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二
〇
一
七
年
に
上
梓
さ
れ
た
浦
野
聡
編
『
古
代
地
中
海
の
聖
域
と
社

会
』
は
、
タ
イ
ト
ル
通
り
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
古
代
末
期
以
降
ま
で

聖
域
に
つ
い
て
幅
広
く
論
じ
た
論
文
集
で
あ
る
。
こ
の
論
集
で
、
古

代
ギ
リ
シ
ア
の
聖
域
を
扱
う
第
一
部
の
最
初
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の

が
、
上
野
愼
也
氏
に
よ
る
論
考
「
郊
外
―
古
典
期
の
ア
テ
ー
ナ
イ
」
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
筆
者
の
管
見
の
限
り
、
こ
の
論
集
に
対
し
て
二
つ

の
書
評
に
加
え
、
寸
評
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
上
野
論
考
に
対
し
て

は
、
押
し
並
べ
て
い
ず
れ
も
評
価
が
低
い（

１
）。

例
え
ば
、
桜
井
万
里
子
氏

は
、
都
鄙
関
係
と
の
関
連
か
ら
ド
ゥ
・
ポ
リ
ニ
ャ
ッ
ク
の
研
究
と
上
野

論
考
の
類
比
を
指
摘
し
つ
つ
、「
た
だ
し
、
こ
の
『
郊
外
』
を
原
典
か

ら
掌
握
す
る
試
み
は
エ
ミ
ッ
クem

ic

な
方
法
だ
が
、
こ
こ
で
は
適
切

と
は
言
い
が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ド
ゥ
・
ポ
リ
ニ
ャ
ッ
ク
の
方
法
は
エ

テ
ィ
ッ
クetic

だ
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
る（

２
）。『

史
学
雑
誌
』
に
お
け

る
「
回
顧
と
展
望
」
で
の
竹
内
一
博
氏
に
よ
る
コ
メ
ン
ト
「
ア
ッ
テ
ィ

カ
の
聖
域
の
実
態
は
見
え
て
こ
な
い
」
も
同
様
の
趣
旨
で
あ
ろ
う（

３
）。

つ

ま
り
、
方
法
論
的
観
点
か
ら
、
上
野
論
考
に
対
し
て
強
い
疑
義
が
示
さ

れ
て
お
り
、
周
藤
芳
幸
氏
に
よ
る
評
か
ら
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
本
書

の
最
大
の
エ
ニ
グ
マ
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る（

４
）。

　

ド
ゥ
・
ポ
リ
ニ
ャ
ッ
クde Polignac

の
手
法
がetic

で
あ
る
一
方

で
、
上
野
の
手
法
がem

ic

で
あ
る
と
い
う
桜
井
の
指
摘
自
体
は
正
し

い
。
但
し
、
都
鄙
関
係
をem

ic

な
手
法
で
考
察
す
る
こ
と
自
体
が
何

故
、
不
適
当
な
の
か
は
、
こ
の
指
摘
だ
け
で
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
桜
井
の
指
摘
に
は
、
上
野
も
ド
ゥ
・

ポ
リ
ニ
ャ
ッ
ク
と
同
様
に
都
鄙
関
係
に
着
目
す
る
以
上
、etic

な
結
論

を
導
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
は
ず
と
い
う
前
提
が
言
外
に
存
在
す

る
の
で
は
な
い
か
。「
実
態
が
見
え
て
こ
な
い
」
と
い
う
竹
内
の
評
も

「
郊
外
」（
上
野
愼
也
「
郊
外
―
古
典
期
の
ア
テ
ー
ナ
イ
」（
浦
野
聡
編
『
古
代
地
中
海
の
聖
域
と
社
会
』
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ま
た
同
様
の
立
場
で
あ
ろ
う
し
、
周
藤
も
ま
た
、
上
野
自
身
の
言
葉
を

引
用
し
つ
つ
「
思
弁
的
な
復
元
で
あ
り
、
想
像
」（
96
頁
註
17
）
と
し

て
上
野
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
否
定
的
な
立
場
を
と
る（

５
）。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
の
三
名
の
評
者
は
、
一
般
的
な
史
学
研

究
の
枠
組
み
を
前
提
に
、
上
野
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
導

か
れ
た
結
論
が
思
弁
的
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
不
適
切
と
見
な
す
と
い

う
点
で
一
致
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
上
野
論
考
を
ど
う
評
価
す

る
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
書
評
の
趣
旨
に
は
一
定
の
理
解
が
で
き

る
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
方
で
、
何
某
か
の
前
提
違
い
を
含
ん
で
い
る
よ

う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
評
者
三
名
と
上
野
で

の
根
本
的
な
齟
齬
は
、
ま
さ
に
対
象
と
す
る
聖
域
の
措
定
の
仕
方
に
あ

る
。
評
者
三
名
は
ポ
リ
ス
と
聖
域
を
概
念
上
、
個
別
の
も
の
と
し
て
切

り
分
け
、
狭
義
的
な
意
味
で
のhieron/ hiera
す
な
わ
ち
神
殿
や
神
域

と
い
っ
た
も
の
の
実
態
解
明
を
期
待
し
て
い
る
と
想
像
さ
れ
る
（
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
上
野
論
考
に
続
く
師
尾
晶
子
氏
の
論
稿
が
十
二
分
に
そ

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る（

６
））。

他
方
で
、
詳
細
は
後
程
述
べ
る
が
、
上

野
の
聖
域
の
措
定
の
仕
方
は
、
あ
る
意
味
、
独
特
で
あ
る
。
上
野
論
考

の
魅
力
は
、
聖
域
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
敢
え
て
一
歩
引
い
た
と
こ
ろ

に
視
座
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
、
筆
者
は
理
解
し
て
い
る
。

　

上
野
論
考
は
、
確
か
に
標
準
的
な
史
学
的
論
考
か
ら
み
て
異
質
で
は

あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
異
質
性
が
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
の
み
顧
み
ら

れ
な
い
こ
と
も
、
適
当
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
、
筆
者

に
と
っ
て
も
上
野
論
考
は
率
直
に
言
っ
て
難
解
で
あ
り
、
十
全
に
理
解

し
得
た
と
は
今
現
在
も
考
え
て
い
な
い
。
た
だ
そ
れ
で
も
、
上
野
論
考

に
は
、
独
特
の
ア
プ
ロ
ー
チ
な
ら
で
は
の
ポ
リ
ス
の
聖
域
に
関
す
る
魅

力
あ
る
示
唆
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
点

が
看
過
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
遺
憾
に
思
い
、
そ
の
点
を
な
ん
と

か
掬
し
て
み
た
い
と
の
願
い
を
も
っ
て
、
力
不
足
は
感
じ
つ
つ
も
筆
者

な
り
に
「
謎
」
解
き
を
試
み
る
こ
と
、
こ
れ
が
こ
の
小
論
の
目
的
で
あ

る
。

　
二

　

ま
ず
、
上
野
が
本
論
考
で
目
的
と
し
た
と
こ
ろ
、
論
考
の
射
程
・
枠

組
み
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、

上
野
は
、「
聖
域
」「
神
域
」
の
前
提
と
な
る
「
聖
」
と
い
う
概
念
を
め

ぐ
る
言
葉
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
が
、
英
語
のsacred

と
も

ギ
リ
シ
ア
語
で
そ
れ
に
相
当
し
得
る
幾
つ
か
の
語
（
概
念
）
と
も
完
全

に
は
一
致
し
な
い
と
い
う
事
実
を
喚
起
し
、「
聖
域
」「
神
域
」
を
考
察

す
る
と
い
う
大
前
提
に
、
そ
の
方
法
論
的
な
陥
穽
を
指
摘
す
る
。
す
わ

な
ち
、
我
々
の
認
識
・
概
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
「
神
域
・
聖
域
」

を
も
っ
て
無
条
件
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
「
聖
域
」
を
抽
出
し
論
じ
る
な

ら
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
世
界
特
有
の
「
聖
域
」
を
構
成
し
つ
つ
も
我
々

の
認
識
か
ら
外
れ
る
諸
要
素
は
切
り
捨
て
ら
れ
看
過
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
、
本
来
、
着
目
さ
れ
て
然
る
べ
き
部
分
が
、
前
提
と
し
て

切
り
捨
て
ら
れ
る
可
能
性
を
意
味
す
る
。
よ
っ
て
、
日
本
人
と
し
て
日
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本
語
で
考
察
す
る
と
い
う
立
ち
位
置
か
ら
、
上
野
は
こ
の
方
法
論
的

陥
穽
を
回
避
す
べ
く
、「
我
々
の
目
に
も
聖
域
に
見
え
、
古
代
で
も
そ

う
呼
ば
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
考
察
す
る
」
と
い
う
枠
組
み
を
提
示
し
、

「
古
代
地
中
海
人
の
聖
域
の
在
り
方

0

0

0

を
考
え
」（
傍
点
引
用
者
）
る
こ
と

を
目
的
に
「
極
力
汎
用
性
の
高
い
事
象
」
と
し
て
ポ
リ
ス
に
着
目
す
る

と
い
う
基
本
姿
勢
を
示
す
（
50
頁
）。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
次
に
言
及
さ
れ
る
の
は
、
ポ
リ
ス
に
お
け
る

「
聖
（
な
る
も
の
）」
を
め
ぐ
る
様
々
な
空
間
（
認
識
）
や
事
象
の
例

示
で
あ
る（

７
）。

そ
れ
ら
は
畢
竟
、
神
々
と
人
間
と
の
関
係
性
を
介
し
て

存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
一
つ
の
前
提
と
し
て
上
野
は
「
ポ
リ
ス
は
ホ

シ
ア
ー
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
導
く
（
51
頁（

８
））。

そ
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
の

『
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
』
を
引
き
つ
つ
前
四
世
紀
の
ギ
リ
シ
ア
人
（
ア
テ
ナ

イ
人
）
の
思
考
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
こ
の
ポ
リ
ス
＝
ホ
シ
ア
概
念
が

当
時
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
ポ
リ
ス
（
国
家
）
の
理
念
に
と
っ
て
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
、
更
に
は
、
ホ
シ
ア
た
る
ポ
リ
ス
は
、
中
心

市
と
郊
外
田
園
部
と
い
う
二
つ
の
構
成
要
素
が
一
体
と
な
っ
て
成
立
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
。
こ
こ
ま
で
が
、「
は
じ
め
に
」
で
あ
る
。

　

上
野
が
考
察
の
主
題
に
据
え
た
ホ
シ
ア
な
る
概
念
は
、
古
代
ギ
リ
シ

ア
人
の
宗
教
を
論
じ
る
上
で
重
要
で
あ
る
が
難
解
で
も
あ
る
。
こ
こ

で
、
上
野
論
考
か
ら
一
度
離
れ
て
、
ホ
シ
ア
と
そ
の
対
概
念
ヒ
エ
ラ
に

つ
い
て
学
説
史
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
ホ
シ
ア
は
、
ア
テ
ナ
イ
で
財

源
区
分
の
概
念
と
し
て
は
前
五
世
紀
半
ば
か
ら
登
場
す
る（

９
）。

そ
し
て
、

「
ヒ
エ
ラ
と
ホ
シ
ア
」hiera kai hosia

と
い
っ
た
形
で
対
概
念
の
ヒ
エ

ラ
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
当
初
、
ア
テ
ナ
イ
市
民
団
の
国
庫
を
分
類
す

る
た
め
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
使
用
さ
れ
た
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
や
が

て
ポ
リ
ス
社
会
全
体
を
表
象
す
る
一
組
の
概
念
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
概
念
そ
れ
ぞ
れ
は
ど
の

よ
う
に
定
義
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ヒ
エ
ラhiera

は
、
形
容
詞hieros

か
ら
成
る
語
で
、LSJ

に
よ

れ
ば
、hieros

に
は
、ʻfilled w

ith or m
anifesting divine pow

er, 
supernatural; holyʼ

と
い
っ
た
意
味
が
示
さ
れ
て
い
る
。
よ
り
シ
ン
プ

ル
な
表
現
に
す
れ
ば
、「
神
の
／
神
に
属
す
る
」
と
い
っ
た
概
念
で
あ

る）
（（
（

。
名
詞
化
し
て
、
複
数
形
で
ヒ
エ
ラ
と
な
れ
ば
、「
聖
な
る
も
の
」、

「
捧
げ
も
の
」「
供
犠
」
と
い
っ
た
意
味
を
帯
び
、
単
数
形
ヒ
エ
ロ
ン

hieron

で
は
、「
神
殿
」
と
い
っ
た
意
味
を
担
う）

（1
（

。
ヒ
エ
ラ
は
、
お
お
0

0

よ
そ
0

0

「
聖
な
る
も
の
」
と
い
っ
た
概
念
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
だ
が
、
上
野
は
、
ホ
シ
ア
を
論
稿
の
中
心
的
な
対
象
に
据
え
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
対
概
念
と
し
て
の
ヒ
エ
ラ
に
つ
い
て
は
、
一
切
言
及

し
て
い
な
い
。
一
見
奇
妙
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
、
上
記
の
方
法
論
に

関
わ
る
意
図
的
な
回
避
で
あ
ろ
う
。
ヒ
エ
ラ
そ
の
も
の
か
ら
ヒ
エ
ラ
を

捉
え
よ
う
と
は
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

だ
が
そ
の
一
方
で
、
考
察
の
対
象
と
な
る
ホ
シ
ア
の
方
は
、
実
の

と
こ
ろ
一
層
、
理
解
が
難
し
い）

（1
（

。
ホ
シ
ア
を
完
全
な
「
世
俗
」secular

と
見
な
す
の
で
は
な
く
、
神
々
と
の
あ
る
種
の
関
係
性
を
認
め
る

C
onnor

やPeels
ら
の
見
解
が
、
今
日
で
は
大
勢
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
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れ
る
が
、
こ
れ
に
異
論
が
な
い
訳
で
は
な
い）

（1
（

。
上
野
は
、
ホ
シ
ア
に

「
人
倫
」
と
い
う
訳
語
を
充
て
て
い
る
（
51
頁）

（1
（

）。
人
間
の
領
分
で
あ
り

な
が
ら
、
人
間
の
領
分
を
越
え
た
も
の
と
の
関
係
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
成
り
立
つ
領

域
と
言
い
換
え
て
、
上
野
の
理
解
か
ら
大
き
く
外
れ
る
も
の
で
は
あ
る

ま
い
。
筆
者
な
り
の
理
解
で
敷
衍
す
れ
ば
ホ
シ
ア
と
は
「
神
々
に
認
可

さ
れ
た
人
間
の
自
由
裁
量
領
域
」
で
あ
る）

（1
（

。
す
な
わ
ち
、「
聖
な
る
も

の
」
あ
る
い
は
神
々
の
介
在
か
ら
一
切
免
れ
た
「
世
俗
」
で
は
な
い
。

　

こ
の
こ
と
は
、
ホ
シ
ア
そ
の
も
の
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
同
時
に
対

概
念
で
あ
る
ヒ
エ
ラ
と
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
に
関
わ
る
問
題
で

も
あ
る
。「
多
神
教
」
と
言
わ
れ
、
公
的
な
政
治
に
も
、
私
的
生
活
に

も
宗
教
的
要
素
が
複
雑
に
関
わ
っ
て
い
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
あ
っ
て
、

基
盤
と
な
る
ポ
リ
ス
共
同
体
が
「
ヒ
エ
ラ
―
ホ
シ
ア
」
と
表
現
さ
れ

る
時
、
そ
の
両
者
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
か）

（1
（

。
ホ
シ
ア
を
「
世
俗
」

secular

と
す
る
理
解
に
懐
疑
的
なSam

m
ons

は
、
そ
も
そ
も
古
代
ギ

リ
シ
ア
の
社
会
に
聖
俗
二
分
と
い
う
発
想
そ
の
も
の
の
欠
落
を
示
唆
し

つ
つ
、
ヒ
エ
ラ
と
ホ
シ
ア
か
ら
な
る
空
間
をʻthe total suffusion of 

G
reek society w

ith the gods and their concernsʼ

と
述
べ
、
ヒ
エ
ラ

と
ホ
シ
ア
を
神
の
関
与
の
レ
ベ
ル
の
違
い
と
説
い
て
い
る）

（1
（

。

　

論
考
の
主
題
に
関
わ
る
基
本
的
な
概
念
を
確
認
・
整
理
し
た
上
で
、

議
論
を
進
め
る
前
に
も
う
一
つ
確
認
し
て
お
く
べ
き
点
が
あ
る
。「
ヒ

エ
ラ
と
ホ
シ
ア
」
が
ポ
リ
ス
を
包
括
的
に
指
示
す
る
概
念
で
あ
る
と
上

記
で
は
述
べ
た
が
、
こ
の
前
提
に
反
し
て
上
野
は
、「
ポ
リ
ス
は
ホ
シ

ア
ー
」
だ
と
宣
言
し
て
い
る
（
51
頁
）。
ポ
リ
ス
＝
ホ
シ
ア
と
い
う
時
、

上
野
は
ヒ
エ
ラ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
ポ
リ
ス
と
い
う
空
間
に
ど
う
位

置
付
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ポ
リ
ス
の
中
に
狭
義
の
神
域
・
聖
域

hiera

が
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
上
野
自
身
こ
れ
を
了
解
し
て
い

る
こ
と
は
、「
ポ
リ
ス
に
聖
域
は
付
き
物
」（
50
頁
）
の
一
節
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
。
ポ
リ
ス
の
領
域
内
に
存
在
す
る
諸
神
域
、
こ
れ
ら
は
時
と

し
て
テ
メ
ノ
スtem

enos

と
も
表
現
さ
れ
る
。「
切
り
分
け
る
」
を
意

味
す
る
動
詞tem

nô

か
ら
の
派
生
形
で
あ
る
こ
の
語
は
、
ホ
シ
ア
な
る

空
間
か
ら
「
神
の
も
の
」
と
し
て
切
り
分
け
ら
れ
た
空
間
を
示
し
て
い

る）
（1
（

。
す
な
わ
ち
、
ポ
リ
ス
と
い
う
空
間
（
ホ
シ
ア
）
の
内
部
に
、
神
の

た
め
に
聖
別
さ
れ
た
空
間
（
ヒ
エ
ロ
ン
・
ヒ
エ
ラ
）
が
内
包
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
な
る
。「
ヒ
エ
ラ
と
ホ
シ
ア
」
が
ポ
リ
ス
空
間
全
体
を

表
象
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
両
者
は
並
列
関
係
に
は
な
く
、
中

心
市
と
郊
外
（
田
園
部
）
か
ら
な
る
ポ
リ
ス
と
い
う
空
間
に
視
野
を
限

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

定
す
れ
ば

0

0

0

0

、
ホ
シ
ア
が
ヒ
エ
ラ
を
包
摂
す
る
様
相
を
示
す
。
上
野
は
、

そ
の
独
自
の
問
題
設
定
か
ら
、
既
に
結
果
と
し
て
「
切
り
分
け
ら
れ
た

空
間
」
で
あ
る
聖
域
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
ポ
リ
ス

空
間
た
る
ホ
シ
ア
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
内
包
さ

れ
る
個
々
の
聖
域
・
神
域
は
、
議
論
の
背
景
に
退
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
前
提
を
踏
ま
え
て
、
上
野
は
第
一
節
の
冒
頭
で
、
ポ

リ
ス
＝
ホ
シ
ア
を
対
象
と
す
る
考
察
の
意
義
を
こ
う
提
示
す
る
―
「
聖
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域
た
る
ポ
リ
ス
の
様
態
と
動
態
を
観
察
す
る
手
が
か
り
が
こ
こ
に
あ

る
。
中
心
市
と
郊
外
と
の
関
係
を
探
る
こ
と
で
、
静
態
の
水
面
下
に
う

0

0

0

0

0

ご
め
く
力
学

0

0

0

0

0

が
垣
間
見
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
あ
る
と
き
に
は
郊
外
や

周
縁
部
が
主
導
し
、
あ
る
と
き
に
は
中
心
市
の
権
威
が
卓
越
し
て
、
聖

域
の
あ
り
方

0

0

0

を
決
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
」（
54
頁
：
傍
点
は
引

用
者
に
よ
る
）。
筆
者
な
り
に
、
こ
の
問
題
設
定
を
換
言
す
れ
ば
、
そ

れ
は
、
お
そ
ら
く
、
既
に
聖
域
・
神
域
と
し
て
確
定
さ
れ
た
場
を
考
察

の
対
象
と
す
る
の
で
な
く
、
ポ
リ
ス
＝
ホ
シ
ア
と
い
う
枠
組
み
の
中
、

中
心
と
周
辺
の
緊
張
関
係
の
中
で
、「
聖
域
」
が
ま
さ
に
生
成
さ
れ
る

「
場
」
の
様
相
あ
る
い
は
、
そ
の
過
程
―
す
な
わ
ち
動
態
―
を
捉
え
た

い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。「
壁
を
挟
ん
だ
中
心
市
と
郊
外
と
の

鬩せ
め

ぎ
合
い
」（
60
頁
）
も
ま
た
、
同
様
の
趣
旨
だ
ろ
う
。

　

近
年
、
ギ
リ
シ
ア
宗
教
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
中
心
的
な
学

説
の
位
置
を
占
め
て
い
たpolis religion

に
対
す
る
批
判
的
な
見
直
し

が
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
上
野
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
ま
た
、
ポ
リ
ス

に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
既
存
のoffi

cial religon

で
な
く
、
周
縁
的
で

personal

な
レ
ベ
ル
か
ら
ポ
リ
ス
宗
教
を
捉
え
直
す
も
の
と
し
て
、
近

年
の
ポ
リ
ス
宗
教
再
検
討
の
動
き
に
連
な
る
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き

る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

11
（

。

　

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
上
野
が
描
こ
う
と
し
た
の
は
、
ま
さ
に
「
枠
組

み
」
で
あ
る
。
我
々
の
「
聖
域
」
の
概
念
を
押
し
付
け
て
古
代
ギ
リ
シ

ア
本
来
の
「
聖
域
」
概
念
を
取
り
こ
ぼ
す
こ
と
な
く
、
掬
す
る
た
め
の

「
枠
」
な
の
だ
。
故
に
、
上
野
の
論
考
に
一
般
的
な
「
聖
域
」
を
求
め

て
も
空
振
り
に
終
わ
る
の
は
、
あ
る
意
味
、
当
然
の
帰
結
と
言
え
る
。

枠
の
内
部
に
収
ま
る
は
ず
の
「
聖
域
」
と
い
う
核
・
本
体
に
つ
い
て
、

上
野
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
意
図
的
に
論
じ
て
い
な
い
。
加
え
て

厄
介
な
の
が
、
動
態
の
抽
出
を
設
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
枠
組
み

を
担
保
し
つ
つ
も
、
動
態
的
な
、
す
な
わ
ち
不
定
形
の
「
空
間
」
は
、

い
っ
た
い
ど
う
し
た
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
る
な

ら
ば
、
容
器
の
中
で
絶
え
ず
揺
れ
動
く
液
体
の
よ
う
な
物
質
と
器
の
関

係
に
近
い
だ
ろ
う
か
。
上
野
が
採
っ
た
論
法
は
、
仮
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を

据
え
な
が
ら
、
そ
の
検
討
を
通
し
て
炙
り
出
す
よ
う
な
や
り
方
な
の
だ

と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
仮
の
コ
ン
テ
ン
ツ
が
、
プ
ラ
ト

ン
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
篇
の
冒
頭
部
、
イ
リ
ッ
ソ
ス
川
辺
で
の
ソ
ク
ラ
テ

ス
と
パ
イ
ド
ロ
ス
の
対
話
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
こ
の
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
篇
へ
論
考
を
導
く
糸
と
な
っ
て

い
る
の
が
、
牧
神
パ
ー
ン
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
行
論
も
、
パ
ー
ン
な

だ
け
に
い
さ
さ
か
ト
リ
ッ
キ
ー
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
野

は
、
ポ
リ
ス
＝
ホ
シ
ア
を
主
題
に
掲
げ
、
ポ
リ
ス
に
お
け
る
都
市
と
郊

外
と
い
う
二
構
成
要
素
の
緊
張
関
係
を
論
じ
、
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
か

ら
、
マ
ラ
ト
ン
と
い
う
地
が
、
マ
ラ
ト
ン
の
戦
い
を
経
て
、
い
か
に
中

心
と
の
関
係
で
変
容
し
て
い
っ
た
か
を
解
き
明
か
す
中
で
、
マ
ラ
ト
ン

伝
承
に
関
わ
る
パ
ー
ン
に
触
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
戦
い
の
際
の
伝
承

を
基
に
中
心
市
に
勧
請
さ
れ
た
パ
ー
ン
と
い
う
神
格
が
、
古
典
史
料
で

は
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
稀
な
こ
と
、
そ
の
稀
有
な
事
例
の
一
つ
に
プ
ラ
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ト
ン
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
篇
が
あ
る
と
し
て
、
こ
の
作
品
を
考
察
へ
と
導

い
て
い
る
。
や
は
り
、
聖
域
そ
の
も
の
の
話
で
は
な
い
。

　
三

　

上
野
は
、
ポ
リ
ス
と
い
う
空
間
の
動
態
的
な
緊
張
関
係
を
論
じ
る
た

め
、『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
に
お
け
る
対
話
の
場
面
を
取
り
上
げ
、
文
字
・

書
写
言
語
批
判
を
通
じ
て
、
そ
の
背
後
に
う
ご
め
く
、「
場
」
の
力
学

か
ら
、
そ
れ
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
故
に
表
向
き
、

議
論
の
俎
上
に
載
る
の
は
、「
教
え
よ
う
と
し
な
い
」
自
然
と
誰
に
で

も
同
じ
よ
う
に
語
る
文
字
と
の
対
照
性
―
そ
れ
は
、
畢
竟
、
ソ
ク
ラ
テ

ス
と
パ
イ
ド
ロ
ス
に
体
現
さ
れ
て
い
る
―
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
上
野
の

と
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
ま
さ
に
そ
の
真
価
を
発
揮
し
、「
哲
学
者
」

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
変
容
を
テ
キ
ス
ト
の
緻
密
な
解
析
か
ら
生
き
生
き
と
描

き
出
し
て
い
る
。

　

舞
台
の
中
心
と
な
る
の
は
、
中
心
市
か
ら
程
な
い
郊
外
、
イ
リ
ッ
ソ

ス
の
川
辺
。
裸
足
で
そ
の
地
に
赴
い
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
聴
覚
（
蝉
の

声
）、
嗅
覚
（
花
の
香
り
）、
視
覚
（
木
漏
れ
日
や
木
陰
）、
触
覚
（
川

の
水
の
冷
た
さ
、
風
、
草
の
肌
触
り
）
と
味
覚
以
外
の
全
て
の
感
覚
を

駆
使
し
て
、
そ
の
場
を
身
体
全
体
で
受
け
入
れ
て
い
る）

1（
（

。
そ
の
身
体
性

の
描
写
に
過
剰
な
ま
で
に
神
経
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
二
人
の
会
話
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
と

い
う
一
個
人
の
身
体
を
媒
介
と
し
て
、
そ
の
「
場
」
と
の
関
係
性
が
、

ま
ざ
ま
ざ
と
動
態
と
し
て
顕
現
す
る
様
を
読
者
は
、
上
野
の
読
解
を
通

じ
て
十
二
分
に
感
得
で
き
る
は
ず
だ
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
ホ
シ
ア

は
、
人
間
と
そ
れ
を
超
え
た
も
の
と
の
関
係
性
の
問
題
と
し
て
抽
出
さ

れ
る
。

　

自
然
を
感
じ
、
そ
れ
を
語
り
、
と
き
に
官
能
し
て
憑
依
に
さ
え
至
る

ソ
ク
ラ
テ
ス
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
当
時
の
平
均
的
な
ギ
リ
シ
ア
人
の

姿
、
宗
教
的
態
度
で
あ
っ
た
と
は
思
い
難
い
。
む
し
ろ
、
お
そ
ら
く
パ

イ
ド
ロ
ス
を
平
均
的
な
人
物
像
と
見
な
す
方
が
適
当
だ
ろ
う）

11
（

。
そ
う
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
篇
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
姿
は
、

平
均
的
な
ギ
リ
シ
ア
人
の
「
聖
」
に
対
す
る
態
度
の
水
面
下
に
潜
む
動

態
を
窺
う
手
が
か
り
と
し
て
貴
重
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ソ
ク
ラ

テ
ス
と
対
照
的
に
、
場
の
力
学
に
全
く
無
頓
着
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見

え
る
パ
イ
ド
ロ
ス
さ
え
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
の
や
り
と
り
の
中
で
、
感
情

が
高
揚
し
た
挙
げ
句
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
へ
の
揶
揄
を
込
め
―
お
そ
ら
く
本

人
に
は
自
覚
の
な
い
ま
ま
―
「
篠
懸
に
誓
」
う
（Pl. Phdr. 236 d- e

）。

両
者
の
断
絶
を
指
摘
す
る
上
野
（
73
頁
）
だ
が
、
隔
絶
し
て
い
る
か
に

見
え
る
両
者
も
、
イ
リ
ッ
ソ
ス
の
川
辺
と
い
う
「
場
」
を
介
在
と
し
て

揺
ら
ぎ
、
ほ
ん
の
一
時
で
あ
る
と
し
て
も
繋
が
り
を
見
せ
て
い
る
よ
う

に
も
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。「
場
」
の
動
態
は
、
一
個
人
と
い
う
パ
ー

ソ
ナ
ル
な
体
験
を
通
じ
て
立
ち
現
れ
る
が
、
一
個
人
の
身
体
で
完
結
す

る
閉
じ
た
体
験
で
は
な
く
、
時
と
し
て
他
者
・
共
同
体
と
の
繋
が
り
の

糸
口
と
も
な
る
開
か
れ
た
性
格
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い）
11
（

。
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上
野
が
論
じ
る
対
話
と
書
写
文
字
批
判
を
、
先
に
筆
者
は
、「
聖
な

る
空
間
」
の
動
態
的
様
相
を
論
じ
る
た
め
の
、
仮
に
措
定
さ
れ
た
コ
ン

テ
ン
ツ
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
翻
っ
て
考
え
て
み
る

と
、
こ
の
対
話
と
文
字
の
対
照
性
は
、
聖
域
の
力
学
に
も
当
て
は
ま
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
一
度
、
聖
域
と
さ
れ
た
空
間
は

―
文
字
と
同
じ
く
誰
に
と
っ
て
も
同
じ
意
味
を
持
つ
―
「
聖
」
な
る
も

の
と
し
て
存
在
・
機
能
す
る
（
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
）。
し
か
し
そ
の

一
方
、「
聖
性
」
を
感
得
さ
れ
な
が
ら
、
未
だ
聖
域
と
は
さ
れ
て
い
な

い
空
間
（「
場
」）
は
、
そ
こ
を
訪
れ
る
人
々
、
一
人
一
人
に
応
じ
て
、

空
間
と
し
て
の
「
現
れ
」
を
見
せ
る
。
こ
れ
は
、
文
字
に
拠
ら
な
い
対

話
に
比
例
し
う
る
だ
ろ
う
。

　

も
し
、
こ
の
比
例
が
、
正
鵠
を
得
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
上
野
が

そ
の
論
考
で
意
図
し
て
い
る
聖
域
を
巡
る
問
題
に
は
、
も
う
一
次
元
、

先
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
イ
リ
ッ
ソ

ス
川
辺
の
豊
か
な
自
然
が
、
訪
問
者
に
応
じ
て
、
聖
性
を
示
す
「
ゆ
ら

ぎ
」
の
「
場
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
、
相
手
に
よ
っ
て
変
化
す
る
言
葉
に

よ
る
対
話
と
比
例
し
う
る
も
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
既
に
確
定
し
た
聖

域
は
、
文
字
・
書
写
言
語
に
相
当
す
る
存
在
と
な
り
、
あ
る
種
の
聖
域

批
判
の
意
味
合
い
も
帯
び
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

と
な
れ
ば
、
さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
狭
義
的
な
聖
域
そ
の
も
の
を
対

象
に
論
じ
る
こ
と
を
避
け
た
意
図
が
見
え
て
こ
な
い
だ
ろ
う
か
。
文

字
、
そ
の
固
定
・
普
遍
性
が
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
と
同
時
に
ま
さ
に
そ
の

こ
と
が
デ
メ
リ
ッ
ト
で
も
あ
る
よ
う
に
、
聖
域
も
ま
た
固
定
的
で
あ
る

が
ゆ
え
の
問
題
を
孕
む
。
確
定
さ
れ
た
聖
域
も
そ
の
事
実
を
持
っ
て
永

久
不
変
的
に
「
聖
」
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
確
定
さ
れ
た
聖
域
か
ら

の
眼
差
し
は
時
と
し
て
、
そ
う
し
た
事
実
を
逆
説
的
に
捨
象
し
見
え
に

く
く
す
る
と
言
え
ま
い
か
。

　

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
捉
え
て
み
れ
ば
、
ポ
リ
ス
と
い
う
広
い
枠
組

み
か
ら
聖
な
る
も
の
の
動
態
を
捉
え
る
と
い
う
上
野
の
目
論
見
は
、
収

録
論
集
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
「
聖
域
」
の
重
要
な
論
点
を
提
起
す
る
も

の
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
加
え
て
、
上
野
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
事

例
に
明
ら
か
に
し
た
不
安
定
・
不
定
形
、
か
つ
パ
ー
ソ
ナ
ル
で
非
理
性

的
性
質
を
帯
び
た
憑
依
と
言
っ
た
よ
う
な
現
象
は
、
こ
れ
ま
でPolis 

R
eligion

と
い
う
枠
組
み
の
中
で
は
、
呪
術
的
要
素
と
と
も
に
、
亜
流

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に

近
年
、
従
来
の
枠
組
み
は
批
判
的
に
再
考
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
上
野

の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
固
定
的
、
共
同
体
的
（
公
的
）
な
性
格
に
偏
り
す

ぎ
た
こ
れ
ま
で
の
ギ
リ
シ
ア
宗
教
研
究
へ
の
態
度
に
一
石
を
投
じ
る
も

の
と
し
て
の
意
義
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う）

11
（

。

　
四

　

上
記
の
内
容
理
解
を
踏
ま
え
て
、
収
録
論
集
に
お
け
る
上
野
論
考
の

位
置
づ
け
と
そ
の
評
価
に
、
も
う
一
度
立
ち
戻
っ
て
み
よ
う
。
編
者
で

あ
る
浦
野
聡
氏
は
、「
古
代
地
中
海
聖
域
の
精
神
的
・
身
体
的
ト
ポ
グ

ラ
フ
ィ
ー
」
と
題
し
た
序
論
に
お
い
て
「
聖
域
の
起
源
に
関
す
る
こ
う
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し
た
新
た
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
―
す
な
わ
ち
、
聖
域
は
、
人
間
精
神

の
対
自
然
・
対
人
認
識
に
お
け
る
変
化
が
、
儀
礼
行
為
と
い
う
人
間
行

動
に
結
実
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
―
が
、
こ
ん
に
ち
の
学

界
で
広
く
支
持
を
集
め
つ
つ
あ
る
と
き
、
私
た
ち
は
、
そ
の
後
の
聖
域

に
お
い
て
も
、
そ
の
発
展
の
諸
相
に
、
人
間
社
会
に
お
け
る
精
神
活
動

と
身
体
活
動
の
相
互
の
関
係
（
こ
れ
を
「
精
神
と
身
体
の
ト
ポ
グ
ラ

フ
ィ
ー
」
と
呼
ぼ
う
）
の
動
態
を
よ
く
看
取
し
う
る
も
の
と
期
待
し
て

よ
か
ろ
う
し
、
こ
う
し
た
期
待
は
、
本
書
の
企
画
の
広
い
背
景
を
な
し

て
い
る
」（
4
―
5
頁
）
と
述
べ
、
論
集
の
射
程
に
触
れ
て
い
る
。
浦

野
は
、
こ
の
序
論
で
人
間
社
会
と
し
て
「
精
神
活
動
と
身
体
活
動
の

相
互
の
関
係
」
を
も
っ
ぱ
ら
共
同
体
レ
ベ
ル
か
ら
論
じ
て
は
い
る
も

の
の
、「（
精
神
と
身
体
の
）
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
（
ー
）」
や
「
動
態
」
と

い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
そ
の
ま
ま
上
野
論
考
と
響
き
あ
う
点
に
留
意

し
た
い
（
55
頁
）。
上
野
論
考
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
い
う
一
個
人
の
精

神
と
身
体
を
通
じ
て
郊
外
と
い
う
ト
ポ
ス
に
お
け
る
力
学
を
描
き
出
す

も
の
と
し
て
、
収
録
論
集
の
枠
組
み
に
し
っ
か
り
と
組
み
込
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

そ
し
て
、
上
野
論
考
と
こ
の
論
集
と
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
上
で
、

も
う
一
つ
着
目
し
た
い
の
が
、
同
じ
く
編
者
浦
野
に
よ
る
「
あ
と
が

き
」
で
あ
る
。
浦
野
は
、
こ
こ
で
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
で

「
壊
滅
的
な
被
害
」
を
受
け
た
「
鳥
の
聖
域
」（
バ
ー
ド
サ
ン
ク
チ
ュ
ア

リ
）
蒲
生
干
潟
と
い
う
鳥
獣
保
護
区
特
別
地
域
を
取
り
上
げ
る
。
東
日

本
大
震
災
と
そ
れ
に
伴
う
原
発
事
故
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
景
観
を
取
り

上
げ
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
た
い
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
と
二
十
一
世
紀
の

日
本
と
い
う
時
間
・
空
間
的
に
隔
絶
し
た
両
者
を
繋
ぐ
も
の
、
あ
る
い

は
、
古
代
地
中
海
世
界
に
お
け
る
聖
域
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
た
論
集
で
浦

野
が
「
あ
と
が
き
」
に
こ
れ
を
取
り
上
げ
た
意
図
は
な
ん
だ
ろ
う
か
。

筆
者
は
、
そ
れ
を
繋
ぐ
の
が
ま
さ
に
、
筆
頭
に
配
さ
れ
た
上
野
論
考
な

の
だ
と
理
解
し
た
い
。

　

鳥
と
聖
域
と
い
え
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
、
ア
テ
ナ
イ
で
も
思
い

出
さ
れ
る
事
例
が
あ
る
。
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
南
麓
の
ペ
ラ
ル
ギ
コ
ン

Pelargikon

だ
。
こ
こ
は
、
古
来
神
聖
不
可
侵
の
場
所
と
さ
れ
て
い
た
。

ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
開
始
に
あ
た
り
、
中
心
市
へ
の
疎
開
生
活
の
た
め

田
園
部
か
ら
多
数
の
人
々
が
押
し
寄
せ
た
際
に
は
、
禁
忌
と
な
っ
て
い

た
ペ
ラ
ル
ギ
コ
ン
に
も
人
々
は
入
り
込
み
仮
の
住
処
と
し
た
と
い
う）

11
（

。

十
年
後
の
ニ
キ
ア
ス
の
和
約
の
直
後
に
は
、
そ
こ
に
隣
接
し
て
治
癒
神

ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
の
神
域
が
テ
レ
マ
コ
ス
な
る
一
私
人
に
よ
っ
て
建
立

さ
れ
た
。
そ
の
経
緯
は
、
前
四
世
紀
初
頭
、
テ
レ
マ
コ
ス
に
よ
っ
て
そ

の
聖
域
に
奉
献
さ
れ
た
通
称
「
テ
レ
マ
コ
ス
記
念
碑
」
か
ら
窺
う
こ
と

が
で
き
る）

11
（

。
非
常
に
手
の
込
ん
だ
三
段
構
成
で
一
部
側
面
も
含
み
両
面

レ
リ
ー
フ
と
碑
文
と
で
構
成
さ
れ
た
こ
の
記
念
碑
最
上
段
の
レ
リ
ー
フ

に
は
、
当
該
神
域
へ
の
勧
請
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
裏
面
に
は

神
域
内
の
樹
木
に
停
ま
る
コ
ウ
ノ
ト
リ
（
ペ
ラ
ル
ゴ
スpelargos

）
が

彫
ら
れ
て
い
る
。
ペ
ラ
ル
ギ
コ
ン
と
のpun

に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ

が
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
元
来
、
そ
こ
は
コ
ウ
ノ
ト
リ
の
棲
ま
う
社
叢
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で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
神
域
整
備
の
経
緯
を
伝
え
る
当
該
碑
文
後

半
は
、
神
域
に
植
樹
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
も
触
れ
て
い
る）

11
（

。
だ
が
、
逆

に
言
え
ば
、
ペ
ラ
ル
ギ
コ
ン
を
含
め
こ
の
エ
リ
ア
に
は
、
前
五
世
紀
末

の
時
点
で
す
で
に
、
植
樹
を
必
要
と
す
る
程
度
に
、
本
来
の
社
叢
は
失

わ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い）

11
（

。

　

神
域
を
形
作
る
祭
壇
や
そ
の
他
の
建
築
物
の
遺
構
や
石
材
、
そ
こ
に

納
め
ら
れ
た
奉
納
碑
や
奉
納
品
（
レ
リ
ー
フ
・
彫
像
）
と
い
っ
た
も
の

は
、
完
全
な
形
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
一
部
は
我
々
の
手
元
に
残

り
、
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
往
時
に
お
い
て
そ
の
神
域

を
形
作
っ
て
い
た
の
は
、
そ
う
し
た
人
工
的
な
物
質
だ
け
で
は
な
か
っ

た
は
ず
だ
。
神
域
を
取
り
囲
む
社
叢
の
樹
々
、
そ
こ
に
降
り
注
ぐ
陽
射

し
が
落
と
す
木
漏
れ
日
と
木
陰
、
吹
き
抜
け
る
風
、
鳥
の
囀
り
、
蝉
の

声
。
人
間
と
人
間
を
取
り
巻
く
自
然
や
生
き
物
た
ち
と
の
共
生
と
い

う
観
点
か
ら
聖
域
の
あ
り
様
を
眺
め
て
み
れ
ば
、
上
野
が
取
り
上
げ

た
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
で
展
開
さ
れ
た
蝉
た
ち
（
か
つ
て
歌
好
き
の
人

間
で
あ
っ
た
と
い
う
）
が
集
う
篠
懸
の
川
辺
の
情
景
（Pl. Phdr.258 e-

259 d

：84-85

及
び
89
頁
）
も
ま
た
、「
あ
と
が
き
」
と
共
鳴
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
村
凌
二
氏
は
、
多
神
教
を
論
じ
た
書
の
一
節
で
、
古
代
多
神
教
的

な
宗
教
の
定
義
を
自
問
し
つ
つ
こ
う
記
す
。「
生
気
は
樹
木
や
草
花
を

な
び
か
せ
、
太
陽
の
光
彩
を
た
わ
む
れ
さ
せ
る
。
海
か
ら
吹
く
風
の
ざ

わ
め
き
は
ど
の
よ
う
に
響
く
の
だ
ろ
う
か
。
山
か
ら
覆
い
か
か
る
大
気

の
流
れ
は
ど
ん
な
香
り
を
は
こ
ん
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な

生
気
を
い
ろ
ど
る
も
の
、
そ
れ
は
目
に
見
え
な
い
も
の
に
形
を
与
え
な

が
ら
風
景
の
背
後
に
じ
っ
と
ひ
そ
ん
で
い
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
こ
そ
が
宗
教
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
は
な
い
か）

11
（

」。
こ
こ
に
上

野
論
考
と
通
底
す
る
感
覚
を
筆
者
は
見
出
す
。

　

そ
う
し
た
空
間
感
覚
を
直
に
体
験
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の

日
本
で
は
、
そ
う
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
近
隣
に
あ
る
神
社
に
赴
い

て
み
れ
ば
、
規
模
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
多
少
な
り
と
も
、
そ
の
感

覚
を
共
有
で
き
る
は
ず
だ
。
テ
メ
ノ
スtem

enos 

―
神
格
の
た
め
の
場

所
と
し
て
切
り
取
ら
れ
た
聖
な
る
空
間
―
そ
こ
は
、
祭
壇
や
神
殿
が
建

て
ら
れ
た
か
ら
神
域
と
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
聖
域
と
見
な
さ
れ
る

「
場
」
と
し
て
の
力
学
の
結
果
、
区
画
さ
れ
、
そ
こ
に
祭
壇
や
神
殿
が

建
て
ら
れ
た
と
い
う
、
こ
と
0

0

の
時
系
列
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
や
は
り
街
中
を
歩
い
て
い
る
と
た
ま
に
、

区
画
整
理
な
ど
何
ら
か
の
理
由
で
社
が
取
り
壊
さ
れ
、
さ
ら
地
と
な
っ

た
と
思
し
き
区
画
に
出
く
わ
す
こ
と
が
あ
る
。
片
隅
に
残
さ
れ
た
力
石

ら
し
き
石
な
ど
が
、
示
唆
的
に
佇
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
、
聖
性
を
醸

し
出
す
空
間
的
感
覚
は
な
く
、
た
だ
何
と
も
形
容
し
に
く
い
、
殺
風
景

で
ば
つ
の
悪
さ
を
引
き
起
こ
す
気
配
が
そ
こ
は
か
と
な
く
漂
う
。
聖
な

る
空
間
も
不
変
で
は
な
い
。
自
然
と
人
間
（
郊
外
と
町
）
と
の
関
係
の

中
で
揺
れ
動
く
、
や
は
り
動
態
と
い
う
こ
と
だ
。
イ
リ
ッ
ソ
ス
川
の
流

れ
が
淀
み
、
草
木
が
枯
れ
、
風
に
腐
臭
が
混
ざ
り
、
鳥
や
虫
が
姿
を
消

す
と
し
た
ら
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
憑
依
を
迫
っ
た
「
場
」
の
力
、
あ
る
い
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は
ニ
ュ
ン
ペ
ー
た
ち
は
、
ま
だ
そ
こ
に
存
在
し
た
だ
ろ
う
か）

11
（

。

　

既
に
聖
な
る
も
の
と
し
て
「
切
り
取
ら
れ
た
空
間
」
で
あ
る
「
神

域
」（
テ
メ
ノ
ス
）
か
ら
論
じ
る
こ
と
は
、
話
と
し
て
は
分
か
り
や
す

く
、
正
攻
法
で
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
社
会
変
化
の
中
で
変

容
・
衰
退
し
て
い
く
こ
と
も
史
料
状
況
に
よ
れ
ば
、
跡
付
け
て
い
く
こ

と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
上
野
が
問
題
と
し
た
の
は
、
そ
れ
未0

然0

の
様
態
、
あ
る
場
所
が
「
聖
な
る
空
間
」
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
く

ポ
リ
ス
と
い
う
「
場
」
の
生
成
の
あ
り
様
―
上
野
の
言
う
と
こ
ろ
の
力

学
―
で
あ
る
。
筆
者
な
り
の
言
い
方
を
す
れ
ば
聖
な
る
場
を
生
み
出
す

土
壌
と
も
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
、
考
察
が
思
弁
的
に
な
る
の
は
、
そ

れ
以
外
に
方
法
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
明
確
な
史
料
を
欠
く
問

題
、
そ
れ
で
い
て
「
聖
な
る
空
間
」
理
解
・
追
究
の
た
め
に
等
閑
に
付

す
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
修
辞
学
的
解
釈
を
通
じ
て

上
野
は
、
そ
の
禁
欲
的
で
消
去
法
的
な
方
法
論
を
、
唯
一
無
二
の
積
極

的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
昇
華
さ
せ
、
そ
の
核
心
に
迫
っ
た
―
少
な
く
と
も
迫

ろ
う
と
し
た
―
と
筆
者
は
評
し
た
い
。

　
　
参
考
文
献

B
olk, J. 2014. A

 ʻC
ovenantʼ betw

een gods and m
en: hiera kai hosia and the 

G
reek polis, in C. R

app &
 H. A. D

rake 

（eds.

）, The C
ity in the C

lassical and 

Post-C
lassical W

orld: C
hanging C

ontexts of Pow
er and Identity, N

ew
 York, 

C
am

bridge, 14-37.
C

onnor, W
. R. 1988. Sacred and Secular. H

iera kai hosia and the C
lassical 

A
thenian C

oncept of the State, Ancient Society 19, 161-188.
K

indt, J. 2012. Rethinking G
reek Religion, C

am
bridge.

K
indt, J. 2015. Personal R

eligon: A Productive C
ategory for the Study of A

ncient 
G

reek R
eligion?, JH

S 135, 35-50.
Lefantzis, M

. and Jensen, T. 2009. The A
thenian A

sklepieion on the South Slope 
of A

kropolis: Early D
evelopm

ent, ca. 420-360 B. C. in J. J. T. Jensen, G
. 

H
inge, P. Schultz 

（eds.

）, Aspects of Ancient G
reek C

ult: C
ontext-Ritual-

Iconography, A
arhus, Lancaster, 91-124.

Parker, R. 1996. Athenian Religion: a history, O
xford.

Peels, S. 2016. H
osios: a sem

antic study of G
reek piety, Leiden.

Polinskaya, I. 2013. A Local H
istory of G

reek Polytheism
: G

ods, People and the 

Land of Aigina, 800-400  BC
E, Leiden

Sam
ons II, L. J. 2000. Em

pire of the O
w

l: Athenian Im
perial Finance 

（H
istoria 

Einzelschriften 142

）Stuttgart.
Scullion, S. 2005. ʻPilgrim

ageʼ and G
reek R

eligion: Sacred and Secular in 
the Pagan Polis, in Elsner, J. and R

utherford, I. 

（eds.

）

 2005 

（repr. 2010

）, 
Pilgrim

age in G
raeco-Rom

an and Early C
hristian Antiquity: Seeing the G

ods, 
O

xford, 111-130.
Slater, W

. 2013. The V
ictorʼs R

eturn, and the C
ategories of G

am
es, in P. 

M
artzavou and N

. Papazarkadas, Epigraphical Approaches to the Pose-
C

lassical Polis, O
xford, 139-163.

浦
野　

聡
編　

二
〇
一
七
『
古
代
地
中
海
の
聖
域
と
社
会
』
勉
誠
出
版
．

桜
井
万
里
子 
二
〇
一
八
「
書
評
：
浦
野
聡
編
『
古
代
地
中
海
の
聖
域
と
社
会
』」『
史



「
郊
外
」
に
寄
せ
て

九
五

苑
』（
立
教
大
学
史
学
会
）
七
八
―
一
、
二
五
九
―
二
六
四
．

周
藤
芳
幸　

二
〇
一
八
「
書
評
：
浦
野
聡
編
『
古
代
地
中
海
の
聖
域
と
社
会
』」『
史
学
雑

誌
』
一
二
七
―
一
、
六
九
―
七
六
．

竹
内
一
博　

二
〇
一
八
「
回
顧
と
展
望　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ　

古
代
ギ
リ
シ
ア
」『
史
学
雑
誌
』

一
二
七
―
五
、
三
一
四
―
三
一
八
．

バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
・
Ｅ
．
一
九
八
九
『
イ
ン
ド=

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
制
度
語
彙
⑵ 

王
権
・

法
・
宗
教
』（
蔵
持
不
三
也 

他
訳
）
言
叢
社
．

本
村
凌
二　

二
〇
〇
五
『
多
神
教
と
一
神
教
―
古
代
地
中
海
世
界
の
宗
教
ド
ラ
マ
』
岩
波

書
店
．

師
尾
晶
子　

二
〇
一
七
「
奉
納
物
か
ら
み
た
聖
域
と
社
会
」（
浦
野
編　

二
〇
一
七
）、

　
　

一
〇
七
―
一
三
七
．

　
　
註

（
１
）　

周
藤
芳
幸　

二
〇
一
八；

桜
井
二
〇
一
八；
竹
内
二
〇
一
八
．

（
２
）　

桜
井　

二
〇
一
八
、
二
六
〇
．
尚
、
都
鄙
を
め
ぐ
る
ド
ゥ
・
ポ
リ
ニ
ャ
ッ
ク
の
説

は
、
近
年
、
批
判
を
受
け
て
当
初
の
説
か
ら
修
正
が
加
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。C

f. 
K

indt 2012, 32.

（
３
）　

竹
内　

二
〇
一
八
、
三
一
四
．

（
４
）　

周
藤　

二
〇
一
八
、
七
一
．

（
５
）　

周
藤　

二
〇
一
八
、
七
二
．

（
６
）　

師
尾　

二
〇
一
七
参
照
。

（
７
）　
「
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
競
技
会
優
勝
者
の
凱
旋
に
際
し
て
城
壁
を
こ
ぼ
っ
た
故
事
」（
50

─
51
頁
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
歴
史
的
信
憑
性
を
疑
う
見
解
も
あ
る
。C

f. Slater, 
2013.

（
８
）　

以
下
、
本
稿
で
は
直
接
引
用
以
外
で
は
「
ホ
シ
ア
」
と
表
記
す
る
。

（
９
）　C
onnor 1988, 165

に
よ
れ
ば
、
イ
カ
リ
ア
区
の
会
計
碑
文IG I 3253

（c. 450-
425 B. C.

）
が
最
初
期
の
用
例
と
な
る
。

（
10
）　C

onnor 1988, 170; B
lok 2014, 16. C

f. ［A
rist

］. Ath. Pol. 43. 6.

（
11
）　B

lok 2014, 17.

（
12
）　C

onnor 1988, 162; Sam
m

ons 2000, 328 n. 123.

（
13
）　C

onnor 1988, 163; B
lok 2014, 17; Peels 2016, 252.

（
14
）　

ホ
シ
ア
の
定
義
や
理
解
に
つ
い
て
は
、C

onnor 1988, 162; Sam
m

ons 2000, 
326 n. 117; B

lok 2014, 23; Peels 2016, 255-256

参
照
。
こ
れ
に
反
し
ホ
シ
ア
を

世
俗
と
み
る
見
解
と
し
て
、Scullion 2005, esp. 115 f.

参
照
。

（
15
）　

た
だ
し
、「
人
倫
」
に
振
ら
れ
た
ル
ビ
は
、「
ホ
シ
ア
ー
」
で
は
な
く
、「
ホ
シ
ア
」

と
な
っ
て
い
る
。

（
16
）　

バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト 1989, 191

及
び
、Parker 1996, 123-124 n. 9

参
照
。
両
者

の
ホ
シ
ア
の
捉
え
方
と
、
近
年
のB

lok

やPeels

ら
の
見
解
（
上
掲
註
13
）
と
で

は
、
表
面
的
に
は
同
一
見
解
に
見
え
る
も
の
の
、
筆
者
に
は
根
本
的
な
差
異
が
内
在

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
別
稿
に
委
ね
た
い
。

（
17
）　
「
多
神
教
」polytheism

と
い
う
概
念
の
問
題
に
つ
い
て
は
、Polinskaya 2013, 5

参
照
。

（
18
）　Sam

m
ons 2000, 325-326, n. 117.

（
19
）　

師
尾　

二
〇
一
七
、
一
〇
八
及
び
一
二
九
（
註
４
）
参
照
。

（
20
）　ʻoffi

cial

（polis

）religionʼ 

に
対
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、K

indt 2012

、
特
に

第
一
章
を
、personal religion

に
つ
い
て
は
、K

indt 2015

参
照
。

（
21
）　Pl. Phaedrus 230 c.

（
22
）　

こ
の
と
き
、「
た
ま
た
ま
」
裸
足
で
あ
っ
た
パ
イ
ド
ロ
ス
は
、「
都
市
の
人
」
＝
身

体
的
官
能
性
の
鈍
化
し
た
人
に
な
り
つ
つ
も
、
半
歩
、「
郊
外
」
に
ま
だ
身
を
置
く
、

そ
ん
な
存
在
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
対
照
的
で
あ
り
、
噛
み
合
わ
な

い
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
か
す
か
に
、
邂
逅
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
未
だ
備
え
て
い
る
人

物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
23
）　

パ
イ
ド
ロ
ス
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
同
じ
く
、
た
ま
た
ま
裸
足
で
あ
っ
た
こ
と
も
、

彼
の
意
識
よ
り
も
身
体
が
官
能
し
た
点
を
鑑
み
る
と
示
唆
的
に
思
わ
れ
る
。

（
24
）　C

f. K
indt 2012, esp. chap. 4. 

（
25
）　Thuc. 2.17.1.

（
26
）　SEG 47.232: IG II/ III 3

（4.2

）665.

（
27
）　

実
際
、
神
域
の
調
査
か
ら
神
殿
の
基
礎
に
掘
り
込
ま
れ
た
穴
が
九
つ
見
つ
か
っ
て



九
六

お
り
、
当
該
碑
文
に
記
さ
れ
た
植
樹
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
す
る
見
解
も
あ

る
。C

f. Lefantzis and Jensen 2009, 100. 
（
28
）　

当
該
神
域
は
、
前
五
世
紀
末
に
、
火
災
の
被
害
に
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い

る
。C

f. Lefantzis and Jensen 2009, 110.

（
29
）　

本
村　

二
〇
〇
五
、
六
．

（
30
）　

神
域
の
自
然
環
境
保
護
へ
の
ア
テ
ナ
イ
人
の
公
的
関
心
の
事
例
と
し
て
、
イ
リ
ッ

ソ
ス
川
汚
濁
禁
止
決
議IG I 3257 （c. 440-430 B. C.

）
を
参
照
。

　

本
研
究
は
J
S
P
S
科
研
費
、JP17 H02407, JP18 H03566

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で

す
。


	T5-縦085-096 愛大法文学部論集48（縦：齋藤）cs5

