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Riegl’s Perspective of Art History 

　　Alois Riegl（1858─1905）has been noted as one of the most profound art 
historians. In demonstrating the characteristics of his method, his masterpiece 
may be the famous “Spätrömische Kunstindustrie”（1901）. Why did Riegl 
select this unpopular period of “Late Roman” from the whole span of art 
history? Riegl grasped the most important significance of this period in his 
perspective of world history──that is, alternation of those two great 
civilizations. The nations that for a thousand and more years had led the 
development of civilization were about to renounce their positions; in their 
place several other nations moved for another thousand years up to the 
present day. And every piece of artworks in the period shines out suddenly in 
this vast persuasive perspective.
　　Having examined the conclusion of the above-mentioned book（in volume 
113 of this publication）, as a sequence of the same effort, I now take up its 
introduction. And, in order not to miss any detail in his reasoning, I have 
translated the whole into Japanese here.

The original text is as follows:
Einleitung, in: Alois Riegl, Spätrömische Kunstindustrie. Wien（1901）2. 

Auflage, 1927. S. 1─22.
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本
稿
の
目
的
は
後
段
に
置
く
一
文
の
翻
訳
紹
介
に
あ
る
。
芸
術
史
記
述
に
お
け
る
リ
ー
グ
ル
（A

lois R
iegl, 1858

─1905

）
の
洞
察
を
重

ん
じ
、
本
論
叢
第
百
十
三
集
で
は
一
九
〇
一
年
の
著
書
『
後
期
ロ
ー
マ
工
芸
』
の
末
章
を
独
立
の
傍
論
と
捉
え
て
翻
訳
紹
介
し
、
こ
れ
を

承
け
て
第
百
十
六
集
で
は
、
同
書
一
九
二
七
年
再
版
刊
行
の
機
会
に
公
表
さ
れ
た
カ
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
＝ヷ
イ
ン
ベ
ル
ク
（G

uido K
aschnitz 

von W
einberg, 1890

─1958
）
一
九
二
九
年
の
書
評
『
後
期
ロ
ー
マ
工
芸
』
の
全
文
を
、
リ
ー
グ
ル
批
判
の
一
古
典
に
目
さ
れ
て
い
る
詳

密
な
方
法
論
議
と
し
て
翻
訳
紹
介
し
た
。
こ
う
し
て
並
ぶ
二
篇
を
改
め
て
顧
み
る
と
、
こ
と
に
カ
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
の
理
解
に
は
リ
ー
グ
ル
の

構
想
全
体
を
明
示
す
る
文
章
が
欲
し
く
な
り
、
こ
れ
は
外
な
ら
ぬ
著
書
『
後
期
ロ
ー
マ
工
芸
』
の
「
序
（Einleitung

）」
で
あ
る
と
確
信
、

リ
ー
グ
ル
が
文
中
お
の
れ
の
造
語
「
芸
術
意
思
（K

unstw
ollen

）」
を
み
ず
か
ら
初
め
て
語
り
明
し
て
重
要
と
さ
れ
て
き
た
箇
所
の
あ
る

こ
と
も
思
直
さ
れ
、
前
二
回
に
続
け
て
首
尾
を
一
貫
さ
せ
る
作
業
と
し
て
当
の
「
序
」
の
全
文
を
こ
こ
に
翻
訳
す
る
。

　
リ
ー
グ
ル
の
大
著
に
は
す
で
に
井
面
信
行
教
授
に
よ
る
邦
書
『
末
期
ロ
ー
マ
の
美
術
工
芸
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
二
〇
〇
七
年
）
が
公
刊

さ
れ
て
い
る
。
必
読
の
名
著
と
謳
わ
れ
な
が
ら
名
の
み
の
難
解
書
百
年
を
経
て
、
い
ま
で
は
誰
に
で
も
容
易
く
全
頁
各
頁
を
開
く
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
り
、
御
労
作
に
深
い
敬
意
を
寄
せ
て
い
る
身
で
あ
る
こ
と
に
渝
り
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
、
近
し
さ
を
増
し
た
古
典
そ
の
も

の
の
声
も
い
よ
い
よ
重
く
痛
切
に
響
き
、
機
会
あ
ら
ば
と
古
典
は
そ
の
時
そ
の
つ
ど
新
た
な
変
貌
つ
ま
り
新
た
な
翻
訳
を
求
め
て
い
る
と

の
気
持
を
抑
え
難
く
な
る
。

　
枢
要
な
語K

unstw
ollen

の
扱
い
は
好
例
と
な
ろ
う
。K

unstw
ollen

は
リ
ー
グ
ル
の
新
造
語
で
あ
っ
て
、
辞
書
内
で
は
伝
統
的
に

記
載
の
語
で
な
い
。
名
詞
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
あ
っ
さ
り
概
念
と
し
て
よ
い
の
か
。

　
右
の
井
面
訳
で
はK

unstw
ollen

は
「
芸
術
意
志
」
と
移
さ
れ
て
い
る
。
学
術
的
文
章
内
で
は
意
味
伝
達
の
た
め
に
「
概
念
」
な
る
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語
の
使
用
は
便
利
で
あ
り
、
明
晰
か
つ
判
明
に
し
て
定
義
可
能
の
領
域
を
も
つ
、
等
々
の
手
掛
り
で
、
い
と
も
安
直
に
種
々
い
か
が
わ
し

い
「
概
念
」
が
登
場
し
か
ね
な
い
。
だ
が
「
意
志
」
と
な
れ
ば
、
こ
れ
はder W

ille

［
独
語
］
そ
の
他
の
永
い
歴
史
を
も
つ
語
で
あ
り
、

心
理
学
や
諸
学
に
お
い
て
も
学
術
的
吟
味
を
経
て
重
用
さ
れ
て
き
た
「
概
念
」
と
捉
え
て
咎
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
こ
う
し
て
訳
語

「
芸
術
意
志
」
は
一
瞥
た
ち
ま
ち
歴
史
深
き
概
念
史
に
組
込
ま
れ
て
、
あ
る
い
は
厄
介
で
無
用
の
簡
便
さ
と
複
雑
さ
と
を
身
に
纏
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。

　
造
語
の
主
リ
ー
グ
ル
は
、
こ
の
術
語
を
説
く
「
序
」
に
お
い
てK

unstw
ollen

を
「
概
念
」
と
は
呼
ん
で
い
な
い
。
こ
の
点
を
重
ん

じ
て
後
年
の
鋭
敏
に
し
て
慎
重
な
論
者
ペ
ヒ
ト
（O
tto Pächt, 1902

─1988

）
は
、
英
訳
例artistic w

ill, form
-w

ill, w
ill-to-form

を
挙
げ
、「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
翻
訳
が
顧
慮
し
損
ね
て
い
る
の
は
、
リ
ー
グ
ル
の
言
葉
はK

unstw
ille

で
な
くK

unstw
ollen

で
あ
り
、

こ
の
語
を
字
義
通
り
に
移
せ
ばthat w

hich w
ills art

（
芸
術
を
欲
す
る
も
の
）
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
厄
介
な
こ
と
に
、
こ
の

術
語
が
リ
ー
グ
ル
自
身
に
と
っ
て
も
新
た
な
問
題
の
生
じ
る
に
つ
れ
て
紛
れ
も
な
く
意
味
を
変
え
て
い
る
、
と
い
う
事
情
が
加
わ
る
」
と

明
言
す
る
（A

lois R
iegl. in: B

urlington M
agazine, V

ol. 105, 1963. p. 188

─193.

邦
訳
書
『
ヴ
ァ
フ
ィ
オ
の
杯
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
二
〇

〇
八
年
）
所
収
二
五
四
頁
）。
こ
の
示
唆
に
従
いW

ollen
は
他
動
詞w

ollen

［
欲
す
る
］
の
動
名
詞
で
あ
る
と
捉
え
れ
ば
、
こ
の
動
詞
の
活

動
的
作
用
の
範
囲
は
画
定
し
難
く
広
狭
漠
然
と
拡
が
り
、
定
義
可
能
な
領
域
は
見
え
ず
、
こ
こ
に
「
概
念
」
を
立
て
る
こ
と
は
無
理
と
な

る
。
こ
う
し
て
古
来
「
意
志
」
で
な
く
「
意
欲
」
が
採
ら
れ
て
「
芸
術
意
欲
」
の
訳
語
も
一
伝
統
に
な
っ
て
き
た
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
邦
国
に
お
け
る
学
問
史
を
想
い
つ
つ
、
も
う
ひ
と
つ
の
訳
語
を
こ
れ
ま
で
用
い
て
き
た
が
、
本
考
で
もK

unstw
ollen

に
は

「
芸
術
意
思
」
の
訳
語
を
置
く
。
こ
の
一
訳
語
選
択
に
お
け
る
相
違
だ
け
で
も
新
訳
の
努
力
は
無
意
義
で
な
く
、
好
機
の
生
じ
る
た
び
今

後
も
続
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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さ
て
「
芸
術
史
の
著
作
、
し
か
も
少
し
も
人
気
の
な
い
発
展
期
を
扱
っ
た
著
作
」
と
カ
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
＝ヷ
イ
ン
ベ
ル
ク
は
書
評
を
書
出

し
て
い
た
が
、
確
か
に
、
リ
ー
グ
ル
の
真
意
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
ま
さ
し
く
こ
の
真
意
が
リ
ー
グ
ル
自
身
の
言
葉
で
淀
み
な
く
語
ら

れ
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
「
序
」
の
本
領
で
あ
る
。

　
時
代
区
分
は
歴
史
記
述
の
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
オ
メ
ガ
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
事
情
を
リ
ー
グ
ル
は
易
し
く
以
下
の
ご
と
く
述
べ

て
い
る
─
─
「
筆
者
の
ご
と
く
、
発
展
に
は
退
歩
も
な
け
れ
ば
静
止
点
も
な
い
ど
こ
ろ
か
一
切
は
絶
え
ず
前
方
へ
流
れ
る
、
と
の
確
信
に

貫
か
れ
て
い
る
人
は
、
一
芸
術
期
を
画
期
不
動
の
枠
内
に
閉
込
め
る
の
は
恣
意
そ
の
も
の
と
感
じ
る
に
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
個
々
の

芸
術
期
を
区
別
し
た
い
と
企
て
な
け
れ
ば
、
発
展
へ
の
明
晰
な
洞
察
は
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
ひ
と
た
び
発
展
の
全
史
を

個
々
の
時
期
へ
区
分
す
る
と
決
め
る
や
、
ど
う
し
て
も
各
時
期
に
は
始
点
を
も
終
点
を
も
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味

で
私
は
、
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
期
を
挟
む
境
界
と
し
て
の
ミ
ラ
ノ
勅
令
（
紀
元
三
一
三
年
）
お
よ
び
カ
ー
ル
大
帝
治
世
開
始
（
紀
元
七
六
八
年

［
フ
ラ
ン
ク
王
即
位
］）
と
い
う
選
択
も
正
当
化
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
」（
本
考
六
八
─
六
九
頁
）。

　
こ
う
し
て
四
百
五
十
年
に
わ
た
る
年
月
が
一
時
期
と
し
て
纏
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
専
門
的
研
究
に
向
わ
ぬ
身
に
、
教
科
書
用
年

表
を
手
に
し
て
思
浮
ぶ
の
は
ど
の
よ
う
な
時
期
で
あ
ろ
う
か
。
勅
令
に
よ
り
公
認
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
活
動
が
表
立
ち
、
ほ
ど
な
く
国

教
に
も
昇
格
だ
が
、
三
七
五
年
フ
ン
族
の
西
進
に
押
さ
れ
た
西
ゴ
ー
ト
族
が
ド
ナ
ウ
河
の
南
へ
移
っ
て
「
民
族
大
移
動
」
の
開
始
、
ゲ
ル

マ
ン
諸
族
も
ラ
イ
ン
河
を
越
え
始
め
る
こ
ろ
、
ロ
ー
マ
帝
国
は
不
和
に
よ
り
三
九
五
年
東
西
に
分
立
、
四
七
六
年
西
ロ
ー
マ
帝
国
は
皇
帝

が
い
な
く
な
っ
て
廃
絶
で
あ
る
。
東
ロ
ー
マ
帝
国
は
独
自
の
展
開
で
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
（
皇
帝
在
位
五
二
七
─
五
六
五
年
）
の
盛
時
も
見

る
が
、
ア
ラ
ビ
ア
に
マ
ホ
メ
ッ
ト
（
五
七
一
─
六
三
二
年
）
が
現
れ
て
イ
ス
ラ
ム
教
が
成
立
、
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
死
後
サ
ラ
セ
ン
帝
国
の
大
発

展
は
た
ち
ま
ち
地
中
海
西
半
を
も
抑
え
て
、
西
欧
へ
の
物
資
流
入
も
不
自
由
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
旧
西
ロ
ー
マ
帝
国
領
内
の
社
会
経
済

的
荒
廃
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
こ
こ
か
ら
新
た
な
興
隆
の
生
じ
る
の
は
い
つ
か
。
ゲ
ル
マ
ン
人
の
一
枝
フ
ラ
ン
ケ
ン
諸
族
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を
統
合
せ
る
フ
ラ
ン
ク
王
国
が
成
り
、
三
百
年
近
く
経
て
、
国
王
に
カ
ー
ル
が
即
位
、
後
年
ロ
ー
マ
で
西
ロ
ー
マ
皇
帝
と
し
て
戴
冠
す
る

の
が
八
〇
〇
年
で
あ
り
、
以
後
は
確
か
に
新
た
な
世
界
の
開
け
る
様
子
を
想
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
リ
ー
グ
ル
は
全
期
を
前
後
に
二
分
し
、
公
刊
で
き
た
著
書
第
一
部
で
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
ま
で

の
前
半
期
を
扱
う
に
留
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
明
言
さ
れ
た
右
の
四
百
五
十
年
内
に
大
方
の
わ
れ
わ
れ
は
何
か
輝
か
し
い
芸
術

史
上
の
名
品
を
即
座
に
名
指
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ウ
ェ
ス
ウ
ィ
ウ
ス
火
山
の
爆
発
は
紀
元
七
九
年
の
往
昔
で
あ
り
、
ポ
ム
ペ
イ
の
遺
例
は

画
期
の
枠
外
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
美
術
と
呼
ば
れ
る
諸
作
が
立
並
ぶ
の
は
な
お
先
の
こ
と
と
し
て
よ
い
。
や
は
り
カ
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
＝ヷ

イ
ン
ベ
ル
ク
の
「
少
し
も
人
気
の
な
い
発
展
期
」
と
い
う
評
語
は
い
ま
で
も
当
っ
て
い
る
の
で
な
い
か
。

　
こ
の
消
極
的
姿
勢
へ
の
衝
撃
と
な
る
の
が
リ
ー
グ
ル
の
洞
見
で
あ
り
、「
序
」
の
結
尾
の
最
終
二
段
で
あ
る
─
─
「
こ
の
時
代
が
世
界

史
の
こ
れ
ま
で
書
損
ね
て
き
た
最
も
大
切
な
時
代
に
算
え
ら
れ
る
こ
と
に
は
誰
も
異
存
あ
る
ま
い
。
人
類
の
普
遍
的
文
化
運
動
に
お
け
る

指
導
権
を
一
千
年
以
上
に
わ
た
り
握
っ
て
き
た
民
族
が
、
こ
れ
を
ま
さ
に
手
放
そ
う
と
し
て
い
る
。
傍
ら
に
押
寄
せ
て
い
る
の
は
あ
れ
こ

れ
別
の
、
何
百
年
か
前
に
は
名
前
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
民
族
で
あ
る
。
有
史
以
来
通
用
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
、

神
の
本
質
に
つ
い
て
の
直
観
と
か
神
の
対
可
視
世
界
関
係
に
つ
い
て
の
直
観
な
ど
が
、
搖
り
動
か
さ
れ
見
棄
て
ら
れ
て
、
新
た
な
直
観
に

取
替
え
ら
れ
、
こ
の
新
た
な
直
観
に
ま
た
も
や
今
日
に
至
る
ま
で
の
一
千
年
の
持
続
が
与
え
ら
れ
る
定
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
二
つ
の

世
界
年
が
相
分
れ
る
と
い
う
よ
う
な
発
酵
の
時
代
に
生
じ
て
、
ほ
と
ん
ど
見
渡
せ
ぬ
無
数
の
芸
術
遺
例
が
現
存
し
、
作
者
も
年
代
も
大
方

は
不
明
な
が
ら
、
当
時
の
精
神
状
態
の
隈
な
く
波
立
て
ら
れ
た
性
格
を
忠
実
に
映
し
て
い
る
。
…
…
［
幾
つ
も
の
障
害
］
に
も
か
か
わ
ら

ず
研
究
成
果
公
表
に
、
も
は
や
躊
躇
は
な
ら
ぬ
と
信
じ
た
の
は
、
こ
の
試
論
の
成
功
へ
の
確
信
を
主
と
し
て
私
の
気
持
か
ら
得
て
い
る
ゆ

え
に
で
あ
る
。
こ
の
気
持
と
は
、
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
作
品
の
そ
れ
ぞ
れ
を
観
照
の
つ
ど
例
外
な
く
、
当
の
作
品
の
感
覚
的
外
観
か
ら
、
他

で
は
古ク

ラ
シ
ク典

作
品
か
ル
ネ
サ
ン
ス
作
品
に
し
か
な
い
、
あ
の
同
じ
抗
い
得
ぬ
内
的
必
然
性
の
刻
印
が
輝
い
て
く
る
知
覚
の
こ
と
で
あ
る
」
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（
本
考
七
一
─
七
二
頁
）。

　
リ
ー
グ
ル
の
ご
と
き
人
の
仕
事
の
存
否
を
決
め
る
の
は
理
論
的
武
装
の
堅
牢
性
で
な
い
、
と
さ
き
の
ペ
ヒ
ト
は
語
り
、
あ
れ
こ
れ
リ
ー

グ
ル
の
見
方
は
、
い
ず
れ
も
品
々
と
の
親
密
な
交
際
で
得
ら
れ
た
経
験
を
、
自
分
自
身
に
も
他
人
に
も
解
釈
し
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
絶

え
間
な
い
格
闘
の
な
か
で
徐
々
に
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
芸
術
作
品
が
問
わ
れ
た
い
と
望
ん
で
い
る
問
を
芸
術
作
品
か
ら
学

ぼ
う
、
答
は
芸
術
作
品
か
ら
聞
出
そ
う
、
と
努
力
し
て
い
る
リ
ー
グ
ル
の
姿
を
見
守
る
ほ
ど
に
、
教
え
る
と
こ
ろ
の
大
き
い
事
柄
を
私
は

ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
」（
前
出
二
六
三
頁
）
と
結
ぶ
。
お
よ
そ
芸
術
史
家
の
作
業
に
寄
せ
ら
れ
る
最
高
の
讃
辞
で
あ
り
、
見
映
え
も
せ
ぬ
後

期
ロ
ー
マ
芸
術
作
品
を
見
詰
め
て
い
る
姿
も
、
こ
こ
に
も
偉
大
を
見
抜
く
の
か
と
驚
き
を
以
て
、
同
じ
栄
光
で
包
み
た
く
な
ろ
う
。

　
こ
の
点
す
で
に
ペ
ヒ
ト
の
讃
辞
を
得
た
か
ら
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
、
著
者
の
巨
視
的
な
時
間
的
視
界
、
歴
史
を
つ
ね
に
最
大
限
に
見
渡

さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
リ
ー
グ
ル
の
格
別
な
目
を
称
揚
し
た
い
。
大
き
な
世
界
年
の
更
代
期
で
あ
れ
ば
こ
そ
考
察
は
必
至
で
あ
る
、
と

淡
々
た
る
言
葉
で
語
り
出
さ
れ
て
、
瞬
時
に
、
当
時
期
の
湛
え
る
重
々
し
い
意
義
を
思
わ
ぬ
者
は
あ
る
ま
い
。「
古
代
」
と
呼
ば
れ
る
時

代
が
終
っ
て
「
中
世
」
と
呼
ば
れ
る
時
代
の
始
ま
る
結
節
点
の
特
質
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
古
代
・
中
世
・
近
世
・
近
代
な
ど
と
日

常
い
と
も
気
楽
に
語
っ
て
き
た
身
に
、
ま
さ
し
く
歴
史
家
の
一
撃
で
あ
ろ
う
。
大
歴
史
家
ラ
ン
ケ
（Leopold von R

anke, 1795

─1886

）

に
学
び
、
チ
ュ
ー
リ
ヒ
に
普
遍
史
（U

niversalgeschichte
）
の
教
授
と
し
て
招
か
れ
た
ビ
ュ
デ
ィ
ン
ガ
ー
（M

ax B
üdinger, 1828

─1902

）

が
後
年
ウ
ィ
ー
ン
大
学
の
講
壇
に
立
ち
、
学
生
時
代
の
リ
ー
グ
ル
は
講
義
に
感
銘
を
得
て
、
師
の
晩
年
に
は
慶
祝
論
文
を
捧
げ
て
い
る
。

大
小
を
問
わ
ず
リ
ー
グ
ル
の
諸
論
考
が
、
い
ず
れ
も
読
解
の
た
び
ご
と
、
歴
史
の
連
接
に
つ
い
て
の
歓
び
を
豊
か
に
感
得
さ
せ
る
力
は
、

こ
の
「
普
遍
史
」
理
解
の
修
練
を
土
壌
と
す
る
賜
物
か
、
と
改
め
て
ラ
ン
ケ
以
降
の
学
統
を
想
わ
せ
る
。
こ
の
た
び
の
「
序
」
に
リ
ー
グ

ル
が
「
後
期
ロ
ー
マ
時
代
」
に
打
込
む
こ
と
、
打
込
ま
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
事
情
は
明
々
白
々
で
あ
ろ
う
。
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翻
訳
の
底
本
に
は
左
記
の
原
著
第
二
版
を
用
い
た
。
第
三
版
以
降
の
諸
版
は
す
べ
て
こ
の
第
二
版
の
複
写
本
で
あ
る
。

　A
lois R

iegl, Einleitung, in: Spätröm
ische K

unstindustrie. D
ruck und V

erlag der Ö
sterreichischen Staats-

druckerei in W
ien, 

［1901

］ 2. A
uflage, 1927. S. 1

─22.

　
ペ
ヒ
ト
は
さ
き
の
一
九
六
三
年
の
一
文
で
「
い
つ
か
予
測
で
き
る
将
来
に
、
リ
ー
グ
ル
の
手
強
い
翻
訳
作
業
が
企
て
ら
れ
る
可
能
性
は

か
な
り
疑
わ
し
い
」
と
述
べ
て
い
た
。
そ
の
後
二
十
年
、
英
語
圏
へ
の
リ
ー
グ
ル
紹
介
は
に
わ
か
に
募
り
、
先
鞭
の
ご
と
く
『
後
期
ロ
ー

マ
工
芸
』
も
左
記
の
体
裁
で
公
刊
さ
れ
た
。

　
成
果
に
つ
い
て
言
え
ば
、
原
著
の
本
文
に
関
す
る
限
り
、
難
解
な
箇
所
に
指
針
の
あ
る
こ
と
を
期
待
し
て
英
訳
文
箇
所
に
当
れ
ば
、
こ

と
ご
と
く
期
待
は
外
さ
れ
、
こ
れ
ほ
ど
に
も
大
雑
把
な
意
訳
で
原
著
者
の
真
意
を
汲
取
れ
る
の
か
訝
し
く
思
わ
れ
る
程
度
の
も
の
と
す
る

し
か
な
い
。
他
書
に
つ
い
て
も
英
訳
作
業
は
続
い
て
い
る
が
、
同
時
に
先
行
翻
訳
者
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
訳
文
批
判
も
烈
し
く
、
リ
ー
グ
ル
の

英
訳
作
業
は
い
ま
だ
に
安
定
せ
る
段
階
に
達
し
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。

　A
lois R

iegl, Late R
om

an A
rt Industry. T

ranslated from
 the original V

iennese edition w
ith forew

ord and 

annotations by R
olf W

inkes. G
iorgio B

retschneider Editore.

［A
rchaeologica-36

］R
om

a 1985. Introduction, p. 5

─

17.
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『
後
期
ロ
ー
マ
工
芸
』［
一
九
〇
一
］　
序 

ア
ー
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル

　
幾
年
か
前
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
文
部
省
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝ハ
ン
ガ
リ
ー
内
に
見
ら
れ
る
古
代
の
技
芸
産
業

（K
unstindustrie

以
下
「
工
芸
」
と
訳
出
す
る
）
の
遺
例
に
関
す
る
出
版
に
あ
た
り
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
以
後
の
時
代
お
よ
び
い
わ
ゆ

る
民
族
移
動
期
を
担
当
範
囲
と
す
る
部
分
を
引
受
け
る
よ
う
に
と
の
要
請
が
寄
せ
ら
れ
た
と
き
、
一
入
う
れ
し
く
私
が
応
じ
た
の
は
、
こ

れ
に
よ
っ
て
自
身
の
装
飾
史
研
究
を
、
こ
の
研
究
に
格
別
重
要
で
仕
甲
斐
の
あ
る
領
域
に
わ
た
り
、
拡
充
し
深
化
さ
せ
る
絶
好
の
機
会
が

開
け
た
か
ら
で
あ
る
。
立
て
ら
れ
た
課
題
は
お
の
ず
か
ら
二
部
門
を
要
す
る
と
思
わ
れ
た
。
第
一
部
は
、
全
般
的
発
展
を
こ
れ
ま
で
担
っ

て
き
た
者
、
す
な
わ
ち
地
中
海
諸
民
族
に
お
け
る
工
芸
の
運
命
を
尋
ね
る
疑
問
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
第
二
部
は
、
文
化
世
界

に
当
時
新
た
に
登
場
せ
る
北
方
蛮
族
の
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
大
帝
と
カ
ー
ル
大
帝
と
に
挟
ま
れ
る
四
百
五
十
年
の
造
形
芸
術
形
成
に

お
け
る
、
創
造
的
関
与
の
度
合
を
確
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
部
は
過
ぎ
去
り
し
古
代
へ
と
遡
る
絆
を
見
出
す
べ
き
と
こ
ろ
、
第
二

部
は
、
の
ち
に
九
世
紀
以
降
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ゲ
ル
マ
ン
民
族
お
よ
び
ロ
マ
ン
［
ラ
テ
ン
］
民
族
に
お
い
て
発
展
す
る
、
中
世
芸
術
最
初
期

の
萌
芽
を
明
る
み
に
出
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
以
前
か
ら
私
に
は
第
一
部
の
方
が
重
要
と
思
わ
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
第
一
部
で
投

げ
ら
れ
る
疑
問
に
満
足
の
ゆ
く
回
答
が
前
以
て
返
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
第
二
部
に
委
ね
ら
れ
る
課
題
へ
の
首
尾
好
き
解
決
な
ど
到
底
考

え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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さ
て
、
こ
の
第
一
部
を
公
刊
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
私
の
説
明
す
べ
き
は
、
二
部
共
通
の
表
題
が
招
く
期
待
に
反
し
て
、
な
ぜ
本
書
の

内
容
の
提
供
す
る
と
こ
ろ
が
一
面
で
は
過
少
、
他
面
で
は
過
多
と
見
え
る
の
か
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。
過
少
と
い
う
の
は
、
本
書
で
は
決

し
て
後
期
ロ
ー
マ
工
芸
の
遺
例
の
全
部
類
が
公
示
さ
れ
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
過
多
と
い
う
の
は
、
工
芸
と
並

ん
で
美
術
に
残
る
三
大
部
類
［
建
築
・
彫
刻
・
絵
画
］
も
現
れ
、
な
か
で
も
特
に
彫
刻
は
、
ほ
と
ん
ど
同
等
に
顧
慮
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
に
書
名
と
内
容
が
合
わ
な
い
と
見
え
る
理
由
の
説
明
は
、
ま
ず
、
私
の
意
図
の
目
指
し
た
と
こ
ろ
が
個
々
の
遺
例
の
公
示
と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
後
期
ロ
ー
マ
工
芸
発
展
の
主
導
法
則
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
事
情
に
お
認
め
い
た
だ
き
た
い
。
と
こ

ろ
で
こ
の
法
則
は
、
い
つ
の
世
で
も
、
と
あ
ら
ば
後
期
ロ
ー
マ
の
時
代
を
通
じ
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
部
類
に
通
有
で
あ
っ
た
か
ら
、
ど

れ
か
一
領
域
に
つ
い
て
の
観
察
は
そ
の
ま
ま
残
る
全
領
域
に
も
妥
当
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
察
が
相
互
に
支
持
し
補
完
し
合
う
の
に
、
し

か
し
当
の
法
則
が
こ
れ
ま
で
は
後
期
ロ
ー
マ
時
代
の
建
築
や
彫
刻
や
絵
画
に
つ
い
て
す
ら
、
ま
だ
一
度
と
し
て
厳
密
な
確
認
を
得
て
い
な

い
。
主
と
し
て
は
、
最
後
期
の
古
代
に
積
極
的
な
発
展
法
則
を
探
し
て
も
お
よ
そ
無
駄
で
あ
ろ
う
、
と
の
根
深
い
先
入
見
に
支
配
さ
れ
て

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
今
日
、
後
期
ロ
ー
マ
工
芸
の
本
質
描
敍
を
企
て
る
者
は
、
こ
の
描
敍
を
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
全
般
の
特
性
記

述
に
ま
で
拡
げ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
外
的
事
情
に
、
ど
う
し
て
も
従
う
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　
古
代
芸
術
最
後
期
の
局
面
こ
そ
は
芸
術
史
研
究
地
図
に
お
け
る
暗
黒
大
陸
で
あ
る
。
そ
の
名
称
や
境
界
で
す
ら
普
遍
妥
当
性
を
要
求
で

き
る
ほ
ど
の
仕
方
で
は
確
定
し
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
有
様
の
原
因
は
決
し
て
当
の
領
域
が
外
か
ら
近
づ
き
難
い
こ
と
に
あ
る
と
見
て
は

い
け
な
い
。
こ
の
領
域
は
む
し
ろ
全
面
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
て
い
て
、
提
供
す
る
観
察
材
料
は
充
実
し
て
豊
か
で
あ
り
、
堂
々
た
る
一
部

が
公
刊
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
ま
で
欠
け
て
い
た
の
は
、
こ
の
領
域
内
へ
沈
潜
し
た
い
と
す
る
欲
望
（Lust

）
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
探
険
の
旅
に
、
十
分
な
個
人
的
満
足
も
、
歓
迎
す
る
公
衆
の
理
解
も
、
双
方
と
も
期
待
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
こ
に
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は
も
は
や
見
逃
せ
な
い
事
実
、
す
な
わ
ち
、
学
問
で
さ
え
も
が
、
表
立
っ
て
は
あ
く
ま
で
自
立
性
と
客
観
性
を
唱
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

や
は
り
そ
の
方
向
を
決
め
る
源
は
結
局
の
と
こ
ろ
折
々
に
指
導
す
る
精
神
動
向
で
あ
っ
て
、
芸
術
史
家
も
ま
た
同
時
代
人
の
芸
術
渇
望
作

用
（K

unstbegehren

）
の
性
癖
を
実
質
的
に
は
越
え
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
事
実
が
明
か
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
疎
か
に
さ
れ
て
き
た
領
域
に
つ
い
て
、
少
く
と
も
そ
の
最
も
一
般
的
で
標
準
的
な
特
徴
だ
け
は
求
め
る
研
究
の
試
み

が
以
下
こ
こ
に
企
て
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
決
し
て
筆
者
が
自
分
は
人
間
精
神
の
悲
し
む
べ
き
不
完
全
性
を
超

え
て
い
る
と
思
っ
た
ゆ
え
に
な
ど
で
な
く
、
今
日
の
精
神
発
展
が
、
終
ろ
う
と
す
る
古
代
の
本
質
お
よ
び
原
動
力
を
問
う
て
の
答
は
、
広

く
世
の
人
々
全
体
の
関
心
と
理
解
を
見
出
せ
る
は
ず
の
時
点
に
達
し
て
い
る
、
と
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
ロ
ー
マ
帝
国
末
期
の
造
形
芸
術
を
、
そ
の
よ
う
に
全
く
研
究
さ
れ
て
い
な
い
領
域
と
呼
ぶ
の
は
行
過
ぎ
で
な
い
の
か
。
い
や
確
か

に
、
異
教
徒
の
遺
例
に
関
す
る
限
り
、
も
と
よ
り
右
の
呼
び
方
へ
の
反
論
は
ほ
と
ん
ど
叶
う
ま
い
。
例
え
ば
、
こ
の
種
の
年
代
明
確
な
主

要
遺
例
た
る
ス
パ
ー
ラ
ト
の
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
建
築
群
が
、
前
世
紀
以
来
、
も
は
や
学
問
的
研
究
目
的
に
適
う
完
璧
な
公
刊
を

見
て
い
な
い
事
実
を
挙
げ
る
だ
け
で
よ
ろ
し
か
ろ
う
。
こ
れ
は
慣
行
と
な
っ
て
い
る
分
業
に
よ
れ
ば
古
典
考
古
学
（klassische A

rchäo-

logie

）
に
帰
す
べ
き
課
題
と
し
て
よ
い
。
け
れ
ど
も
ミ
ュ
ケ
ナ
イ
や
ペ
ル
ガ
モ
ン
が
廃
墟
か
ら
立
上
る
の
を
目
の
当
り
に
す
る
時
代
に
、

古
代
終
焉
の
苦
悶
に
回
す
関
心
な
ど
全
然
な
か
っ
た
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
一
体
だ
れ
が
古
典
考
古
学
を
責
め
ら
れ
よ
う
か
。
そ
れ
で
も
古

典
考
古
学
は
時
折
そ
の
種
の
後
期
作
品
の
論
究
に
踏
込
む
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
通
例
そ
れ
は
古
物
（
収
集
）
研
究
的
─史
実
的
内
容
の
た

め
に
で
あ
っ
て
、
芸
術
的
形
体
の
た
め
に
生
じ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
度
だ
け
例
外
に
出
合
う
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
そ
の
ひ
と

の
造
形
芸
術
に
寄
せ
る
関
心
が
古ク

ラ
シ
ク

典
期
の
限
界
に
留
ま
ら
ず
、
こ
の
こ
と
が
幸
い
し
て
、
最
後
期
古
代
の
諸
作
に
す
ら
、
枯
渇
と
腐
敗
の

徴
候
に
ひ
そ
む
新
た
な
生
成
お
よ
び
開
花
の
萌
芽
を
見
抜
く
こ
と
の
で
き
た
、
ひ
と
り
の
研
究
者
か
ら
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
皇

帝
時
代
紀
元
三
世
紀
四
世
紀
の
芸
術
に
つ
い
て
お
よ
そ
今
日
ま
で
に
語
ら
れ
た
最
上
の
成
果
も
、
古
い
学
派
の
一
芸
術
史
家
、
学
問
の
分
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業
な
ど
少
し
も
知
ら
ず
、
ま
さ
し
く
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
最
大
に
し
て
洞
察
の
最
も
深
い
ひ
と
り
と
な
っ
た
人
、
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
に
生
れ

た
の
で
あ
る
（Jakob B

urckhardt, 1818

─1897: D
ie Zeit K

onstantins des G
roßen, 1853. 2. A

uflage, 1880 Leipzig, S. 260ff.

）。

　
だ
が
判
然
た
る
異
教
的
性
格
を
も
つ
遺
例
は
、
こ
と
に
こ
こ
で
扱
う
時
期
を
よ
う
や
く
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
ミ
ラ
ノ
勅
令
［
紀
元

三
一
三
年
］
に
始
ま
る
と
す
れ
ば
、
数
が
少
い
。
こ
の
時
代
、
芸
術
的
用
件
の
圧
倒
的
多
数
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
注
文
で
仕
上
げ
ら
れ
て

い
た
し
、
こ
の
規
定
は
す
で
に
外
面
の
表
徴
に
よ
っ
て
多
少
と
も
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
キ
リ
ス
ト
教
芸
術
の

遺
例
を
も
未
踏
の
研
究
領
域
に
入
れ
て
よ
い
の
か
。
こ
こ
に
は
久
し
い
以
前
か
ら
反
対
も
な
く
初
期
キ
リ
ス
ト
教
芸
術
（altchristliche 

K
unst

）
の
呼
称
が
あ
り
は
し
な
い
か
。
し
か
も
初
期
キ
リ
ス
ト
教
芸
術
は
す
で
に
見
渡
し
き
れ
ぬ
文
献
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
は
な

い
か
。

　
現
に
初
期
キ
リ
ス
ト
教
芸
術
作
品
は
（
決
し
て
完
璧
に
で
な
く
、
願
わ
し
い
精
確
さ
に
は
ほ
ど
遠
い
に
せ
よ
）
数
多
く
書
物
で
発
表
さ
れ
て
い

る
ば
か
り
か
、
す
で
に
し
ば
し
ば
歴
史
的
論
究
に
も
委
ね
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
任
意
に
こ
れ
ら
書
物
の
一
冊
を
取
り
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教

芸
術
の
本
質
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
か
と
問
え
ば
、
答
は
い
つ
も
大
方
つ
ぎ
の
ご
と
き
も
の
で
あ
ろ
う
─
─
初
期
キ
リ
ス
ト
教
芸
術
と
は
、

異
教
の
あ
ら
ゆ
る
外
面
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
腹
立
た
し
く
卑
猥
な
表
徴
を
剥
取
っ
た
だ
け
の
、
異
教
的
古
代
芸
術
に
外
な
ら
ぬ
、
と
し
て
よ

か
ろ
う
。
し
か
も
キ
リ
ス
ト
教
芸
術
の
史
家
は
当
の
異
教
的
古
代
晩
期
の
内
面
的
な
芸
術
的
本
質
が
ど
こ
に
あ
る
か

0

0

0

0

0

0

な
ど
、
当
然
な
が
ら

語
る
必
要
な
し
と
見
て
い
る
。
そ
こ
で
已
む
無
く
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
異
教
的
古
代
の
史
家
に
訴
え
ざ
る
を
得
な

い
が
、
こ
ち
ら
の
方
は
さ
き
に
見
た
ご
と
く
、
異
教
的
古
代
発
展
の
最
終
局
面
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
何
ひ
と
つ
語
っ
て
く
れ
な
い
。

　
こ
こ
何
十
年
か
の
研
究
に
お
い
て
初
期
キ
リ
ス
ト
教
芸
術
が
ま
こ
と
に
多
く
受
け
て
き
た
の
は
、
古
物
研
究
的
な
取
扱
い
で
あ
っ
て
、

決
し
て
芸
術
史
的
な
取
扱
い
で
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
認
め
る
こ
と
は
、
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
成
果
が
本
来
の
芸
術
史
に
と
っ
て
も
礎

石
と
し
て
掛
替
え
な
い
価
値
を
も
っ
て
い
る
ば
か
り
か
、
過
去
三
十
年
の
研
究
傾
向
全
体
も
ま
さ
し
く
当
の
古
物
研
究
的
方
向
を
こ
そ
強
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請
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
は
、
断
じ
て
従
来
の
研
究
方
法
に
向
け
て
の
、
ま
た
そ
の
提
唱
者
に
向
け
て
の
非
難
を
意
味
す
る
わ
け

で
な
い
。

　
今
日
、
あ
れ
こ
れ
新
た
な
目
標
に
相
応
し
い
席
を
別
な
る
世
代
に
譲
り
始
め
た
が
、
当
の
旧
い
世
代
の
歴
史
研
究
が
見
せ
た
特
性
的
表

徴
は
、
補
助
学
を
一
面
的
に
優
遇
し
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
古
代
芸
術
史
に
せ
よ
近
代
芸
術
史
に
せ
よ
、
芸
術
史
に
お
い
て
は

図イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
イ

像
記
述
を
一
面
的
に
奨
励
し
過
重
視
す
る
こ
と
に
現
れ
て
い
た
。
具
現
化
さ
れ
た
姿
を
芸
術
作
品
内
に
見
て
き
た
表
象
内
容
に
つ
い
て

あ
や
ふ
や
で
あ
れ
ば
、
芸
術
作
品
の
判
定
が
確
実
性
を
実
質
的
に
失
う
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
わ
る
隙
間
を
人
々
は
、
十

九
世
紀
中
頃
に
、
重
苦
し
く
感
じ
始
め
た
。
そ
し
て
こ
れ
を
埋
め
る
に
本
来
は
造
形
芸
術
と
繋
が
ら
ぬ
文
学
的
口
実
を
大
々
的
に
引
照
す

る
し
か
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
途
方
も
な
い
出
典
挙
示
の
研
究
が
生
じ
、
過
去
三
十
年
の
芸
術
史
文
献
は
大
半
こ
れ
に
尽
き
る
始
末
と

な
っ
た
。
こ
う
し
て
未
来
に
確
実
な
芸
術
史
を
構
築
す
る
た
め
の
不
可
欠
な
礎
石
が
置
か
れ
た
こ
と
に
は
、
誰
ひ
と
り
異
論
を
唱
え
よ
う

と
思
う
ま
い
。
け
れ
ど
も
、
図イ

コ
ノ
グ
ラ
フ
イ

像
記
述
に
よ
っ
て
は
礎
石
の
強
化
が
得
ら
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
本
来
の
構
築
の
遂
行
は
芸
術
史
に
よ
っ
て
こ

そ
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
、
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
で
わ
れ
わ
れ
は
古
代
最
後
期
芸
術
の
キ
リ
ス
ト
教
遺
例
に
つ
い
て
も
、
少
く
と
も
そ
こ
に
露
わ
と
な
っ
て
い
る
純
粋
に
芸
術
的
な

性
格
、
つ
ま
り
平
面
［Ebene

二
次
元
空
間
。
浮
彫
や
図
絵
の
画
板
に
あ
た
る
平
面
。
背は
い

地ぢ

］
上
や
空
間
内
に
お
け
る
輪
郭
や
色
彩
と
し
て
の
性

格
に
関
す
る
限
り
、
こ
う
し
た
遺
例
は
今
日
な
お
実
質
的
に
は
研
究
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
の
領
域
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
よ
い
根
拠
を
明

し
た
と
信
じ
る
。
右
の
性
格
を
詳
述
し
よ
う
と
し
て
よ
く
持
出
さ
れ
る
こ
と
、
こ
れ
は
相
も
変
ら
ず
、
す
で
に
半
世
紀
前
か
ら
心
得
あ
る

言
い
方
に
尽
き
て
し
ま
う
─
─
古
代
最
後
期
の
芸
術
を
呼
べ
ば
、
た
だ
「
非
古
典
的
（unklassisch

）」
と
い
う
だ
け
の
こ
と
。

　
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
と
先
立
つ
古
典
古
代
と
の
あ
い
だ
に
は
、
架
橋
し
よ
う
も
な
い
裂
目
が
開
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
自
然
な

発
展
の
道
筋
で
は
、
古
典
芸
術
か
ら
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
の
生
じ
る
こ
と
な
ど
決
し
て
あ
り
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
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の
見
方
は
、
こ
と
に
時
代
が
発
展
（Entw

icklung

）
の
概
念
を
あ
ら
ゆ
る
世
界
観
や
世
界
説
明
の
原
理
と
し
て
き
た
時
代
に
は
、
奇
妙

な
も
の
と
映
る
に
違
い
な
い
。
し
か
も
本
当
に
古
代
末
期
の
芸
術
に
は
発
展
を
締
出
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
。
到
底
そ
の
よ
う
な
仮
定

が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
に
は
、
助
け
と
し
て
、
当
の
発
展
の
蛮
族
に
よ
る
暴
力
的
中
断
と
い
う
表
象
に
頼
っ
た
。
造
形
芸
術
は
地
中
海
諸

民
族
の
も
と
で
高
い
発
展
段
階
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
に
、
ロ
ー
マ
世
界
帝
国
の
北
方
お
よ
び
東
方
に
い
た
蛮
族
の
破
壊
的
介
入
に
よ

っ
て
引
摺
り
落
さ
れ
て
仕
舞
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
造
形
芸
術
は
カ
ー
ル
大
帝
の
時
代
か
ら
新
た
に
上
昇
の
発
展
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
、
と
見
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
確
か
に
発
展
の
原
理
は
救
わ
れ
た
が
、
同
時
に
、
往
昔
の
地
質
学
的
天
地
創
造
史
の
ご
と
く
、

破
カ
タ
ス
ト
ロ
フ

局
な
る
も
の
の
暴
力
的
介
入
を
も
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
目
に
付
く
の
は
、
蛮
族
に
よ
る
古
典
芸
術
の
暴
力
的
破
壊
と
主
張
さ
れ
る
過
程
を
詳
し
く
研
究
す
る
企
て
に
は
、
こ
れ
ま
で

誰
ひ
と
り
乗
出
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
大
雑
把
に
「
蛮
風
化
（„ B

arbarisierung“

）」
を
言
う
だ
け
で
、
こ
れ
の
詳
細
は
見

透
せ
な
い
霧
に
包
ま
れ
て
き
た
が
、
こ
の
霧
を
吹
払
う
こ
と
に
は
当
の
仮
説
が
い
か
に
も
堪
え
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
ま
た
、

後
期
ロ
ー
マ
芸
術
が
進
歩
（Fortschritt

）
ど
こ
ろ
か
頽
落
（V

erfall

）
で
し
か
あ
り
得
な
い
の
は
確
か
と
さ
れ
て
仕
舞
え
ば
、
こ
の
仮

説
の
ほ
か
何
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
先
入
見
を
破
る
こ
と
が
本
巻
に
収
め
た
研
究
す
べ
て
の
主
目
標
で
あ
る
。
だ
が
急
い
で
周
知
の
こ
と
と
さ
せ
た
い
が
、
本
書
は
右

に
掲
げ
た
方
向
に
お
け
る
最
初
の
試
み
で
な
く
、
す
で
に
先
行
の
試
み
と
し
て
二
書
が
あ
る
。
第
一
の
試
み
は
一
八
九
三
年
に
私
の
著
し

た
『
美
術
様
式
論
』（Stilfragen. B

erlin, 1893

）
で
あ
り
、
第
二
の
試
み
は
［
言
語
学
者
］
ハ
ル
テ
ル
（W

ilhelm
 A

ugust, R
itter von 

H
artel, 1839

─1907

）
と
の
共
著
と
し
て
公
刊
の
『
ウ
ィ
ー
ン
創
世
記
』（D

ie W
iener G

enesis. W
ien, 1895

）
に
置
か
れ
た
ヴ
ィ
ク
ホ
フ

（Franz W
ickhoff, 1853

─1909

）
の
「
序
論
」
で
あ
る
。『
美
術
様
式
論
』
に
お
い
て
私
は
、
中
世
の
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
お
よ
び
サ
ラ
セ
ン
の

植
物
蔓
草
文
様
が
古
典
古
代
の
植
物
蔓
草
文
様
に
由
来
し
て
直
接
的
発
展
の
線
上
に
あ
る
こ
と
、
両
者
を
つ
な
ぐ
中
間
帯
は
ア
レ
ク
サ
ン
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ド
ロ
ス
大
王
後デ
イ
ア
ド
コ
イ

継
者
時
代
お
よ
び
ロ
ー
マ
皇
帝
時
代
の
芸
術
に
あ
る
こ
と
を
立
証
し
た
と
信
じ
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
、
少
く
と
も
植
物

蔓
草
文
様
に
と
っ
て
は
後
期
ロ
ー
マ
時
代
に
頽
落
は
な
く
、
進
歩
が
、
と
ま
で
は
言
わ
ず
と
も
、
せ
め
て
自
立
的
価
値
形
成
の
能
力
が
つ

づ
い
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
の
私
の
調
査
が
同
じ
と
こ
ろ
に
関
心
あ
る
研
究
者
の
あ
い
だ
で
見
出
し
た
応
待
は
、
記
す
に
値
す
る
ほ
ど
相
分
れ
た
。
い
ち
は
や
く

賛
同
の
意
を
述
べ
て
く
れ
た
の
は
フ
ァ
ル
ケ
（O

tto, R
itter von Falke, 1862

─1942

）
や
キ
ー
サ
（A

nton K
arl K

isa, 1859

─1907

）
等
々
、

当
の
芸
術
作
品
群
と
実
地
に
関
っ
て
き
た
人
々
で
あ
っ
た
し
、
他
方
、
む
し
ろ
理
論
の
方
向
に
傾
く
研
究
者
は
受
身
（passiv

）
で
あ
っ

た
。
け
れ
ど
も
私
の
知
る
限
り
、
直
接
の
反
駁
は
ど
の
方
面
か
ら
も
聞
え
て
い
な
い
。

　
一
八
九
三
年
以
来
わ
け
て
も
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
装
飾
文
様
を
対
象
と
す
る
論
文
は
繰
返
し
印
刷
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
論
文
は
、

こ
れ
ま
で
も
つ
ね
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
意モ

テ
イ
ー
フ匠

［
画
因
・
作
因
・
動
機
］
お
よ
び
こ
れ
の
対
象
的
意
義
［
何
を
描
い
て
い
る
か
］
か
ら
出

発
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
私
が
企
て
た
ご
と
く
、
平
面
お
よ
び
空
間
に
お
け
る
形
体
（Form

）
な
ら
び
に
色
彩
（Farbe

）
と
し
て
の
意モ
テ
イ
ー
フ匠

の
扱
い
か
ら
出
発
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
し
、
論
述
に
あ
た
り
私
の
提
議
に
は
言
及
も
な
か
っ
た
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
同
意

も
せ
ず
反
駁
も
し
な
い
頑
迷
な
忌
避
の
姿
勢
を
説
明
で
き
る
に
は
、
は
っ
き
り
、
芸
術
発
展
の
本
質
を
語
る
私
の
根
本
的
な
見
方
が
解
ら

ず
、
そ
れ
ゆ
え
私
の
詳
述
を
辿
る
力
も
な
か
っ
た
た
め
、
と
捉
え
る
し
か
な
い
。
当
の
研
究
者
た
ち
は
、
造
形
芸
術
創
造
活
動
の
本
質
に

つ
い
て
の
表
象
を
過
去
三
四
十
年
間
に
わ
た
り
完
全
に
支
配
し
て
き
た
、
旧
い
見
方
と
の
絶
縁
が
果
せ
な
か
っ
た
の
だ
。

　
旧
い
見
方
と
は
通
例
ゼ
ム
パ
ー
（G

ottfried Sem
per, 1803

─1879
）
の
名
と
結
付
け
て
語
ら
れ
る
理
論
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
芸
術

作
品
と
は
使
用
目
的
・
原
材
料
・
技
術
か
ら
成
る
機
械
的
所
産
に
外
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
成
立
当
時
こ
の
理
論
は
、
直
前
の
ロ
マ
ン

派
時
代
の
あ
れ
こ
れ
全
く
不
明
瞭
な
表
象
に
比
べ
て
、
当
然
な
が
ら
本
質
的
な
進
歩
と
見
做
さ
れ
た
。
し
か
し
す
で
に
今
日
で
は
、
最
終

的
に
歴
史
に
組
込
ま
れ
て
よ
い
ほ
ど
に
古
び
て
久
し
い
。
と
い
う
の
も
十
九
世
紀
中
葉
か
ら
始
ま
る
理
論
に
最
初
は
厳
密
な
自
然
研
究
の
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最
高
度
の
勝
利
が
期
待
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
多
々
そ
の
種
の
理
論
と
同
様
、
ゼ
ム
パ
ー
の
芸
術
理
論
も
結
局
は
物
質
主
義
的
形
而
上
学
の

独ド
グ
マ断

で
あ
る
と
判
明
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
芸
術
作
品
の
本
質
を
掴
む
機
械
主
義
的
な
見
方
と
対
立
し
て
『
美
術
様
式
論
』
に
お
い
て
私
は
、
私
の
知
る
限
り
で
は
一

番
手
と
し
て
目
的
論
的
な
見
方
を
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
私
が
、
芸
術
作
品
の
な
か
に
芸
術
意
思
の
成
果
を
、
す
な
わ
ち
使
用
目

的
・
原
材
料
・
技
術
と
の
格
闘
裡
に
お
の
れ
を
貫
徹
す
る
一
箇
の
明
確
に
し
て
目
的
意
識
的
な
芸
術
意
思
の
成
果
を
観
取
し
て
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
う
な
る
と
も
は
や
右
の
三
因
子
に
、
い
わ
ゆ
る
ゼ
ム
パ
ー
理
論
の
与
え
て
き
た
肯
定
的
─創
造
的
な
役
割
は
届
か
ず
、
む
し
ろ

阻
止
的
で
否
定
的
な
役
割
が
回
っ
て
く
る
─
─
三
因
子
は
総
生
産
物
の
内
部
に
お
け
る
、
い
わ
ば
摩
擦
係
数
と
な
る
。

　
さ
て
芸
術
意
思

0

0

0

0

（m
it dem

 K
u

n
stw

ollen＜
K

unst

＋w
ollen

（
動
詞
）
欲
す
る
）
を
以
て
［
芸
術
史
］
発
展
に
主
導
的
因
子
（leitender 

Faktor

）
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
見
方
に
囚
わ
れ
て
い
る
研
究
者
は
当
初
こ
の
因
子
で
何
を
始
め
て
よ
い
の
か
解

ら
な
か
っ
た
し
、
ま
た
私
は
、
同
じ
芸
術
領
域
に
携
わ
る
研
究
者
仲
間
の
大
半
が
、
公
刊
七
年
後
の
今
日
な
お
『
美
術
様
式
論
』
に
書
留

め
た
あ
れ
こ
れ
の
見
解
に
見
せ
て
い
る
留
保
の
姿
勢
も
、
同
じ
事
情
か
ら
説
明
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
第
二
に
、
私
が
『
美

術
様
式
論
』
に
お
け
る
研
究
を
専
ら
飾
粧
（dekorativ
）
の
領
域
に
限
っ
た
、
と
い
う
事
情
が
加
わ
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
一
般
に

流
布
し
て
い
る
先
入
見
は
、［
人
物
像
な
ど
］
形
像
芸
術
（Figurenkunst

）
を
一
段
高
次
の
芸
術
と
見
做
す
ば
か
り
か
、
全
く
特
別
の
法

則
に
従
う
芸
術
で
あ
る
と
し
て
思
描
い
て
も
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
避
け
得
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
植
物
蔓
草
文
様
に
関
す
る

私
の
詳
論
の
信
憑
性
は
認
め
た
人
々
の
な
か
で
す
ら
、
多
く
は
当
の
調
査
研
究
の
普
遍
的
有
効
範
囲
を
認
識
で
き
な
か
っ
た
。

　
飾
粧
芸
術
の
意
義
は
過
小
評
価
さ
れ
る
と
い
ま
述
べ
た
が
、
格
別
こ
の
こ
と
を
顧
み
る
と
、
さ
き
に
私
の
打
開
せ
る
方
向
で
は
『
ウ
ィ

ー
ン
創
世
記
』
公
刊
で
ヴ
ィ
ク
ホ
フ
が
下
記
の
事
柄
を
否
定
し
が
た
く
立
証
し
た
と
き
、
新
し
い
重
要
な
一
歩
が
進
め
ら
れ
た
。
す
な
わ

ち
ヴ
ィ
ク
ホ
フ
は
、
人
物
像
を
呈
示
す
る
後
期
ロ
ー
マ
時
代
（
ふ
つ
う
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
紀
元
五
世
紀
以
来
）
の
非
飾
粧
的
芸
術
作
品



リーグルの構想

61

に
し
て
も
、
も
は
や
こ
れ
を
古ク
ラ
シ
ク典

芸
術
の
尺
度
で
測
っ
て
（
あ
っ
さ
り
と
断
罪
し
て
）
は
な
ら
な
い
こ
と
、
両
芸
術
の
あ
い
だ
に
は
ロ
ー
マ

皇
帝
時
代
開
始
時
に
お
け
る
仲
介
的
な
第
三
の
芸
術
が
割
込
み
、
こ
れ
が
一
方
で
は
疑
い
な
く
依
然
と
し
て
古
代
に
編
入
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
他
方
で
は
『
ウ
ィ
ー
ン
創
世
記
』
の
ご
と
き
後
期
ロ
ー
マ
の
作
品
と
完
全
に
実
質
的
な
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
証

し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
発
展
の
連
続
性
は
形
像
芸
術
の
領
域
に
お
い
て
も
事
実
と
し
て
立
て
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
画
期
的
意
義
あ
る
成
果
が
い

ま
な
お
関
係
方
面
研
究
者
全
員
の
然
る
べ
き
承
認
を
見
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
理
由
は
と
り
わ
け
、
ヴ
ィ
ク
ホ
フ
が
ギ
リ
シ
ア
芸
術
と
ロ

ー
マ
芸
術
と
は
対
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
て
、
あ
ま
り
に
も
一
面
的
に
厳
し
く
両
者
を
分
離
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し

初
期
皇
帝
時
代
の
芸
術
か
ら
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
へ
の
発
展
と
な
る
や
、
こ
こ
で
は
ヴ
ィ
ク
ホ
フ
さ
え
も
が
明
か
に
物
質
主
義
的
芸
術
観
の

残
滓
に
縛
ら
れ
て
、
中
途
半
端
の
ま
ま
で
あ
る
。『
ウ
ィ
ー
ン
創
世
記
』
と
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
家
皇
帝
［
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
（
在
位
六
九
─
七

九
年
）
テ
ィ
ト
ゥ
ス
（
在
位
七
九
─
八
一
年
）
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
（
在
位
八
一
─
九
六
年
）］
以
降
［
ネ
ル
ウ
ァ
（
在
位
九
六
─
九
八
年
）
お
よ
び
］
ト

ラ
ヤ
ヌ
ス
（
在
位
九
八
─
一
一
七
年
）
期
の
芸
術
と
が
連
接
す
る
と
こ
ろ
で
は
『
ウ
ィ
ー
ン
創
世
記
』
は
ヴ
ィ
ク
ホ
フ
に
と
っ
て
古ク
ラ
シ
ク典

芸
術

を
相
手
と
す
る
進
歩
を
明
し
て
い
る
の
に
、
他
方
、
さ
ら
に
早
い
初
期
皇
帝
時
代
の
芸
術
か
ら
『
ウ
ィ
ー
ン
創
世
記
』
が
逸
脱
す
る
と
こ

ろ
で
は
、
逸
脱
の
事
実
は
ヴ
ィ
ク
ホ
フ
に
と
っ
て
も
は
や
進
歩
で
な
く
頽
落
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ヴ
ィ
ク
ホ
フ
も
結
局
は
破カ

タ
ス
ト
ロ
フ局

理
論
に

陥
り
、
こ
の
理
論
が
否
応
な
く
ヴ
ィ
ク
ホ
フ
に
逃
げ
場
と
し
て
「
蛮
風
化
」
を
取
ら
せ
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
作
品
の
本
質
を
囚
わ
れ
な
い
目
で
評
価
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ヴ
ィ
ク
ホ
フ
の
ご
と
く
先
入
見
か
ら
免
れ

た
研
究
者
に
す
ら
、
こ
れ
ま
で
の
妨
げ
と
な
っ
て
き
た
も
の
は
何
か
。
わ
れ
わ
れ
近
代
人
の
趣
味
（G

eschm
ack

）
が
眼
前
の
遺
例
に
下

す
主
観
的
批
評
（subjektive K

ritik

）
以
外
に
な
い
。
こ
の
近
代
の
趣
味
は
芸
術
作
品
に
美
（Schönheit

）
お
よ
び
生
気
（Lebendig-

keit

）
を
求
め
る
が
、
そ
の
さ
い
、
秤
の
重
み
は
と
き
に
前
者
、
と
き
に
後
者
へ
と
傾
く
。
両
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
帝
［
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
・
ピ
ウ
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ス
（
在
位
一
三
八
─
一
六
一
年
）
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
・
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
（
在
位
一
六
一
─
一
八
〇
年
）］
以
前
の
古
代
は
、
古ク
ラ
シ
ク典

芸
術
は
美

を
多
目
に
、
ロ
ー
マ
皇
帝
時
代
の
芸
術
は
生
気
を
多
目
に
、
と
に
か
く
両
者
を
具
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
は
両
者
の
い

ず
れ
を
も
、
少
く
と
も
わ
れ
わ
れ
を
満
足
さ
せ
る
ほ
ど
に
は
具
え
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
の
感
激
は
、
か
つ
て
は
古ク

ラ
シ
ク典

芸
術

へ
、
そ
れ
か
ら
新
た
に
（
偶
然
で
な
く
）
ヴ
ィ
ク
ホ
フ
称
賛
の
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
家
─ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
期
芸
術
へ
と
向
け
ら
れ
た
。
け
れ
ど
も
、

お
よ
そ
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
で
出
合
う
の
は
こ
れ
だ
と
わ
れ
わ
れ
が
信
じ
て
い
る
類
の
醜
（H

äßlichkeit

）
や
不
景
気
（Leblosigkeit

）
に
、

い
つ
の
日
か
積
極
的
な
芸
術
意
思
の
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
た
な
ど
と
は
、
近
代
の
趣
味
の
立
場
か
ら
見
る
と
到
底
不
可
能
な
こ
と

と
わ
れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
る
。
だ
が
こ
の
問
題
は
こ
と
ご
と
く
以
下
の
洞
察
に
達
す
る
か
否
か
に
懸
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
造
形
芸
術

の
目
標
は
、
わ
れ
わ
れ
が
美
と
呼
ぶ
も
の
生
気
と
呼
ぶ
も
の
で
は
完
全
に
は
汲
尽
せ
ず
、
芸
術
意
思
は
さ
ら
に
、
事
物
が
姿
を
見
せ
る
諸

他
の
（
近
代
の
概
念
で
は
美
し
い
と
も
活
発
と
も
言
え
ぬ
）
外
観
形
体
を
知
覚
す
る
こ
と
に
も
向
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
見
る
洞
察
の
こ
と
で

あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
本
書
で
立
証
し
た
い
の
は
、
芸
術
発
展
の
全
体
を
普
遍
史
的
（universalhistorisch

）
に
考
察
す
る
立
場
か
ら
見
る
と

『
ウ
ィ
ー
ン
創
世
記
』
も
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
家
─ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
期
芸
術
の
先
へ
出
た
進
歩
で
あ
っ
て
進
歩
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
、
そ

し
て
歴
史
に
頽
落
は
存
在
し
な
い
の
が
事
実
な
の
に
、
近
代
の
批
評
の
限
ら
れ
た
尺
度
で
判
定
す
れ
ば
こ
そ
『
ウ
ィ
ー
ン
創
世
記
』
が
頽

落
に
見
え
る
こ
と
、
さ
よ
う
、
あ
れ
こ
れ
の
長
所
あ
る
後
代
の
新
し
い
芸
術
全
般
に
し
て
も
、
仮
に
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
が
自
身
の
非
古ク

ラ
シ
ク典

的
傾
向
を
以
て
進
路
を
打
開
し
て
く
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
決
し
て
可
能
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
序
章
の
こ
こ
で
は
、
右
に
述
べ
た
事
態
が
大
方
の
人
々
に
一
瞥
ど
れ
ほ
ど
奇
怪
に
見
え
よ
う
と
も
、
こ
れ
に
は
最
初

か
ら
ま
こ
と
に
手
早
く
扱
え
る
側
面
が
あ
る
の
で
あ
り
、
あ
と
は
た
だ
、
当
の
側
面
を
差
当
り
示
唆
す
る
だ
け
で
よ
ろ
し
か
ろ
う
。
誰
し

も
疑
わ
な
い
が
、
近
代
の
事
情
は
人
間
の
意
思
（W

ollen＜
w

ollen

（
動
詞
）
欲
す
る
）
の
活
動
で
き
る
領
域
す
べ
て
に
わ
た
り
、
古
代
世
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界
の
事
情
に
比
べ
て
、
あ
れ
こ
れ
確
然
た
る
長
所
を
示
し
て
い
る
─
─
例
え
ば
国
体
や
宗
教
や
学
問
に
お
い
て
で
あ
る
。
だ
が
近
代
の
事

情
が
席
を
拡
大
で
き
る
た
め
に
は
、
古
代
の
事
情
を
束
縛
し
て
い
た
諸
前
提
が
粉
砕
さ
れ
、
過
渡
的
形
体
に
席
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
う
し
た
過
渡
的
形
体
は
、
な
る
ほ
ど
形
体
そ
の
も
の
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
古
代
あ
れ
こ
れ
の
形
体
よ
り
心
地
よ
く
な
い
か

も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
の
諸
形
体
に
と
っ
て
必
然
不
可
欠
の
前
段
階
と
し
て
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
決
し
て
疑

い
を
挟
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
例
え
ば
、
い
か
に
当
の
外
見
上
の
専
制
統
治
形
体
が
ペ
リ
ク
レ
ス
時
代
ア
テ
ナ
イ
や
共
和
制
時
代
ロ
ー
マ
の
統
治
形
体
に
比
べ
て
わ
れ

わ
れ
の
反
感
を
呼
起
そ
う
と
も
、
人
類
全
体
の
内
部
に
お
け
る
個
人
の
近
代
的
解
放
を
決
定
的
に
準
備
し
た
の
は
、
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア

ヌ
ス
以
降
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
期
の
国
家
で
あ
っ
た
。

　
造
形
芸
術
に
お
い
て
も
全
く
相
似
た
状
態
が
明
る
み
に
出
て
い
る
。
例
え
ば
、
か
つ
て
古
代
芸
術
で
見
ら
れ
た
よ
り
も
近
代
芸
術
の
線

遠
近
法
の
方
が
は
る
か
正
確
は
る
か
完
全
に
操
作
さ
れ
る
こ
と
は
誰
も
疑
わ
な
い
。
古
代
人
は
と
に
か
く
芸
術
創
造
活
動
で
は
既
定
の

（
然
る
べ
き
箇
所
で
詳
述
し
た
い
）
前
提
か
ら
始
め
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
前
提
が
、
わ
れ
わ
れ
近
代
の
線
遠
近
法
観
を
理
解
す
る
こ
と
は

古
代
人
に
は
全
く
不
可
能
と
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
で
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
は
無
論
ま
だ
線
遠
近
法
の
近
代
風
な
遵
守
を
見
せ
て
い
な
い
ど
こ
ろ

か
、
先
行
の
古
代
に
比
べ
る
と
、
ま
す
ま
す
線
遠
近
法
か
ら
掛
離
れ
て
い
る
と
見
え
る
。
だ
が
芸
術
創
造
活
動
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
古

代
の
前
提
に
代
え
て
新
た
な
前
提
を
立
て
て
い
て
、
後
代
こ
れ
を
土
台
と
し
て
徐
々
に
発
展
す
る
こ
と
の
で
き
た
の
が
、
線
遠
近
法
の
近

代
的
習
練
で
あ
る
。
と
は
言
っ
て
も
、
陥
り
易
い
誤
解
を
避
け
る
た
め
断
固
と
し
て
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
全
然
、
あ
た
か
も

新
た
な
文
化
の
座
席
準
備
の
た
め
の
取
壊
し
と
い
う
消
極
的
な
使
命
し
か
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
に
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
で
は

な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
も
ま
た
つ
ね
に
あ
れ
こ
れ
積
極
的
な
目
標
に
導
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
目
標
が
、

近
代
芸
術
の
、
わ
れ
わ
れ
に
馴
染
み
の
目
標
か
ら
は
き
わ
め
て
遠
い
こ
と
、
ま
た
古ク

ラ
シ
ク典

芸
術
お
よ
び
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
以
降
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
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期
芸
術
の
、
或
る
程
度
は
近
代
芸
術
に
近
し
い
目
標
か
ら
掛
離
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
誤
解
さ
れ
て
き
た
だ
け
の

こ
と
で
あ
る
。

　
濃
影
［Schlagschatten

も
の

0

0

か
ら
出
て
も
の

0

0

を
引
立
た
せ
る
濃
い
影
］
を
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
は
軽
ん
じ
た
が
、
さ
き
と
同
じ
く
誰
し
も
こ

こ
に
最
初
か
ら
、
先
行
の
古
代
に
比
べ
て
の
退
歩
を
認
め
が
ち
と
な
ろ
う
。
古
代
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
す
で
に
（
紀
元
二
世
紀
の
作
例
と
し

て
在
ラ
テ
ラ
ノ
洗
礼
堂
モ
ザ
イ
ク
『
掃
き
清
め
て
い
な
い
床
（asaroton

）』
散
乱
す
る
食
滓
の
各
々
に
影
が
付
い
て
い
る
作
）、
事
物
と
こ
れ
が
載
る

土
台
と
を
濃
影
に
よ
っ
て
結
付
け
る
術
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
同
様
わ
れ
わ
れ
近
代
の
芸
術
意
思
も
絵
に
呈
示
さ
れ
る
事

物
同
士
の
結
合
を
求
め
る
が
、
そ
の
さ
い
濃
影
は
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
だ
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
─ロ
ー
マ
期
芸
術
が
濃
影

で
欲
し
た
も
の
は
何
か
、
他
方
で
今
日
わ
れ
わ
れ
が
濃
影
に
求
め
て
い
る
も
の
は
何
か
─
─
こ
れ
を
完
全
に
了
得
す
る
や
初
め
て
、
先
行

古
代
の
濃
影
よ
り
も
、
濃
影
の
な
い
後
期
ロ
ー
マ
絵
画
の
方
が
わ
れ
わ
れ
自
身
の
見
方
に
近
い
、
と
い
う
結
論
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
と

い
う
の
も
古
代
が
努
め
て
い
た
の
は
個
物
を
つ
ね
に
、
ほ
ぼ
同
じ
水
平
面
［Ebene

背は
い

地ぢ

］
で
直
に
隣
合
っ
て
い
る
と
見
え
る
事
物
と

結
付
け
る
こ
と
だ
け
、
言
い
か
え
る
と
、
古
代
は
単
独
形
体
（Einzelform

三
次
元
体
）
同
士
の
結
合
を
水
平
面
で
し
か
探
し
て
い
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
他
方
わ
れ
わ
れ
は
造
形
芸
術
に
、
そ
れ
ゆ
え
濃
影
に
も
、
空
間
内
に
お
け
る
単
独
形
体
同
士
の
結
合
を
求
め
る
。
こ

の
結
合
に
達
す
る
た
め
に
は
単
独
形
体
を
水
平
面
か
ら
解
放
す
る
要
が
あ
っ
た
が
、
解
放
す
れ
ば
当
然
、
わ
け
て
も
濃
影
と
い
う
結
合
手

段
は
脱
落
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
解
放
を
こ
そ
、
ま
さ
し
く
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
が
完
遂
し
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
（
も
ち
ろ

ん
自
由
空
間
そ
の
も
の
を
す
で
に
公
認
し
て
の
こ
と
で
な
い
が
）
後
期
ロ
ー
マ
工
芸
が
す
で
に
単
独
形
体
を
立
体
的
（kubisch

）
か
つ
空
間
的

（räum
lich

）
に
掴
ん
で
い
る
か
ら
に
は
、
こ
の
見
方
と
と
も
に
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
が
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
水
平
面
に
囚
わ
れ
て
い

た
古ク

ラ
シ
ク典

古
代
や
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
古
代
や
初
期
ロ
ー
マ
期
古
代
が
立
っ
て
い
た
と
こ
ろ
よ
り
も
、
近
代
芸
術
に
近
い
。

　
こ
の
光
に
照
し
て
見
る
と
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
・
モ
ザ
イ
ク
の
金
地
（G

oldgrund
）
も
ロ
ー
マ
・
モ
ザ
イ
ク
の
青
空
地
（blauer Luft-



リーグルの構想

65

grund

）
に
比
べ
て
の
進
歩
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
青
空
地
は
い
つ
ま
で
も
水
平
面
の
ま
ま
で
あ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
生
い
育
つ
の
は
、
前

景
の
形
像
と
地
平
面
［
画
像
人
物
の
足
が
踏
む
大
地
平
面
］
と
の
あ
い
だ
に
徐
々
い
わ
ゆ
る
後
景
が
割
込
ん
で
き
た
と
は
い
え
、
さ
ま
ざ
ま

な
色
取
り
（
多ポ
リ
ユ
ク
ロ
ミ
ー

色
法
）
で
見
分
け
の
付
く
個
物
で
あ
り
、
反
省
は
す
べ
て
可
能
な
限
り
退
け
て
、
ま
さ
し
く
直
に
わ
れ
わ
れ
の
視
覚
に
訴

え
て
く
る
類
の
個
物
で
あ
る
。
他
方
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
金
地
は
総
じ
て
後
景
を
退
け
、
そ
れ
ゆ
え
ま
ず
は
退
歩
を
物
語
る
と
見
え
る
が
、

も
は
や
決
し
て
地
平
面
（G

rundebene

）
で
な
く
、
観
念
的
な
空
間
と
し
て
の
地
（idealer R

aum
grund

）
で
あ
っ
て
、
以
後
こ
の
観
念

的
空
間
と
し
て
の
地
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
は
、
実
在
的
事
物
で
充
た
し
つ
つ
、
無
限
の
奥
行
（T

iefe

深
み
）
へ
と
伸
ば
す
こ
と
が
で
き

た
。
統
一
態
（Einheit

一
体
で
あ
る
こ
と
）
と
無
限
態
（U

nendlichkeit

）
と
を
古
代
は
水
平
面
で
し
か
知
ら
な
か
っ
た
が
、
他
方
の
新
し

い
芸
術
は
両
項
を
奥
行
空
間
（T

iefraum

）
内
に
求
め
る
。
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
は
双
方
の
真
中
に
位
置
す
る
。
と
い
う
の
も
単
独
形
像
を

水
平
面
（Ebene

）
か
ら
解
放
、
こ
う
し
て
万
物
を
産
む
地
平
面
（G

rundebene

）
と
い
う
虚
構
は
克
服
し
た
の
だ
が
、
し
か
し
空
間
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
を
（
依
然
こ
の
点
で
は
古
代
に
随
順
し
つ
つ
）
た
だ
閉
じ
ら
れ
た
（
立
体
的
）
単
独
形
体
（geschlossene

（kubische

）Einzel-

form

）
と
し
て
認
め
る
だ
け
で
、
ま
だ
無
限
な
る
自
由
空
間
（unendlicher Freiraum

）
と
し
て
は
承
認
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
な
お
こ
こ
に
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
の
一
段
と
深
い
理
解
へ
導
く
手
掛
り
と
し
て
、
第
二
の
痕
跡
が
示
唆
と
な
ろ
う
。
人
物
や
村
落
そ
の
他

の
命
名
に
あ
た
り
、
何
か
災
禍
や
厄
介
の
類
を
思
わ
せ
る
こ
と
は
す
べ
て
、
ど
れ
ほ
ど
用
心
深
く
遠
ざ
け
よ
う
か
と
古
代
人
が
努
め
、
な

る
べ
く
幸
運
と
か
勝
利
や
善
い
こ
と
気
持
好
い
こ
と
を
指
す
言
葉
で
名
前
を
拵
え
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
後
期

ロ
ー
マ
の
初
期
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
は
以
下
の
ご
と
き
名
前
も
聞
え
て
こ
よ
う
─
─Foedulus

［＜
foedus

醜
い
］、M

aliciosus

［＜
m

ali-

tiosus

悪
辣
な
］、Pecus

［＜
pecus

家
畜
］、Projectus

［＜
projectus

卑
し
い
］、Stercus

［＜
stercus

糞
］、Stercorius

［＜
ster-

coreus

臭
い
］（
下
記
論
文
参
照
─
─Leblant, in: R

evue A
rchéologique, Paris 1864, S. 4ff.

）。
こ
う
し
た
名
前
を
見
る
と
、
古ク
ラ
シ
ク典

人
に

心
地
好
さ
を
呼
起
し
た
も
の
こ
そ
は
避
け
て
、
代
り
に
、
以
前
な
ら
ば
入
念
に
用
心
し
て
身
を
躱
し
た
反
対
物
を
満
足
の
対
象
に
し
て
い
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る
と
思
え
て
く
る
─
─
聞
き
た
く
願
う
も
の
が
、
以
前
は
勝
利
や
栄
光
で
あ
っ
た
の
に
、
い
ま
や
汚
辱
と
か
醜
行
に
な
っ
て
い
る
。
無
論

こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
極
端
例
に
過
ぎ
ず
、
ふ
つ
う
に
は
滅
多
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
例
が
鋭
く
鮮
か
に
物
語
っ
て
い

る
の
は
、
後
期
ロ
ー
マ
世
界
の
感
じ
方
、
新
た
な
「
非
古
典
的
（unklassisch

）」
感
じ
方
が
［
人
々
を
］
押
遣
っ
て
い
た
方
向
で
あ
る
。

さ
り
と
て
無
論
こ
こ
で
結
論
と
し
て
、
後
期
ロ
ー
マ
の
初
期
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
お
の
れ
の
名
前
に
厄
介
事
と
の
繋
り
を
求
め
た
が
ゆ
え
に

0

0

0

（w
eil

）、
お
の
れ
の
芸
術
創
造
活
動
に
醜
な
る
も
の
を
求
め
て
き
た
に
違
い
な
い
、
と
説
き
た
い
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
相
異
な

る
二
つ
の
領
域
に
共
属
す
る
外
観
を
見
て
、
両
外
観
を
因
果
関
係
内
に
右
の
ご
と
く
結
付
け
る
の
は
非
学
問
的
、
し
た
が
っ
て
禁
じ
手
で

あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
さ
き
の
命
名
に
お
け
る
激
変
（U

m
schw

ung

）
は
、
造
形
芸
術
に
お
け
る
同
時
代
の
激
変
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ

並
行
的
な
外
観
に
過
ぎ
な
い
。
両
激
変
は
明
か
に
双
方
と
も
一
箇
共
通
の
高
次
の
意
思
（W

ollen

）
に
指
令
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
意
思
が
、

等
し
く
命
名
に
お
い
て
も
造
形
芸
術
に
お
い
て
も
、
以
前
の
古
代
諸
世
代
に
は
不
調
和
を
感
じ
さ
せ
た
類
の
諸
形
体
の
う
ち
に
調
和
を
求

め
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
決
定
的
な
疑
問
に
突
当
る
─
─
さ
き
の
命
名
に
お
け
る
激
変
は
蛮
族
の
影
響
に
負
う
の

か
。
そ
の
通
り
と
答
え
な
が
ら
、
他
方
で
、
わ
け
て
も
ギ
リ
シ
ア
─オ
リ
エ
ン
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
り
新
た
に
基
礎
を
得
た
感
じ
方
、

後
期
ロ
ー
マ
時
代
に
お
け
る
地
中
海
諸
民
族
の
徹
底
し
て
非
古ク

ラ
シ
ク典

的
な
感
じ
方
と
し
て
の
謙
虚
（D

em
ut

）
に
は
示
唆
す
ら
与
え
ぬ
人
、

決
し
て
、
そ
の
よ
う
な
人
が
あ
っ
て
は
な
る
ま
い
。
今
日
わ
れ
わ
れ
は
右
の
ご
と
き
名
前
に
込
め
ら
れ
た
過
多
の
謙
虚
を
理
解
す
る
し
敬

重
す
る
。
だ
が
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
で
同
じ
習
俗
に
倣
う
決
意
の
人
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
ろ
う
。
こ
の
習
俗
が
全
然
わ
れ
わ
れ
の
趣
味

と
合
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
た
だ
わ
れ
わ
れ
近
代
の
趣
味
に
合
わ
な
い
か
ら
と
の
理
由
だ
け
で
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
徒
（
お

よ
び
後
期
異
教
徒
）
に
は
調
和
を
贈
っ
て
く
れ
る
と
い
う
積
極
的
意
義
あ
り
し
芸
術
、
こ
の
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
を
、
ど
う
し
て
わ
れ
わ
れ

が
当
の
積
極
的
意
義
に
お
い
て
理
解
せ
ず
敬
重
し
な
い
で
も
よ
い
こ
と
に
な
る
の
か
。

　
こ
の
第
一
巻
で
最
も
標
準
的
な
特
徴
を
描
い
て
見
せ
た
い
芸
術
期
の
一
般
的
呼
名
と
し
て
「
後
期
ロ
ー
マ
（spätröm

isch

）」
の
語
を
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選
ん
だ
し
、
時
代
区
分
の
境
界
と
し
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
大
帝
［
二
八
〇
？
─
皇
帝
在
位
三
〇
六
─
三
三
七
］
の
統
治
期
お
よ
び
カ
ー
ル

大
帝
［
七
四
二
─
フ
ラ
ン
ク
王
即
位
七
六
八
─
皇
帝
戴
冠
八
〇
〇
─
八
一
四
］
の
統
治
期
を
挙
げ
た
。
こ
の
よ
う
に
双
方
を
定
め
た
こ
と
の
正
当

性
は
内
容
か
ら
お
の
ず
と
明
か
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
誤
解
の
可
能
性
は
こ
こ
で
最
初
か
ら
予
防
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
問
題
の
時
期
に
は
あ
れ
こ
れ
慣
わ
し
の
呼
名
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
使
え
ば
絶
対
に
誤
解
の
虞
な
し
の
名
前
は
ひ
と
つ
も
な
い
。「
民
族

移
動
時
代
（V

ölkerw
anderungszeit

）」
と
表
す
の
は
芸
術
史
に
つ
い
て
は
最
も
人
を
惑
わ
す
こ
と
と
私
に
は
思
え
る
し
、
実
際
の
事
態

に
最
も
近
い
の
は
「
後
期
古
代
（spätantik

）」
の
語
で
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
当
時
も
至
高
の
芸
術
目
標
は
相
変
ら
ず
古
代
共
通

の
目
標
つ
ま
り
水
平
面
（Ebene
）
に
単
独
形
体
を
呈
示
す
る
こ
と
に
あ
り
、
ま
だ
新
し
い
芸
術
の
目
標
つ
ま
り
空
間
（R

aum

）
に
単
独

形
体
を
呈
示
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
期
以
後
の
芸
術
は
、
水
平
面
の
内
部
で
単
独
形
体

を
孤
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
芸
術
が
古
代
の
平
面
表
象
か
ら
こ
れ
ま
で
よ
り
新
し
い
空
間
表
象
へ
の
必
然
的
移
行
を
完
遂

し
た
。

　
結
局
そ
れ
で
も
「
後
期
ロ
ー
マ
（spätröm

isch
）」
の
語
を
私
は
選
ぶ
こ
と
に
決
め
た
が
、
こ
う
し
た
理
由
は
、
ま
ず
第
一
に
、
重
点

を
置
く
べ
き
は
、
造
形
芸
術
に
お
け
る
当
代
の
発
展
過
程
を
、
最
初
か
ら
ロ
ー
マ
世
界
帝
国
全
体
す
な
わ
ち
当
の
東
半
分
お
よ
び
西
半
分

に
わ
た
っ
て
等
し
く
流
布
し
成
就
せ
る
過
程
と
し
て
呼
べ
る
こ
と
に
あ
る
、
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
い
で
［
第
二
に
］、
ふ
つ
う

A
ntike

（
古
代
）
す
な
わ
ちA

ltertum

（
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
）
の
終
結
点
は
紀
元
四
七
六
年
に
置
く
慣
わ
し
だ
が
、
他
方
わ
れ
わ

れ
は
こ
の
年
時
を
は
る
か
に
越
え
て
叙
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
事
実
、
カ
ー
ル
大
帝
時
代
に
同
等
で
完
全
独
立
の
西
洋
（abendlän-

disch

）
ロ
ー
マ
帝
国
が
対
峙
す
る
に
至
る
ま
で
は
、
四
七
六
年
以
降
も
ロ
ー
マ
世
界
帝
国
の
連
続
性
を
少
く
と
も
東
ロ
ー
マ
帝
国
が
体
現

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　「
古
代
（antik

）」
の
代
り
に
「
ロ
ー
マ
（röm

isch

）」
の
語
を
選
び
、
こ
う
し
て
私
は
ロ
ー
マ
世
界
帝
国
を
目
か
ら
放
さ
な
い
。
だ
が
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力
一
杯
こ
こ
で
最
初
か
ら
強
調
し
て
お
く
が
、
こ
の
ロ
ー
マ
と
は
都
市
ロ
ー
マ
で
な
く
、
イ
タ
リ
ク
人
［Italiker

前
一
二
〇
〇
─
一
〇
〇

〇
年
頃
イ
タ
リ
ア
に
入
っ
た
イ
ン
ド
・
ゲ
ル
マ
ン
語
系
民
族
の
古
イ
タ
リ
ア
人
］、
東
西
二
分
後
の
西
ロ
ー
マ
帝
国
諸
民
族
全
般
で
も
な
い
。
む

し
ろ
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
以
降
で
も
芸
術
創
造
活
動
に
お
け
る
創
造
の
役
割
は
、
古
オ
リ
エ
ン
ト
諸
民
族
の
衰
退
し
て
か
ら
古
代

（A
ltertum

古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
）
全
体
を
通
じ
て
当
の
役
割
を
果
し
、
途
方
も
な
い
成
果
を
挙
げ
て
き
た
民
族
に
留
ま
っ
て
い
た
、

と
見
る
の
が
私
の
確
信
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
以
降
の
哲
学
が
ロ
ー
マ
哲
学
で
な
く
ロ
ー
マ
皇
帝
時
代
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
哲
学
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
ま
た
祭
儀
（K

ultus

）
が
ロ
ー
マ
の
祭
儀
で
な
く
オ
リ
エ
ン
ト
的
表
象
の
浸
透
せ
る
ギ
リ
シ
ア
の
祭
儀
で
あ
っ
て
、
異

教
的
祭
儀
の
信
奉
者
が
四
世
紀
五
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
っ
て
依
然
あ
っ
さ
り
「
ギ
リ
シ
ア
人
（H

ellenes

す
な
わ
ち
地
方
名H

ellas

の
民
）」
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
皇
帝
時
代
の
芸
術
も
ま
た
実
質
的
に
は
相
変
ら
ず
ギ
リ
シ
ア
芸
術
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

西
方
が
国
体
や
文
化
に
お
い
て
と
同
じ
く
芸
術
に
お
い
て
も
徐
々
に
差
異
を
見
せ
て
遂
に
特
別
な
方
向
を
育
て
て
き
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ

ん
誰
も
否
定
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
研
究
の
道
程
に
お
い
て
絶
え
ず
わ
れ
わ
れ
も
、
そ
の
種
の
相
違
の
出
現
に
注
目
す
る
機
会
を
見

出
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
や
が
て
明
か
に
な
ろ
う
が
、
こ
の
時
期
全
体
を
決
定
す
る
積
極
的
活
動
は
や
は
り
つ
ね
に
東
ロ
ー
マ
帝
国
か

ら
発
し
て
い
て
、
こ
の
ギ
リ
シ
ア
─オ
リ
エ
ン
ト
的
更
新
は
た
だ
一
部
し
か
受
取
ら
ず
、
残
余
は
原
則
と
し
て
突
返
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、

西
ロ
ー
マ
人
の
特
性
が
主
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
オ
リ
エ
ン
ト
の
影
響
を
生
来
ほ
と
ん
ど
受
け
な
か
っ
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
が
お
の

れ
の
種
別
的
な
芸
術
意
思
（K

unstw
ollen

）
を
展
開
で
き
る
時
代
は
ま
だ
到
来
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
は
カ
ー
ル
大
帝

の
時
期
を
過
ぎ
て
よ
う
や
く
始
ま
る
の
で
あ
る
。

　
筆
者
の
ご
と
く
、
発
展
に
は
退
歩
も
な
け
れ
ば
静
止
点
も
な
い
ど
こ
ろ
か
一
切
は
絶
え
ず
前
方
へ
流
れ
る
、
と
の
確
信
に
貫
か
れ
て
い

る
人
は
、
一
芸
術
期
を
画
期
不
動
の
枠
内
に
閉
込
め
る
の
は
恣
意
そ
の
も
の
と
感
じ
る
に
違
い
な
い
。
と
は
い
え
、
個
々
の
芸
術
期
を
区

別
し
た
い
と
企
て
な
け
れ
ば
、
発
展
へ
の
明
晰
な
洞
察
は
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
ひ
と
た
び
発
展
の
全
史
を
個
々
の
時
期
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へ
区
分
す
る
と
決
め
る
や
、
ど
う
し
て
も
各
時
期
に
は
始
点
を
も
終
点
を
も
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
私
は
、
後

期
ロ
ー
マ
芸
術
期
を
挟
む
境
界
と
し
て
の
ミ
ラ
ノ
勅
令
（
紀
元
三
一
三
年
）
お
よ
び
カ
ー
ル
大
帝
治
世
開
始
（
紀
元
七
六
八
年
）
と
い
う
選

択
も
正
当
化
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
。
尤
も
、
断
り
と
し
て
急
い
で
書
添
え
た
い
の
は
、
紀
元
四
世
紀
芸
術
の
性
格
的
特
徴
の
多
く
は
密

度
を
徐
々
に
薄
め
て
遂
に
は
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
に
ま
で
遡
及
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
期
で
な

く
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
期
（
皇
帝
在
位
紀
元
一
六
一
─
一
八
〇
年
）
を
始
点
に
据
え
ら
れ
な
い
か
と
私
自
身
し
ば
ら
く
躊
躇
し
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
四
百
五
十
年
に
及
ぶ
全
期
間
の
細
分
に
つ
い
て
は
目
下
な
お
も
度
外
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
信
じ
て
い
る
。

こ
の
研
究
の
第
一
部
た
る
本
書
で
は
主
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
か
ら
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
（
皇
帝
在
位
紀
元
五
二
七
─
五
六
五
年
）
に
至

る
時
代
を
扱
い
、
第
二
部
で
は
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
か
ら
カ
ー
ル
大
帝
に
至
る
時
代
（
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
影
響
下
に
立
つ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝ハ
ン

ガ
リ
ー
領
域
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
百
年
か
ら
二
百
年
ほ
ど
延
び
る
）
を
扱
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
の
扱
い
は
、
外
的
事
情
（
遺
例
統
計
）
か

ら
も
、
ま
た
六
世
紀
中
葉
以
降
に
は
蛮
族
が
地
中
海
諸
民
族
に
向
け
て
次
第
に
疎
遠
と
な
り
独
立
の
度
を
増
し
て
き
た
事
実
か
ら
も
、
誰

で
も
容
易
に
説
明
が
付
く
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
素
材
（Stoff

）
は
周
知
こ
の
上
な
い
代
表
例
で
す
ら
大
雑
把
に
し
か
取
尽
せ
な
い
ほ
ど
夥
し
い
が
、
配
置
は
芸
術
部
類
に
よ
る
分
別
を

土
台
に
し
た
。
無
論
あ
れ
こ
れ
の
最
高
法
則
は
、
こ
れ
ら
法
則
を
指
令
す
る
芸
術
意
思
（K

unstw
ollen

）
と
同
じ
く
、
四
部
類
の
す
べ

て
に
共
通
で
あ
る
が
、
し
か
し
全
部
類
に
お
い
て
等
し
く
直
接
明
白
に
こ
れ
ら
法
則
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
最
も
よ
く
認
め
易

い
の
は
建
築
の
ば
あ
い
で
あ
り
、
つ
い
で
工
芸
、
こ
と
に
形
像
の
意モ

テ
イ
ー
フ匠

［
作
因
］
を
細
工
し
な
い
限
り
で
の
工
芸
で
あ
る
。
建
築
お
よ
び

工
芸
は
芸
術
意
思
の
主
導
的
法
則
を
し
ば
し
ば
数
学
的
と
言
え
る
ほ
ど
純
粋
に
見
せ
て
く
れ
る
。
他
方
、
彫
刻
や
絵
画
の
形
像
作
品
で
は
、

こ
れ
ら
法
則
が
完
全
に
元
の
ま
ま
明
瞭
に
現
れ
は
し
な
い
。
だ
が
こ
れ
は
決
し
て
人
物
像
そ
の
も
の
に
、
言
い
か
え
る
と
人
体
の
運
動
性

や
、
運
動
に
制
約
さ
れ
て
の
外
見
上
の
非
相
称
性
に
よ
る
の
で
な
く
、「
内
容
（Inhalt
）」
つ
ま
り
詩
的
と
か
宗
教
的
と
か
訓
導
的
と
か
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愛
国
的
な
ど
の
類
の
思
想
に
よ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
思
想
が
意
図
的
に
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
ず
人
物
像
に
結
付
い
て
、
観
者

を
、
わ
け
て
も
概
念
に
よ
る
仕
事
に
慣
れ
、
自
然
作
品
や
芸
術
作
品
の
遠
隔
視
的
で
一
瞥
性
─視
覚
的
な
観
照
に
慣
れ
て
い
る
観
者
の
目

を
、
芸
術
作
品
に
お
け
る
真
に
造
形
芸
術
的
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
平
面
や
空
間
に
お
け
る
形
体
な
ら
び
に
色
彩
と
し
て
の
事
物
の
外
観

か
ら
逸
ら
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
次
第
に
応
じ
て
建
築
の
章
が
先
頭
に
置
か
れ
た
が
、
こ
の
章
で
直
ち
に
披
い
て
見
せ
た

い
の
は
、
平
面
や
空
間
に
対
面
す
る
事
物
の
関
係
を
捉
え
る
後
期
ロ
ー
マ
人
の
根
本
的
な
見
方
で
あ
る
。

　
工
芸
は
第
二
の
席
に
着
か
せ
る
と
こ
ろ
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
最
後
の
席
に
移
っ
て
い
る
の
が
実
際
で
あ
り
、
こ
の
移
籍
に
は
説
明
が

要
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
芸
術
史
文
献
を
見
る
と
特
殊
技
術
の
領
域
で
は
個
々
（
例
と
し
て
ラ
イ
ン
地
方
の
ガ
ラ
ス
お
よ
び
金
工
に
関

す
る
キ
ー
サ
［
前
出
］
の
卓
論
を
挙
げ
た
い
─
─
［A
nton K

arl K
isa, D

ie antiken G
läser der Frau M

aria vom
 R

ath, geb

［orene

旧
姓
］. 

Stein. K
öln 1899

］）
着
手
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
周
知
公
認
で
確
実
な
後
期
ロ
ー
マ
工
芸
論
は
一
冊
も
存
在
し
て
い
な
い
し
、
後
期
ロ

ー
マ
工
芸
を
確
定
す
る
た
め
に
本
書
で
初
め
て
基
礎
が
築
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
も
や
こ
こ
で
問

題
に
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
芸
術
史
の
理
論
的
研
究
者
が
、
工
芸
に
は
（
ギ
リ
シ
ア
の
壷
の
ご
と
く
）
人
物
像
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
と

か
、（
ミ
ュ
ケ
ナ
イ
期
の
ご
と
く
）
あ
る
芸
術
期
に
人
物
像
の
証
拠
が
全
く
な
い
、
ほ
と
ん
ど
な
い
、
な
ど
の
場
合
に
限
っ
て
顧
慮
す
れ
ば

よ
い
と
信
じ
て
き
た
、
工
芸
へ
の
根
本
的
蔑
視
に
伴
う
余
波
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
右
の
後
例
で
は
技
術
さ
え
を
も
確
か
に
考
察
し
た
も
の

の
、
目
的
は
ま
た
し
て
も
意モ

テ
イ
ー
フ匠

［
作
因
］
の
成
立
を
説
明
す
る
た
め
（
い
ま
だ
完
全
に
は
棄
て
ら
れ
て
い
な
い
邪
道
）
だ
け
に
あ
っ
て
、
特
定

の
技
術
を
掴
ま
せ
た
芸
術
意
思
（K

unstw
ollen

）
を
把
捉
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
後
期
ロ
ー
マ
工
芸
は
さ
ほ
ど
豊
か
に
人
物

像
を
役
立
て
て
い
な
い
し
、
原
始
的
（prim

itiv

）
性
格
も
具
え
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
ま
で
総
じ
て
後
期
ロ
ー
マ
工
芸
の
存
在
は
無
視

さ
れ
て
き
た
も
同
然
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
後
期
ロ
ー
マ
工
芸
を
無
視
し
、
こ
こ
に
表
出
さ
れ
た
芸
術
意
思
の
積
極
的
目
標
を
無
視
し
て

き
た
こ
と
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
決
り
文
句
「
蛮
風
化
」
や
「
民
族
移
動
要
素
（V

ölkerw
anderungselem

ente

）」
の
背
後
に
隠
れ
て
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い
る
、
あ
ら
ゆ
る
誤
解
や
不
明
瞭
表
象
の
主
因
を
見
抜
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。
と
こ
ろ
で
本
書
で
後
期
ロ
ー
マ
工
芸
に
と
っ
て
肝
要
と

さ
れ
る
個
々
の
遺
例
に
つ
い
て
、
外
的
判
定
基
準
か
ら
ロ
ー
マ
帝
国
に
起
源
の
地
を
確
定
で
き
る
例
は
稀
有
で
あ
っ
て
、
ロ
ー
マ
起
源
と

帰
す
る
に
は
主
と
し
て
当
の
遺
例
に
観
察
で
き
る
芸
術
創
造
法
則
が
根
拠
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
お
の
ず
か
ら
生

じ
る
必
然
性
は
、
ま
ず
由
来
が
帝
国
ロ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
疑
い
得
な
い
芸
術
部
類
、
こ
の
よ
う
な
芸
術
部
類
の
遺
例
に
即
し
て
、

ま
さ
し
く
右
の
法
則
こ
そ
は
後
期
ロ
ー
マ
芸
術
に
固
有
の
法
則
で
あ
る
と
証
明
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
て
建
築
の
考
察
に
は
直
に
両

形
像
芸
術
の
考
察
を
つ
づ
け
た
が
、
そ
の
際
ふ
た
た
び
絵
画
よ
り
も
彫
刻
の
方
が
大
き
く
顧
慮
さ
れ
た
。
ひ
と
つ
は
外
的
理
由
、
彫
刻
に

は
良
い
模
刻
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
多
数
の
遺
例
が
あ
る
か
ら
だ
が
、
さ
ら
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
工
芸
解
明
に

あ
た
り
無
上
の
基
礎
資
料
と
し
て
は
金
属
細
工
を
選
ん
で
い
て
、
こ
の
金
属
細
工
に
は
彫
刻
な
る
芸
術
部
類
の
方
が
近
し
い
か
ら
で
も
あ

る
。

　
本
書
で
当
代
の
芸
術
は
処
理
編
纂
を
見
た
が
、
こ
の
時
代
が
世
界
史
の
こ
れ
ま
で
書
損
ね
て
き
た
最
も
大
切
な
時
代
に
算
え
ら
れ
る
こ

と
に
は
誰
も
異
存
あ
る
ま
い
。
人
類
の
普
遍
的
文
化
運
動
に
お
け
る
指
導
権
を
一
千
年
以
上
に
わ
た
り
握
っ
て
き
た
民
族
が
、
こ
れ
を
ま

さ
に
手
放
そ
う
と
し
て
い
る
。
傍
ら
に
押
寄
せ
て
い
る
の
は
あ
れ
こ
れ
別
の
、
何
百
年
か
前
に
は
名
前
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
民
族
で
あ
る
。
有
史
以
来
通
用
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
、
神
の
本
質
に
つ
い
て
の
直
観
と
か
神
の
対
可
視
世
界
関
係
に
つ
い
て

の
直
観
な
ど
が
、
揺
り
動
か
さ
れ
見
棄
て
ら
れ
て
、
新
た
な
直
観
に
取
替
え
ら
れ
、
こ
の
新
た
な
直
観
に
ま
た
も
や
今
日
に
至
る
ま
で
の

一
千
年
の
持
続
が
与
え
ら
れ
る
定
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
二
つ
の
世
界
年
（W

eltalter

）
が
相
分
れ
る
と
い
う
よ
う
な
発
酵
の
時
代
に

生
じ
て
、
ほ
と
ん
ど
見
渡
せ
ぬ
無
数
の
芸
術
遺
例
が
現
存
し
、
作
者
も
年
代
も
大
方
は
不
明
な
が
ら
、
当
時
の
精
神
状
態
の
隈
な
く
波
立

て
ら
れ
た
性
格
を
忠
実
に
映
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
は
、
公
正
な
方
で
当
代
芸
術
最
初
の
編
纂
者
に
、
せ
め
て
遺
例
の

最
重
要
例
に
つ
い
て
だ
け
で
も
余
す
と
こ
ろ
な
き
記
述
を
、
と
要
求
な
さ
る
方
は
あ
る
ま
い
。
け
れ
ど
も
、
大
き
く
全
般
的
な
性
格
特
徴
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お
よ
び
傾
向
の
説
示
に
課
題
は
限
定
さ
れ
る
と
見
て
す
ら
、
正
し
く
考
量
の
読
者
な
ら
ば
、
こ
れ
ほ
ど
に
分
裂
し
て
動
く
時
代
こ
と
に
紀

元
四
世
紀
に
は
、
発
展
過
程
が
厳
格
に
一
つ
で
一
様
に
前
進
す
る
過
程
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
飛
躍
的
局
面
で
は
絶

え
間
な
い
反
動
の
も
と
に
推
移
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
に
、
必
ず
や
気
付
か
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
こ
そ
が
、
こ
こ
で
は

古ア
ル
カ
イ
ク

拙
期
の
持
続
か
、
そ
こ
で
は
ま
さ
し
く
近
代
の
見
方
を
過
激
に
先
取
か
と
、
夥
し
く
途
方
も
な
い
時
代
錯
誤
の
姿
の
な
か
に
、
決
し
て

曖
昧
な
ら
ず
表
出
さ
れ
て
い
る
事
柄
な
の
で
あ
る
。

　
本
書
に
立
て
た
課
題
が
こ
れ
ほ
ど
に
抱
え
込
む
困
難
の
上
に
、
遺
例
の
在
所
が
往
昔
の
ロ
ー
マ
世
界
帝
国
全
体
の
途
方
も
な
い
領
域
お

よ
び
こ
れ
を
越
え
て
散
在
す
る
事
実
が
加
わ
る
。
こ
こ
で
告
白
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
外
的
障
害
の
た
め
に
已
む
無
く
シ

リ
ア
や
ア
ラ
ビ
ア
や
西
ア
フ
リ
カ
、
ま
た
南
フ
ラ
ン
ス
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
な
る
重
要
な
部
分
領
域
は
私
の
吟
味
を
免
れ
た
も
同
然
の
ま
ま

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
年
の
研
究
が
私
を
導
い
た
成
果
の
公
表
に
、
も
は
や
躊
躇
は
な
ら
ぬ
と
信
じ
た
の
は
、
こ
の
試
論
の

成
功
へ
の
確
信
を
主
と
し
て
私
の
気
持
（W

ahrnehm
ung

知
覚
）
か
ら
得
て
い
る
ゆ
え
に
で
あ
る
。
こ
の
気
持
と
は
、
後
期
ロ
ー
マ
芸

術
作
品
の
そ
れ
ぞ
れ
を
観
照
の
つ
ど
例
外
な
く
、
当
の
作
品
の
感
覚
的
外
観
か
ら
、
他
で
は
古ク

ラ
シ
ク典

作
品
か
ル
ネ
サ
ン
ス
作
品
に
し
か
な
い
、

あ
の
同
じ
抗
い
得
ぬ
内
的
必
然
性
の
刻
印
が
輝
い
て
く
る
知
覚
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
内
的
必
然
性
（innere N

otw
endigkeit

）、
後
期

ロ
ー
マ
芸
術
作
品
の
そ
れ
ぞ
れ
に
私
が
直
覚
的
（instinktiv
本
能
的
）
に
感
受
し
、
一
般
に
「
様
式
（Stil

）」
と
呼
慣
わ
さ
れ
て
い
る
内

的
必
然
性
の
本
質
に
つ
い
て
、
私
自
身
お
よ
び
他
の
人
々
に
本
書
の
各
章
に
お
い
て
明
晰
な
言
葉
で
語
り
明
そ
う
と
私
は
試
み
た
。
こ
う

し
て
私
が
提
供
す
る
の
は
、
後
期
ロ
ー
マ
様
式
の
本
質
の
詳
述
で
あ
り
、
こ
の
様
式
の
歴
史
的
生
成
の
詳
述
で
あ
る
。
こ
れ
を
以
て
私
は
、

人
類
の
一
般
芸
術
史
（allgem

eine K
unstgeschichte

芸
術
通
史
・
世
界
芸
術
史
）
に
寄
せ
る
わ
れ
わ
れ
の
知
見
の
な
か
で
、
す
で
に
余
り

に
も
永
く
放
置
さ
れ
て
き
た
最
後
の
偉
大
な
空
隙
を
、
少
く
と
も
大
体
と
し
て
は
埋
め
た
と
信
じ
て
い
る
。


