
で
大
き
な
洞
穴
の
下
部
に
)
岩
壁
を
削
っ
た
面
に
「
境
界

z
b」
な
る
文
字
が
刻

ま
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
は
、

に
、
こ
れ
と
向
か
い
合
わ
せ
に
、
同
じ
く
「
境
界

r
o
g印」

こ
の
す
ぐ
西
の
海
抜
一
五

0
メ
ー
ト
ル
の
小
丘

(ωnrxot
司

E
E
H
吋
52rSE--u)
東
側
の
岩
壁
面

の
文
字
、
が
刻
ま
れ
て
い
た
。

こ
の
二
個
一
組
の
境
界
標
碑
文
に
つ
い
て
、
初

め
て
公
表
し
た
の
・
巧
O
H
r
4
4
0
H
F

は
、
一
八
三
六
年
公
刊
の
著
書
の
中
で

め
の
も
の
」
と
の
推
測
を
下
し
た
と
云
う
。
小
丘
の
方
は
そ
の
後
磨
滅
甚
だ
し
く
現
在
は
再
確
認
不
可
能
な
状
況
に
あ
る
ら
し
い
が
、
前

「
と
も
に
、
放
牧
地
問
判
官
山
口
ぬ
唱
。
己
ロ
仏
の
境
界
付
け
の
た

者
に
つ
い
て
は
、
最
近
』
・

ω・叶
E
巳
が
「
区
の
境
界
標
ロ

2
5
同
2
0日」

キ

- 76ー

の
一
つ
で
あ
る
と
の
見
解
を
提
起
し
、
中
心
市
域
内
の

ユ
ダ
テ
ナ
イ
オ
ン
区
」
領
域
が
リ
ュ
カ
ベ
ッ
ト
ス
山
西
麓
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
、
と
の
判
断
を
下
し
て
い
(
日
。
然
し
彼
は
、

で
は
そ
の
区
と
ど
の
区
と
の
聞
の
境
界
標
な
の
か
に
つ
い
て
は
明
確
に
言
及
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
最
初
の
報
告
者
宅

2
r
d
g
E
F

の
推
測
通
り
に
「
放
牧
地
」
の
境
界
標
と
し
て
解
釈
し
、
碑
文
の
地
理
的
位
置
か
ら
判
断
し
て
、
リ
ュ
カ
ベ
ッ
ト
ス
山
を
含
む
ト
ゥ
ル
コ

ヴ
ニ
一
帯
の
放
牧
地
の
南
側
の
「
境
界
」
を
示
す
も
の
、
恐
ら
く
向
か
い
合
わ
せ
の
小
丘
の
そ
れ
と
一
対
で
放
牧
地
の
出
入
口
を
示
す
も

の
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
叶

E
E
の
見
解
を
尊
重
す
れ
ば
、
「
キ
ュ
ダ
テ
ナ
イ
オ
ン
区
」
と
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
の
放
牧

地
」
と
の
境
界
標
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
も
あ
れ
「
境
界
Z

H

O
凹
」
が
区
の
境
界
で
あ
り
、
地
形
的
に
片
方
、
が
「
平

こ
の
文
字
を
刻
む
岩
壁
面
を
起
点
と
し
て
一
定
の
範
囲
に
五
り
木
製
の
仕
切
り
が
続
い
て
、

山
地
放
牧
の
牛
や
羊
や
山
羊
な
ど
が
平
地
に
濫
り
に
立
ち
入
ら
ぬ
よ
う
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
と
の
推
測
が
可
能
で
あ
る
。

地
」
片
方
が
「
山
地
」

で
あ
る
と
す
れ
ば
、



上
記
の
通
り
「
ト
ゥ
ル
コ
ヴ
一
ご
を
デ
ィ

i
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
が
放
牧
地
と
し
て
活
用
し
た
山
塊
で
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
は
、
あ
く

ま
で
も
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
大
き
な
問
題
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で

「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
が
共
有
地
を
所
有
し
て
い
た

「
フ
リ
ュ
ア
区
」

に
再
び
立
ち
帰
り
そ
の
南
方
の

U~ 
地

目

を
向
け
よ
う
。

フ
リ
ュ
ア
区
南
方
の
「
ヒ
ュ
メ
ッ
ト
ス
山
脈
北
西
麓
」
す
な
わ
ち
イ
リ
ソ
ス
川
水
系
の
諸
源
流
が
山
脈
の
西
斜
面
を
流
れ
落
ち
て
、

リ

ュ
カ
ベ
ッ
ト
ス
山
の
東
方
約
二
キ
ロ
で
合
流
し
て

「
イ
リ
ソ
ス
川
」
と
し
て
纏
ま
る
あ
た
り
ま
で
の
地
域
も
「
山
地
」
放
牧
(
こ
と
に
牛

に
適
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
但
し
こ
の
地
域
を
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
、
が
生
活
の
場
と
し
て
い
た
と
確
定
し
得

る
証
拠
は
皆
無
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
推
測
の
手
掛
り
は
必
ず
し
も
絶
無
で
は
な
い
。

の
放
牧
)

リ
ュ
カ
ベ
ッ
ト
ス
山
か
ら
「
イ
リ
ソ
ス
川
」
を
越
え
て
東
南
約
三
キ
ロ
の
と
こ
ろ
に
、
海
抜
二
九
九
・
コ
一
メ
ー
ト
ル
の
山
、

「
ア
レ
ポ
ヴ

-77ー

ニ
〉
-m
℃。
4
0
ロロ日

(
u
F
5
E
σ
2
m
)」
、
が
あ
る
。

そ
の
山
頂
近
く
の
東
側
に
す
く
な
く
と
も
四
ケ
所
に
「

E
H
S
(境
界
ど
な
る
文
字
を

一
部
の
研
究
者
達
の
関
心
を
集
め
て
い
る
。

刻
ん
だ
自
然
の
岩
石
が
点
在
し
て
お
り
、
近
年
、

こ
の
境
界
標
石
グ
ル
ー
プ
の
報
告
者
。
σ
2
は
、
ヒ
ュ
メ
ッ
ト
ス
、
が
古
代
に
於
い
て
養
蜂
で
有
名
で
あ
っ
た
事
実
に
も
と
づ
き
、

を
養
蜂
所
の
境
界
標
と
解
釈
し
た
が
、
空
を
飛
ぶ
蜂
に
文
字
が
読
め
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
戸
田
口
包
。
ロ
は
こ
の

「
ア
レ
ポ
ヴ
ご
を
ロ

1
7
帝
政
期
下
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
公
有
地
関
係
の
一
碑
文
H
・

0
・
H
H
N
5
ω
切
に
現
わ
れ
る
「
ヒ
ュ
メ
ッ
ト
ス
に
面
す れ

5
2
5」

る
山

2
2
5
官
。
由
民
可
5
2
5
H・
4
・

g
・
)
に
相
当
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
「
ア
レ
ポ
ヴ
ご
は
「
公
有
の
山
々
。
品
門
前
a

(岨〉

の
一
つ
に
属
す
る
も
の
と
見
る
の
で
あ
り
、
境
界
標
石
グ
ル
ー
プ
は
公
有
地
内
の
区
劃
明
示
の
た
め
で
あ
っ
た
(
彼
は
、
問
題

地
形
上
か
ら
否
定
す
る
)
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
区
の
境
界
標
説
を
と
る

ω
g
E。ロ

の
標
石
を
何
ら
か
の
境
界
公
的
と
す
る
説
を
、

北
大
文
学
部
紀
要



U
J
o
-
-
田
丘
町
同
町
(
デ
ィ
ポ
l
リ
l
ア
ス
タ
イ
)
に
つ
い
て
(
上
〉

は
、
或
る
隣
接
す
る
二
つ
の
区
の
「
放
牧
地
官
民
E
m
Fロ
企
の
境
界
標
石
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
な
が
ら
、
結

論
は
留
保
し
て
い
る
。
同
じ
く
区
の
境
界
標
説
の
叶

E
E
は
「
上
ポ
タ
モ
ス
区
」
と
「
下
ポ
タ
モ
ス
区
」
と
の
両
区
の
相
互
の
境
界
と

や
は
り
結
論
を
留
保
し
て
い
る
。
結
局
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、

推
測
す
る
が
、

こ
の
両
区
の
比
定
そ
の
も
の
が
疑
問
を
含
む
の
で
、

こ
の

四
地
点
の
境
界
擦
の
グ
ル
ー
プ
に
関
し
て
、
そ
の
実
在
は
明
確
に
さ
れ
た
も
の
の
、
何
の
た
め
の
境
界
標
な
の
か
諸
家
が
推
論
を
試
み
て

は
い
る
が
、
決
定
的
な
、
説
得
力
あ
る
結
論
は
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
諸
説
の
う
ち
、

ω仲間己
O
ロ
の
「
農
地
ま
た
は
放
牧
地
の
境
界
標
」
と
す
る
解
釈
が
最
も
魅
力
的
で
あ
る
。
異
っ
た
地
域
集
団
の

牧
夫
達
は
こ
の
標
石
グ
ル
ー
プ
を
日
や
す
と
し
て
、
不
法
越
境
を
避
け
合
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
二
つ
の
隣
接
社
会
集
団
は
、
何
と

何
で
あ
っ
た
の
か
。
も
し
叶

E
E
の
上
・
下
ポ
タ
モ
ス
区
の
比
定
、
が
い
ま
だ
推
測
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、

こ
の
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境
界
標
グ
ル
ー
プ
を
も
っ
て

と
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

の
放
牧
地
と
の
境
界
を
示
す
も
の
、

ヒ
ュ
メ
ッ
ト
ス
山
脈
北
西
部
に
於
け
る
「
デ
ィ

l
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」
の
放
牧
範
囲
は
地
形
に
応
じ
て

こ
の
地
域
内
の
幾
つ
も
の
場
所
に
散
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
南
限
が
「
ア
レ
ポ
ヴ
一
こ
の
山
頂
ま
で
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ

り
、
そ
の
南
限
の
境
界
付
け
と
し
て
こ
の
標
石
グ
ル
ー
プ
が
使
わ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
但
し
、
こ
の
私
の
意
見
は
思
い
付
き
の
域

「
デ
ィ

I
ポ
リ
l
ア
ス
タ
イ
」

の
放
牧
地
と
「
(
上
?
)
ポ
タ
モ
ス
区
」

を
出
る
も
の
で
は
な
く
、

「
ト
ゥ
ル
コ
』
ワ
ニ
」

で
試
み
た
解
釈
を
「
ア
レ
ポ
ヴ
ご

に
適
用
し
た
に
過
ぎ
ず
、

両
者
共
に
一
つ
の
仮
説
と

し
て
、
諸
賢
の
御
批
判
を
乞
う
に
と
ど
ま
る
。
(
一
九
九

0
・
八
・
三
一
)

(
1
)
ω
同

Smo--
司
・
同
)
町
内
心
・
凡
町
内
E
h円~
H
S
Fに
HRhbNHミ
誌
苦
言
-

ロ
同
日
立
。
〉
回
出
回
問
。
・
(
H
S
O
)
H
V
・巳
p
d
g戸ロ
r
pロハ同《山田∞巴
m
O
R
E

-日ロ
r
o
H
)屯
o
F
u
巾ロ
q
u
h
四
円
田
門
戸
豆
唱
。
自
己
r
d司
目
白

}
U
1
m
H

ロL
O
H
。ロ

間，町田仲
C
M
V

向。片岡
r
i
m
-
m
何回ロ門
H
O
ロ
印
nr-田口門戸円四円四
-
u
l
-
-

こ
の

R

〈
H
O
H
O

何
百
円
山
め
へ
の
論
拠
は
、

H
W
Q
B
-
V向
-
N
H
O
u
ω

ド
ロ
己
弁
2
〉ロ
2ι-

N
N
H
F
切
さ
も

S
R・
で
あ
る
。
後
者
を
引
用
す
る
と
「
ブ
l
フ
ォ
ニ



ァ
。
ア
テ
ナ
イ
の
祭
、
多
数
の
牛
を
間
判
。
町
内
司
之
な
P
円
同
一
の
日
に
供

犠
す
る
こ
と
に
も
と
づ
く
。
」

ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
「
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
の
聖
域
」
に
関
す
る
考

古
学
研
究
の
成
果
と
し
て

ω
Z
Sロ
♂
の
・
司
・
喝
ミ
ミ
H
a
。し『

N
E
h

NV。
NtGE--
山
口
出
g
U
2
5
ω
ロ
R
L
O
B
O
E
-
ω
・
(SAC)
司-
U

可申

l
g・

H
F
G
H
2
4
~
E
S
H
(リ
ミ
ミ
ー
。
¥
N
U白
ミ
NN-S。詰
w
印
)
N
O
E田
匂
OH日目白田

(門司

O
∞
g
g
g
田
ロ
円
山
田
ロ
主
門
戸
同
)
・
山
口
出
2

3
江
田
・
〈
o-・
5
0
E
G
)

℃
・
巴
lH印・

ω
5
2ロ
∞
は
、

H
E
C
年
の
論
文
で
は
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ

ス
の
仲
骨
骨
わ
恥
舎
、
b
b
ト
骨
骨
か
わ
K

ヤ
ル
骨
子
ト
軒
下
い
わ
と
の
考

一
誌
を
試
み
て
お
り
、

H
E∞
年
の
論
文
で
は
ベ
リ
ク
レ
ス
期
以
降
は
こ
こ

で
の
牛
の
飼
育
に
関
し
て
は
不
明
と
一
言
っ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
ア
ク

ロ
ポ
リ
ス
の
最
高
地
点
で
、
パ
ル
テ
ノ
ン
の
東
北
に
「
ゼ
ウ
ス
の
祭

壇
」
が
存
在
し
た
事
実
は

ω同
ゆ
く
ゆ
ロ
∞
の
研
究
成
果
に
も
と
づ
く
。

(
2
)
ω
D
r
o
-
o司印
E
v
司
・
円
、
。
な
め
白
h、
nrh
に
ご
の
た
h
h
C
N
b町内角
2
2・

2
8
3
2
P
H叶
・
〉
・

σ・HH・。
.
H
U
-
N白
・
の

c--ロ・
2
・
H
C
H叶
・
口
町
-

O
E
4
2♂
し
「
・
出
-
C
3忌

b
N
h町、町、
3

2・
山
口
出
巾
由
匂
叩
片
山
由
・
〈

O
]
-
A
H

・

(
]
S
h
w
印

)
U
-
M由ー
lωH・

(

3

)

】)口同国ロ
Lw
。、・

2
円・ロ
-
N
0・
2
口・ロ・

ω
A
H

・

(
4
〉
但
し
、
こ
の

H
，

D
3同町
2
の
見
解
に
対
し
て
批
判
的
な
解
釈
も
提

一
部
さ
れ
て
い
る
。
吋
。
叩
市
民

2
ほ
、
本
稿
で
も
記
し
て
い
る
通
り
、

q
s
t弘一
E
向
日
「
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
の
神
宮
」
と
し
「
タ
ウ
ロ

l
ニ

ダ
イ
民
族
」
の
世
襲
を
説
く
。
然
し
、
司

g
g
E
8・
H

・
R
・
品
で
「
神

北
大
文
学
部
紀
要

官
遠
の
う
ち
の
或
る
者
す
な
わ
ち

q
o
昌
弘
ヒ
ヨ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の

を
重
視
し
て
、
向
。

cmbesH
「
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
の
神
官
」
と
は

決
定
し
難
く
、
「
タ
ウ
ロ

l
ニ
ダ
イ
氏
族
」
は
「
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ

ス
の
神
官
」
の
職
で
は
な
く
「
q
き
ち

e
s」
の
職
の
み
を
位
襲
し
た
、

と
解
釈
す
る
立
場
が
あ
る
。
∞
ロ
日
百
円
ロ
ロ
間
油
田
・
く

-APE-。
ロ
・
日
ロ
閉
山
-
E

開・

N
d〈四日
Z
H同
a
r
m
-
同・

(
H
U
E
)
ω
]
Y
H
8
0
i
E臼
・
換
言
す
れ
ば
「
デ

ィ
l
ポ
リ

l
ア
ス
タ
イ
」
の
う
ち
「
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
の
神
宮
」

に
就
き
得
る
の
は
「
タ
ウ
ロ

l
ニ
ダ
イ
氏
族
」
の
成
員
の
み
に
は
限
ら

れ
な
い
と
一
言
う
こ
と
に
な
る
。
最
近
で
は
、
の

R
Fロ
仏
、
か
、
「
ブ

l
フ

オ
ニ
ア
(
牛
殺
じ
の
祭
)
を
執
行
す
る
神
官
が
、
牛
殺
し
の
ゆ
え
に

q
E之
さ
の
旬
開

5
・同
-
M
∞・

5)
の
称
号
を
受
け
る
」
と
述
べ
、
「
タ
ウ

ロ
l
ニ
ダ
イ
氏
族
」
に
は
吾
一
日
一
反
し
て
い
な
い
。
。
但
円
目
白
同
門
「
閉
山
・

ω・ト「・

恥河内
N狩
芯
S
入
山

RHF。ミ
Hハて

s
h
3
h
r宮
内

bwNh叫

(

川

h
b
a帆
円

bhhHbqwNh.

山
口
出
ω
〉・

Z
0・
昌
・

(
5
E
)・日
u
・
5
叶
・
|
|
然
し
木
稿
第
一
節
に
引
用

し
た
史
料
A
か
ら
明
瞭
な
通
り
「
デ
ィ

l
ポ
リ

l
ア
ス
タ
イ
」
の
中
で

の
「
回
0
5
ヨ
5
と
の
特
権
的
地
位
は
疑
う
べ
く
も
な
く
、
祭
儀
に
於
け

る
牛
の
屠
殺
と
一
言
う
最
も
崇
高
な
役
割
を
担
当
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

や
は
り
、
「
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
の
神
宮
」
は
、
特
権
的
わ
家
柄
か

ら
出
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
吋
。
由
同
込
町
2
説
に
従
っ

て
置
き
、
後
日
改
め
て
再
検
討
を
試
み
た
い
と
思
う
。

(

5

)

吋
0
2
1
H叩
♂
。
、
・

2
F
d円四
C
ゲ

O口仲田巳曲目
w
]
Y
H
H
ω
l
H
U
W
u
円
2
4
2
・

ロ
-

V向
-

n

足
。
N
G
S
K
C
H町内」
1
2町三』ロ及。
5
・
(HH)wM内
Mハ
ロ
同
・
語
、
出
。
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was Lysistrata? in BSA. No. 50 (1955) p. 1-12.; Davies， 

]. K. Athenian Propertied Families. (1971) No. 4549. 

p. 169-173.， No. 7856. p. 270-271. cf. No. 9251. p. 348-

353. 

(也)Toep妊er，op. cit. p. 117.; Traill， The Political Orga-

nization. p. 48.‘Boutadai NW  of Kerameis'. 

(ト)Toepffer， 0 p. cit. loc. cit. 

(∞〉足L.J丈 1トー凶 fl~'H 1ト封。h一地、γ也巡QIDrakontides 

阪J(Davies， No. 4549) --¥1' 'J Q 世話--\1~畏 Q IKallias/Ha-
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p. 351. 
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引用地図は Baed巴ker乍 Greece4.Leipzig (1909)付図より。

Dipoliastaiの放牧圏(山地)想定図。但し，おおよその目印

しにとどまるものである。二つの山地放牧園の中間の平地部

Chalandri (~Phlya 区中心地)周辺の低湿地に，恐らく冬季

の生活地があったものと思われる。
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