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は
じ
め
に

　
筆
者
は
、
本
特
集
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
第
六
九
回
日
本
西
洋
史

学
会
大
会
小
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
古
代
地
中
海
世
界
に
お
け
る
人
々
の

移
動
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
お
い
て
は
、
報
告
者
と
し
て
は
登
壇
し

て
お
ら
ず
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
と
し
て
参
加
し
た
の
み
で
あ
っ
た
（
１
）
。
本

特
集
に
あ
た
り
期
待
さ
れ
た
こ
と
は
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
と
し
て
当
日

語
っ
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
ま
と
め
る
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
コ
メ
ン
ト
の
核
心
た
る
地
中
海
世
界
に
お
け

る
人
々
の
移
動
お
よ
び
移
住
の
多
様
な
あ
り
方
に
関
し
て
、拙
稿「
古

代
ギ
リ
シ
ア
の
通
商
都
市
―
―
ア
テ
ナ
イ
の
双
子
都
市
ペ
イ
ラ
イ
エ

ウ
ス
」
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
人
と
く
に
ア
テ
ナ
イ
人
側
の
外
国
人

受
容
の
実
相
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
論
ず
る
機
会
を
得
た
こ
と
か
ら
、

当
日
コ
メ
ン
ト
し
た
内
容
の
大
枠
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
発
表
し
て

し
ま
っ
た
（
２
）

。
一
方
、
こ
の
論
文
の
末
部
で
触
れ
た
、
ギ
リ
シ
ア
世
界

へ
の
移
住
な
い
し
往
来
し
た
足
跡
を
二
言
語
碑
文
と
い
う
形
で
書
き

残
し
た
人
々
が
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
言
う
と
こ
ろ
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
に

ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
正
面
か
ら

考
察
す
べ
き
課
題
と
し
て
頭
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
滞
在
も
し
く
は
移
住
し
た
フ
ェ
ニ
キ
ア

人
が
、
移
住
先
の
文
化
を
ど
の
よ
う
に
受
容
・
借
用
し
、
ま
た
ど
の

よ
う
に
移
住
先
の
社
会
と
交
渉
し
、
生
活
の
場
を
確
固
た
る
も
の
と

　
報
告
二

　
エ
ー
ゲ
海
を
往
来
し
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
　

　
　
　
―
シ
ド
ン
の
商
人
の
活
動
を
中
心
に
―

　
師
　
尾
　
晶
　
子
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し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
ギ
リ
シ
ア
語
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
フ

ェ
ニ
キ
ア
人
へ
の
言
及
を
手
が
か
り
に
す
る
と
と
も
に
、
ギ
リ
シ
ア

語
・
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
の
二
言
語
碑
文
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
し
た
い
。

　
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
は
、
奴
隷
と
し
て
連
れ
て
こ
ら
れ
た
人
々
以
外

に
も
多
く
の
外
国
人
が
来
訪
し
た
。
た
だ
し
、
彼
ら
が
受
け
入
れ
た

移
民
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
・
非
ギ
リ
シ
ア
人
を
問
わ
ず
、
不
動
産
所

有
や
司
法
に
お
い
て
多
く
の
制
限
と
差
別
が
存
在
し
た
。
ポ
リ
ス
市

民
の
権
利
は
強
固
に
守
ら
れ
る
一
方
、
そ
こ
か
ら
は
ず
れ
た
人
々
に

対
す
る
権
利
の
保
護
は
脆
弱
で
あ
っ
た
。
こ
の
基
本
的
な
特
質
は
、

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
強
固
に
維
持
さ
れ
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
多
く
の
人
々
が
移
動
し
移
住
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
（
３
）
。

　
あ
る
ポ
リ
ス
に
お
け
る
外
国
人
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
文
献
史
料

に
お
け
る
特
定
の
人
物
へ
の
言
及
を
の
ぞ
く
と
、
大
部
分
が
墓
碑
に

記
載
さ
れ
た
出
身
地
か
ら
知
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の

は
、
ポ
リ
ス
は
た
し
か
に
外
国
人
を
受
容
し
て
い
た
が
、
大
部
分
の

外
国
人
は
ギ
リ
シ
ア
語
話
者
、
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
っ
た
と

言
う
こ
と
で
あ
る
（
４
）
。
こ
の
こ
と
は
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
を
顕
彰
し
た
碑

文
の
分
布
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
制
度
は
、

も
と
も
と
ポ
リ
ス
間
の
外
交
の
た
め
に
成
立
し
た
制
度
で
あ
っ
た

が
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
分
布
を
包
括
的
に
検
討
し
た
マ
ッ
ク
の
研
究

に
よ
れ
ば
、
ポ
リ
ス
の
大
小
を
問
わ
ず
、
被
顕
彰
者
の
大
部
分
は
近

隣
ポ
リ
ス
の
出
身
者
で
あ
っ
た
（
５
）
。

　
一
方
、
墓
碑
の
う
ち
、
ギ
リ
シ
ア
語
と
ギ
リ
シ
ア
語
以
外
の
二
言

語
で
記
載
さ
れ
た
も
の
は
、
被
葬
者
が
非
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
っ
た
こ

と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
二
言
語
碑
文
は
、

古
く
か
ら
外
国
人
、
と
く
に
非
ギ
リ
シ
ア
人
の
外
国
人
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
問
う
研
究
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
て
き
た
（
６
）

。
し
か
し
な

が
ら
、
二
言
語
碑
文
の
数
が
き
わ
め
て
限
定
的
で
あ
る
こ
と
、
ロ
ー

マ
時
代
以
前
に
は
ギ
リ
シ
ア
語
と
対
と
な
る
言
語
は
ほ
ぼ
フ
ェ
ニ
キ

ア
語
に
限
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
単
に
自
明
の
も
の
と

さ
れ
、
あ
ま
り
議
論
の
対
象
に
は
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

　
本
稿
で
は
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
が
二
言
語
碑
文
、
と
り
わ
け
モ
ニ
ュ

メ
ン
タ
ル
な
碑
文
の
制
作
を
継
続
し
て
き
た
背
景
に
つ
い
て
、
と
く

に
シ
ド
ン
の
人
々
の
活
動
に
注
目
す
る
こ
と
か
ら
考
察
す
る
（
７
）

。

一
　
史
料
の
問
題

フ
ェ
ニ
キ
ア
語
史
料
の
問
題

　
ギ
リ
シ
ア
人
が
「
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
」
と
称
し
た
人
々
が
地
中
海
世

界
の
人
々
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
教
科
書
的
な
事

例
で
は
あ
る
も
の
の
、地
中
海
に
乗
り
出
し
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
商
人
が
、

彼
ら
の
新
た
に
採
用
し
て
使
い
は
じ
め
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
地
中
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海
各
地
の
人
々
に
普
及
さ
せ
る
こ
と
に
一
役
買
っ
た
こ
と
に
触
れ
る

だ
け
で
十
分
だ
ろ
う
。
実
際
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
い
て
、
早
い
時

点
で
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
導
入
を
示
す
文
字
史
料
の
出
土
が
知
ら
れ

る
地
域
は
、
エ
ウ
ボ
イ
ア
島
に
せ
よ
、
メ
ト
ネ
に
せ
よ
、
前
八
世
紀

こ
ろ
か
ら
フ
ェ
ニ
キ
ア
商
人
と
の
接
触
の
知
ら
れ
る
地
域
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、フ
ェ
ニ
キ
ア
人
の
足
跡
を
た
ど
ろ
う
と
す
る
と
、

大
き
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
今
日
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
お
よ
び

ポ
エ
ニ
語
の
出
土
史
料
は
一
万
を
超
え
る
。
た
だ
し
、
大
部
分
は
断

片
的
で
あ
り
、
あ
る
程
度
の
長
さ
の
あ
る
も
の
で
も
定
型
句
の
く
り

か
え
し
に
と
ど
ま
る
（
８
）

。
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
の
史
料
か
ら
フ
ェ
ニ
キ
ア
人

の
歴
史
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
、
今
な
お
困
難
を
と
も
な
う
。

ギ
リ
シ
ア
語
と
他
言
語
と
の
二
言
語
碑
文
の
分
布

　
ギ
リ
シ
ア
語
と
他
言
語
で
構
成
さ
れ
る
二
言
語
語
碑
文
あ
る
い
は

そ
れ
以
上
の
言
語
か
ら
な
る
多
言
語
碑
文
の
存
在
は
、
ロ
ー
マ
に
よ

る
征
服
以
前
の
東
地
中
海
世
界
に
お
い
て
、
と
く
に
境
界
地
域
か
ら

知
ら
れ
て
い
る
。
リ
キ
ア
に
お
け
る
二
言
語
碑
文
あ
る
い
は
三
言
語

碑
文
、
カ
リ
ア
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
語
と
カ
リ
ア
語
の
二
言
語
碑
文

な
ど
で
あ
る
（
９
）
。
一
方
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
け
る
交
易
の
拠
点
と
な

る
地
域
か
ら
も
二
言
語
碑
文
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
語
お

よ
び
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
か
ら
な
る
二
言
語
碑
文
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
知

ら
れ
て
い
な
い）
（1
（

。
要
す
る
に
、
ロ
ー
マ
に
よ
る
支
配
を
受
け
る
以
前

の
ギ
リ
シ
ア
世
界
か
ら
知
ら
れ
る
ほ
ぼ
す
べ
て
の
二
言
語
碑
文
は
、

フ
ェ
ニ
キ
ア
語
と
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
な
る
碑
文
と
言
っ
て
よ
い
。
そ

し
て
そ
の
大
部
分
が
墓
碑
と
奉
納
碑
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ギ
リ

シ
ア
世
界
に
お
い
て
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
と
ギ
リ
シ
ア
語
の
二
言
語
碑
文

を
の
こ
し
た
人
々
が
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
と
つ
な
が
り
の
あ
る
人
々
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
墓
碑
や
奉
納

碑
を
の
こ
す
こ
と
が
可
能
な
富
を
有
し
た
非
ギ
リ
シ
ア
人
の
外
国
人

の
大
部
分
が
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
話
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
実
際
、
ト
ラ
キ
ア
地
方
出
身
者
な
ど
他
地
域
出
身
者
の

墓
碑
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
王
族
の
も
の
で
あ
れ
、
奴
隷

あ
る
い
は
元
奴
隷
が
墓
主
の
も
の
で
あ
れ
、
少
な
く
と
も
現
存
の
も

の
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
み
で
刻
ま
れ
た
。
彼
ら

の
子
孫
の
名
前
が
、
多
く
の
場
合
、
ギ
リ
シ
ア
語
化
さ
れ
た
と
い
う

指
摘
も
こ
の
傾
向
が
偶
然
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
も

フ
ェ
ニ
キ
ア
語
話
者
と
の
相
違
点
で
あ
る
。

　
ギ
リ
シ
ア
語
と
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
の
二
言
語
碑
文
が
最
も
多
く
出
土

し
て
い
る
の
は
、
キ
プ
ロ
ス
と
ア
テ
ナ
イ
（
と
く
に
ペ
イ
ラ
イ
エ
ウ

ス
）
で
あ
る
が
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
入
る
と
、
デ
ロ
ス
、
コ
ス
、

ロ
ド
ス
、
デ
メ
ト
リ
ア
ス
、
マ
ル
タ
な
ど
か
ら
も
、
数
は
限
定
的
な

が
ら
二
言
語
碑
文
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
古
典
期
か
ら
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
時
代
に
か
け
て
二
言
語
碑
文
を
の
こ
し
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
都
市

は
、
シ
ド
ン
、
テ
ュ
ロ
ス
、
ビ
ュ
ブ
ロ
ス
、
ア
ス
カ
ロ
ン
、
ベ
リ
ュ
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ト
ゥ
ス
な
ど
で
、
シ
ド
ン
出
身
者
に
よ
る
も
の
が
最
も
多
い
。

　
こ
れ
ら
二
言
語
碑
文
の
特
徴
と
し
て
は
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
の
碑
文

の
方
が
長
文
で
、
内
容
的
に
豊
か
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
碑
文
は
、

簡
素
な
要
約
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま

り
、
碑
文
の
制
作
者
、
あ
る
い
は
制
作
依
頼
者
は
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
語

が
母
語
で
あ
り
、
設
置
場
所
が
ギ
リ
シ
ア
世
界
で
あ
っ
て
も
、
フ
ェ

ニ
キ
ア
語
を
理
解
す
る
人
が
そ
れ
を
見
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
と

推
測
で
き
る）
（（
（

。
こ
の
特
徴
は
、
ア
テ
ナ
イ
な
い
し
ペ
イ
ラ
イ
エ
ウ
ス

出
土
の
碑
文
に
限
ら
ず
、
ロ
ド
ス
や
デ
ロ
ス
な
ど
か
ら
出
土
し
た
碑

文
に
も
共
通
し
て
い
た
。

二
　
ギ
リ
シ
ア
語
史
料
か
ら
み
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
の
活
動

　
外
国
人
、
と
り
わ
け
非
ギ
リ
シ
ア
人
が
顕
彰
さ
れ
た
背
景
に
は
、

大
概
の
場
合
、相
互
に
関
わ
り
合
う
以
下
の
二
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、（
一
）
外
交
上
の
便
宜
を
は
か
っ
た
こ
と
、（
二
）
穀
物

輸
入
へ
の
便
宜
を
は
か
っ
た
こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
。
両
者
は
し
ば

し
ば
密
接
に
関
連
し
て
も
い
た）
（1
（

。

　（
一
）
に
つ
い
て
は
、
古
典
期
に
お
い
て
は
、
と
く
に
ア
ケ
メ
ネ

ス
朝
と
の
外
交
交
渉
の
仲
介
を
は
か
っ
た
こ
と
が
主
要
な
理
由
と
さ

れ
た
。
被
顕
彰
者
は
，
そ
れ
ゆ
え
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
の
影
響
下
に
あ
っ

た
国
王
を
は
じ
め
と
す
る
政
治
的
実
権
を
持
つ
境
界
地
の
有
力
者
で

あ
っ
た
。
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
国
お
よ
び
ト
ラ
キ
ア
の
オ
ド
リ
ュ
サ
イ
王

国
、
ボ
ス
ポ
ロ
ス
王
国
の
国
王
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る）
（1
（

。（
二
）
に

つ
い
て
も
、
国
王
が
率
先
し
便
宜
を
は
か
っ
た
こ
と
か
ら
顕
彰
の
対

象
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
実
際
に
交
易
に
従
事
し
た
商
人
が
，

個
人
で
あ
る
い
は
集
団
で
顕
彰
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
穀
物
の
輸
入
は
、
す
で
に
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
時

代
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
。
デ
ロ
ス
同
盟
期
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
も

黒
海
地
方
か
ら
の
穀
物
輸
入
の
航
路
の
安
全
の
確
保
は
重
要
な
外

交
案
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
穀
物
輸
入
が
と
り
わ
け
重

要
な
関
心
事
と
な
っ
た
の
は
、
前
四
世
紀
の
後
半
、
と
り
わ
け
前

三
三
〇
年
代
か
ら
前
三
世
紀
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
く
に

前
三
三
〇
年
代
か
ら
前
三
二
〇
年
代
に
か
け
て
、
東
地
中
海
で
は
繰

り
返
し
穀
物
の
不
足
に
見
舞
わ
れ
て
い
た）
（1
（

。
ア
テ
ナ
イ
で
は
不
足
す

る
穀
物
の
確
保
が
重
大
な
関
心
事
と
な
り
、
穀
物
輸
入
に
便
宜
を
は

か
っ
た
商
人
あ
る
い
は
交
易
拠
点
の
支
配
者
が
、
こ
の
間
に
何
人
も

顕
彰
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
か
で
も
目
立
っ
た
の
が
シ
ド
ン
の

商
人
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
で
は
、
シ
ド
ン
王
ス
ト
ラ
ト
ン
を
顕
彰
し
た
ア
テ
ナ
イ
の
顕

彰
決
議
（IG

 II 2 141 = RO
21

）
を
取
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
関

連
の
史
料
を
見
て
ゆ
く
。

　
シ
ド
ン
王
ス
ト
ラ
ト
ン
、す
な
わ
ち
ア
ブ
ダ
シ
ュ
タ
ル
ト
一
世
は
、

ア
テ
ナ
イ
か
ら
ペ
ル
シ
ア
王
の
下
に
派
遣
さ
れ
た
使
節
に
便
宜
を
図
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っ
た
が
ゆ
え
に
顕
彰
さ
れ
、
プ
ロ
ク
セ
ノ
ス
の
称
号
を
得
た
。
石
碑

の
上
部
が
欠
損
し
て
お
り
、
決
議
年
代
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
の

た
め
、
こ
の
顕
彰
碑
文
に
記
さ
れ
た
ア
テ
ナ
イ
か
ら
ペ
ル
シ
ア
王
の

下
へ
の
使
節
派
遣
が
い
つ
な
の
か
、
い
か
な
る
目
的
だ
っ
た
の
か
に

つ
い
て
の
推
測
か
ら
、
碑
文
の
決
議
年
代
が
提
案
さ
れ
て
き
た
。
碑

文
の
文
言
の
特
徴
と
も
総
合
し
て
、
決
議
の
年
代
は
前
三
七
〇
年
代

か
ら
前
三
六
〇
年
代
の
間
と
考
え
ら
れ
て
き
た）
（1
（

。

　
二
〇
一
六
年
に
マ
ト
ゥ
セ
ウ
に
よ
っ
て
こ
の
碑
文
が
前
四
一
四
／

四
一
三
年
か
ら
前
三
八
六
／
三
八
五
年
に
か
け
て
活
動
し
て
い
た
石

工
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
た
と
同
定
さ
れ
る
と
、
顕
彰
決
議
の
成
立
年
代

も
一
気
に
引
き
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
大
王

の
平
和
」
の
締
結
前
夜
、
ア
テ
ナ
イ
が
ペ
ル
シ
ア
へ
の
接
近
を
試
み

て
使
節
を
派
遣
し
た
折
に
、
シ
ド
ン
王
ス
ト
ラ
ト
ン
に
便
宜
を
は
か

っ
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
対
す
る
見
返
り
が
こ
の
顕
彰
決
議
で
あ
っ
た

と
マ
ト
ゥ
セ
ウ
は
推
測
し
た）
（1
（

。
新
し
い
決
議
年
代
の
提
案
は
、
こ
の

碑
文
以
外
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
「
大
王
の
平
和
」
の
体
制
下
に
お

け
る
ア
テ
ナ
イ
に
よ
る
ペ
ル
シ
ア
へ
の
使
節
派
遣
と
い
う
状
況
を
想

定
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
ギ
リ
シ
ア
史
研
究
者
の

間
で
は
肯
定
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
、Attic Inscriptions O

nline

（AIO

）
に
お
い
て
も
現
在
採
用
さ
れ
て
い
る）
（1
（

。

　
一
方
、
出
土
貨
幣
に
よ
る
歴
代
シ
ド
ン
王
の
治
世
の
再
構
成
に
よ

れ
ば
、
ア
ブ
ダ
シ
ュ
タ
ル
ト
一
世
が
王
位
に
つ
い
て
い
た
の
は
一
四

年
間
で
、
前
三
六
五
年
か
ら
前
三
五
二
年
で
あ
っ
た
と
同
定
さ
れ
、

フ
ェ
ニ
キ
ア
研
究
者
の
間
で
定
説
と
な
っ
て
い
る）
（1
（

。
こ
ち
ら
は
、
従

来
提
案
さ
れ
て
い
た
前
三
七
八
年
こ
ろ
か
ら
前
三
六
一
年
と
い
う
年

代
よ
り
も
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
研

究
者
に
と
っ
て
は
新
し
く
提
案
さ
れ
た
決
議
年
代
は
全
く
受
け
入
れ

ら
れ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。彼
と
サ
ラ
ミ
ス
王
ニ
コ
ク
レ
ス（
在

位
前
三
七
四
／
三
七
三
年
〜
前
三
六
二
／
三
六
一
年
）
と
の
交
流
が

知
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
マ
ト
ゥ
セ
ウ
に
よ
っ
て
新
た
に
提
案
さ
れ

た
決
議
年
代
と
の
整
合
性
が
と
れ
な
い
と
い
う
問
題
を
生
ん
で
い

る）
（1
（

。
と
は
い
え
、
前
三
世
紀
に
は
活
動
期
間
が
四
五
年
を
超
え
る
石

工
も
複
数
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
石
工
の
同
定
と
出
土
貨
幣
に

よ
る
決
議
年
代
の
可
能
性
の
推
定
と
を
す
り
あ
わ
せ
る
こ
と
も
不
可

能
で
は
な
い）
11
（

。

　
ス
ト
ラ
ト
ン
の
鋳
造
し
た
貨
幣
か
ら
見
る
か
ぎ
り
、
晩
年
を
の
ぞ

け
ば
、
彼
は
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
と
良
好
な
関
係
を
維
持
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る
。
一
方
、
碑
文
に
あ
る
よ
う
に
、
ペ
ル
シ
ア
に
向
か
う
ア
テ

ナ
イ
使
節
の
仲
介
役
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
あ
い
つ
ぐ
サ

ト
ラ
ペ
ス
の
反
乱
に
よ
り
不
安
定
化
し
て
い
た
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
に
お

い
て
、
ア
テ
ナ
イ
と
の
良
好
な
外
交
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
で
自
国

の
立
場
の
強
化
を
試
み
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
実
際
、
ス
ト

ラ
ト
ン
の
後
継
者
テ
ネ
ス
は
、
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
か
ら
の
反
乱
を
決
行

し
た
（D

iod. 16.41

）。
ス
ト
ラ
ト
ン
が
ア
テ
ナ
イ
使
節
へ
の
便
宜



－  114  －－  115  －

エ
ー
ゲ
海
を
往
来
し
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
（
師
尾
）

を
は
か
っ
た
の
が
前
三
六
〇
年
代
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
ギ
リ

シ
ア
側
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
側
の
双
方
の
史
料
の
状
況
か
ら
考
え
て
、
最

も
あ
り
え
そ
う
だ
と
思
わ
れ
る）
1（
（

。

　
ス
ト
ラ
ト
ン
顕
彰
決
議
の
末
尾
に
は
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
に
よ
る
追
加

動
議
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、「
シ
ド
ン
に
居
住
す
る
シ

ド
ン
の
人
々
は
、
ア
テ
ナ
イ
に
交
易
の
た
め
に
滞
在
す
る
と
き
に
は

居
住
税
（
メ
ト
イ
キ
オ
ン
）
を
徴
収
さ
れ
た
り
、合
唱
隊
奉
仕
者
（
コ

レ
ー
ゴ
ス
）に
任
命
さ
れ
た
り
、戦
時
臨
時
財
産
税（
エ
イ
ス
フ
ォ
ラ
）

徴
収
の
登
録
を
さ
れ
る
こ
と
な
く
市
民
と
し
て
居
住
で
き
る
」（
三
〇

〜
三
六
行
）
と
決
定
さ
れ
た）
11
（

。
ア
テ
ナ
イ
に
在
留
外
国
人
（
メ
ト
イ

コ
イ
）
と
し
て
居
住
し
て
い
た
シ
ド
ン
の
商
人
が
ど
れ
ほ
ど
い
た
か

は
定
か
で
は
な
い
が
、
銀
行
業
な
ど
に
従
事
し
て
い
た
フ
ェ
ニ
キ
ア

商
人
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
る）
11
（

。
追
加
動
議
か
ら
は
、
彼
ら
と
は
別

に
、
シ
ド
ン
を
居
住
地
と
し
な
が
ら
交
易
の
た
め
に
ア
テ
ナ
イ
を
訪

れ
る
シ
ド
ン
の
商
人
が
一
定
数
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。彼
ら
は
、

在
留
外
国
人
で
は
な
く
、
外
国
人
（
ク
セ
ノ
イ
）
と
見
な
さ
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
、
彼
ら
が
通
常
の
納
税
義
務
を
負

っ
た
場
合
、
少
な
く
と
も
ア
テ
ナ
イ
か
ら
見
れ
ば
、
コ
レ
ー
ゴ
ス
に

任
命
さ
れ
、
エ
イ
ス
フ
ォ
ラ
を
徴
収
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
ほ
ど
に

富
裕
な
人
々
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

も
見
え
る
。

　
比
較
的
富
裕
な
外
国
人
の
往
来
が
国
家
の
繁
栄
に
つ
な
が
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
前
四
世
紀
の
ア
テ
ナ
イ
の
著
作
家
も
論
じ
て
い
た
。

イ
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
晩
年
、
前
三
五
五
年
に
執
筆
し
た
『
平
和
論
』
の

中
で
、
和
平
が
実
現
さ
れ
れ
ば
、「
ポ
リ
ス
が
現
在
の
二
倍
の
歳
入

を
獲
得
し
、
今
は
す
っ
か
り
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
貿
易
商
人
（
エ

ン
ポ
ロ
イ
）
や
外
国
人
（
ク
セ
ノ
イ
）、在
留
外
国
人
（
メ
ト
イ
コ
イ
）

で
あ
ふ
れ
る
の
を
わ
れ
わ
れ
は
見
る
だ
ろ
う
」と
述
べ
た（
二
一
節
）。

　
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
も
ま
た
、
前
三
五
五
年
こ
ろ
に
執
筆
さ
れ
た
『
政

府
の
財
源
』
に
お
い
て
、
在
留
外
国
人
に
よ
り
多
く
の
特
権
を
与
え

て
、
よ
り
多
く
の
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
こ
そ
が
、
ポ
リ
ス
の

収
入
を
増
や
し
、ポ
リ
ス
を
豊
か
に
す
る
と
主
張
し
た（
二
章
一
節
）。

実
際
、在
留
外
国
人
が
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
居
住
税（
メ

ト
イ
キ
オ
ン
）
の
金
額
は
決
し
て
高
額
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
在
留
外
国
人
は
、
条
件
を
満
た
せ
ば
、
市
民
と
同
様
に
戦
時

臨
時
財
産
税
（
エ
イ
ス
フ
ォ
ラ
）
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
し
、
そ
の
ほ
か
の
公
共
奉
仕
も
義
務
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
っ

た）
11
（

。
戦
時
に
は
、
重
装
歩
兵
と
し
て
の
従
軍
も
求
め
ら
れ
た
。
ク
セ

ノ
フ
ォ
ン
は
、
こ
の
従
軍
義
務
に
つ
い
て
、
在
留
外
国
人
に
は
重
装

歩
兵
や
海
軍
の
漕
ぎ
手
で
は
な
く
、
騎
兵
へ
の
組
み
入
れ
を
認
め
る

べ
き
だ
と
論
ず
る
。
富
裕
な
外
国
人
を
在
留
外
国
人
と
し
て
受
け
入

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ポ
リ
ス
の
財
政
が
潤
い
、
富
裕
な
外
国
人
に

と
っ
て
は
ア
テ
ナ
イ
へ
の
移
住
が
よ
り
魅
力
的
に
見
え
る
は
ず
だ
と

言
う
わ
け
で
あ
る
（
二
章
五
節
）。
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さ
ら
に
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
が
、
在
留
外
国
人
に
も
不
動
産
所
有
権
を

よ
り
広
く
認
め
る
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る

（
二
章
六
節）
11
（

）。
在
留
外
国
人
へ
の
不
動
産
所
有
を
認
め
る
特
権
で
あ

る
エ
ン
ク
テ
シ
ス
の
付
与
は
、
前
三
世
紀
以
降
で
す
ら
き
わ
め
て
ま

れ
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
、
外
国
人
の
受
け
入

れ
が
ポ
リ
ス
の
財
政
の
改
善
に
寄
与
す
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。
彼
の
提
案
が
ア
テ
ナ
イ
の
現
実
の
政
策
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
を

示
す
史
料
は
現
存
せ
ず
、
そ
も
そ
も
交
易
に
従
事
し
た
商
人
た
ち
は

ギ
リ
シ
ア
人
、
非
ギ
リ
シ
ア
人
を
問
わ
ず
、
い
く
つ
か
の
拠
点
を
移

動
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
で
も
ス
ト
ラ
ト
ン
顕
彰
碑
文
の

追
加
動
議
の
内
容
が
、
同
時
代
の
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
外
国
人
の
受

容
と
利
活
用
を
め
ぐ
る
議
論
と
方
向
性
を
一
に
し
て
い
た
こ
と
は
指

摘
し
て
お
き
た
い）
11
（

。

　
シ
ド
ン
の
商
人
が
顕
彰
さ
れ
た
事
例
は
前
三
三
〇
年
代
に
再
び
知

ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
上
述
し
た
東
地
中
海
に
お
け
る
食
糧
危
機
の
問

題
と
関
連
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
、
シ
ド
ン
人
を

は
じ
め
と
す
る
複
数
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
が
顕
彰
さ
れ
て
い
る
。
前

三
三
三
／
三
三
二
年
に
は
、
シ
ド
ン
の
デ
メ
ト
リ
オ
ス
の
息
子
ア
ポ

ロ
ニ
デ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
商
人
と
船
主
た
ち
か
ら
の
推
薦
に
よ
っ
て
顕

彰
さ
れ
、不
動
産
所
有
権
を
付
与
さ
れ
た
（IG

 II 3 1, 379

））
11
（

。
同
年
、

キ
テ
ィ
オ
ン
の
商
人
団
が
顕
彰
さ
れ
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
（･

ウ
ラ
ニ

ア
）
の
神
域
整
備
の
た
め
に
土
地
区
画
の
所
有
を
認
め
ら
れ
た
（IG

 

II 3 1, 337

））
11
（

。
さ
ら
に
同
じ
こ
ろ
、
穀
物
輸
入
の
便
を
図
っ
た
こ
と

で
テ
ュ
ロ
ス
の
ア
プ
セ
ス
と
テ
ュ
ロ
ス
父
子
が
顕
彰
さ
れ
た
（IG

 
II 3 1, 468

）。
前
三
三
〇
／
三
二
九
年
か
ら
前
三
二
五
／
三
二
四
年

に
か
け
て
は
、
サ
ラ
ミ
ス
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
デ
ス
が
、
繰
り
返
し
穀

物
を
安
価
に
融
通
し
た
が
ゆ
え
に
五
回
に
わ
た
り
顕
彰
さ
れ
、
前

三
二
五
／
三
二
四
年
に
は
顕
彰
碑
が
建
立
さ
れ
た
（IG

 II 3 1, 367

）。

食
糧
危
機
の
時
期
に
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
商
人
が
活
発
に
活
動
し
て
い
た

様
子
が
う
か
が
え
る
と
と
も
に
、
ア
テ
ナ
イ
へ
の
寄
港
が
彼
ら
に
と

っ
て
利
益
を
生
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
ク
セ
ノ
フ

ォ
ン
は
、
上
述
の
著
作
に
お
い
て
、「（
ア
テ
ナ
イ
の
）
ポ
リ
ス
は
ギ

リ
シ
ア
の
、
い
や
全
世
界
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
」
と
表
現
し
て

い
る
が
、
だ
か
ら
こ
そ
交
易
に
従
事
す
る
あ
ら
ゆ
る
商
人
に
と
っ
て

寄
港
す
る
価
値
の
あ
る
場
所
で
も
あ
っ
た）
11
（

。

三
　
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
動
向
と
シ
ド
ン
商
人
の
活
動

　
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
諸
都
市

の
艦
隊
は
、
ペ
ル
シ
ア
艦
隊
の
中
核
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
東
方
遠
征
時
に
お
い
て
も
、
ペ
ル
シ
ア
艦
隊
の

一
員
と
し
て
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
遠
征
軍
と
対
峙
し
て
い
た）
11
（

。
イ

ッ
ソ
ス
の
戦
い
に
勝
利
し
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
、
そ
の
翌
年
、

前
三
三
二
年
に
フ
ェ
ニ
キ
ア
に
や
っ
て
き
た
と
き
、
テ
ュ
ロ
ス
を
除
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き
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
諸
都
市
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
服
属
す
る
こ
と

を
選
択
し
た
。
ア
リ
ア
ノ
ス
に
よ
れ
ば
、
シ
ド
ン
の
人
々
は
す
す
ん

で
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
を
市
内
に
招
き
入
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た）
1（
（

。
し

か
し
な
が
ら
、
テ
ネ
ス
の
反
乱
後
に
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
に
よ
っ
て
王
位

を
与
え
ら
れ
た
ア
ブ
ダ
シ
ュ
タ
ル
ト
二
世
な
い
し
三
世
は
こ
の
と
き

退
位
さ
せ
ら
れ
、
代
わ
り
に
ア
ブ
ダ
ロ
ニ
ュ
モ
ス
が
シ
ド
ン
の
王
と

し
て
配
さ
れ
た）
11
（

。

　
彼
の
死
後
、
王
位
が
ど
う
継
承
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
ア

ブ
ダ
ロ
ニ
ュ
モ
ス
の
息
子
［
デ
ィ
オ
］
テ
ィ
モ
ス
に
よ
る
ア
フ
ロ
デ

ィ
テ
へ
の
奉
納
碑
が
コ
ス
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
る
が
、
奉
納
銘
に
は

ア
ブ
ダ
ロ
ニ
ュ
モ
ス
に
つ
い
て
は
シ
ド
ン
の
王
と
書
き
記
さ
れ
て
い

る
一
方
、
息
子
の
［
デ
ィ
オ
］
テ
ィ
モ
ス
に
つ
い
て
は
王
の
称
号
は

つ
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る）
11
（

。し
か
し
な
が
ら
、単
に［
デ
ィ
オ
］

テ
ィ
モ
ス
が
コ
ス
の
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
に
奉
納
し
た
時
期
に
は
、
父
王

ア
ブ
ダ
ロ
ニ
ュ
モ
ス
が
健
在
で
あ
り
、
現
役
の
シ
ド
ン
の
王
で
あ
っ

た
と
言
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ポ
リ
ュ

ア
イ
ノ
ス
が
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
二
世
の
も
と
で
海
軍
の
司
令
官
を
つ

と
め
た
と
記
す
フ
ィ
ロ
ク
レ
ス
は
、
複
数
の
碑
文
史
料
か
ら
、
シ
ド

ン
人
の
王
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
前
三
世
紀
以
降
も
シ

ド
ン
に
お
い
て
王
政
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら

で
あ
る）
11
（

。
フ
ィ
ロ
ク
レ
ス
の
活
動
と
し
て
知
ら
れ
る
現
存
最
古
の
史

料
は
、テ
ー
ベ
の
再
建
に
際
し
て
寄
付
金
の
一
覧
を
記
し
た
碑
文
で
、

前
三
一
〇
年
こ
ろ
と
さ
れ
る）
11
（

。
シ
ド
ン
人
の
王
フ
ィ
ロ
ク
レ
ス
は
、

前
二
八
〇
年
こ
ろ
に
デ
ロ
ス
か
ら
顕
彰
さ
れ
て
お
り
、
三
〇
年
以
上

に
わ
た
り
王
位
に
つ
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）
11
（

。
少
な
く
と
も
フ

ィ
ロ
ク
レ
ス
の
時
代
ま
で
は
シ
ド
ン
で
王
政
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ

と
、
国
王
が
ギ
リ
シ
ア
世
界
と
積
極
的
に
接
触
し
て
い
た
こ
と
は
確

認
で
き
る
一
方
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
遠
征
お
よ
び
そ
の
後
の
混

乱
が
シ
ド
ン
の
商
人
の
活
動
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
た
の
か

は
不
明
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
二
九
五
年
に
ペ
イ
ラ
イ
エ
ウ
ス
が
攻

城
王
デ
メ
ト
リ
オ
ス
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
る
と
、
ペ
イ
ラ
イ
エ
ウ
ス

の
港
へ
の
入
港
は
一
時
的
に
敬
遠
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る）
11
（

。
し
か
し

な
が
ら
、
軍
事
的
な
緊
張
の
高
ま
っ
た
時
期
を
の
ぞ
け
ば
、
穀
物
輸

入
に
関
わ
る
商
人
た
ち
の
活
動
は
ほ
と
ん
ど
途
切
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

四
　「
シ
ド
ン
の
人
々
の
コ
イ
ノ
ン
」

　
シ
ャ
マ
バ
ア
ル
（
ギ
リ
シ
ア
名
：
デ
ィ
オ
ペ
イ
テ
ス
）
を
顕
彰
し

た
二
言
語
碑
文
は
、ペ
イ
ラ
イ
エ
ウ
ス
で
一
八
八
七
年
に
発
見
さ
れ
、

一
八
八
八
年
以
来
、
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
こ
の

碑
文
は
、
パ
ロ
ス
産
の
大
理
石
に
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
と
ギ
リ
シ
ア
語
の

二
言
語
で
刻
ま
れ
た
も
の
で
、「
シ
ド
ン
の
人
々
の
コ
イ
ノ
ン
」
が

決
議
の
主
体
で
あ
っ
た
。
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ま
ず
、
全
文
を
見
て
み
よ
う
。
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
に
つ
い
て
は
、
テ

イ
シ
ド
ー
ル
の
解
釈
に
し
た
が
っ
て
、
翻
訳
を
示
す）
11
（

。
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Tὸ κοινὸν τῶν Σιδωνίων 
Διοπείθ{η}ν Σιδώνιον

マ
ル
ゼ
ア
（M

arzeah

）
の
月
の
第
四
日
、
シ
ド
ン
の
人
々
の

第
一
四
年
に
、
シ
ド
ン
の
人
々
（sdnym

）
の
集
会
（’spt

）
で

決
定
さ
れ
た
（tm

）。
コ
イ
ノ
ン
（gw

）
の
指
導
者
で
あ
り
、



－  118  －－  119  －

エ
ー
ゲ
海
を
往
来
し
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
（
師
尾
）

神
殿
の
監
督
お
よ
び
神
殿
の
中
庭
の
建
造
の
責
任
を
持
っ
て
い

た
マ
ゴ
ン
（M

gn

）
の
息
子
の
シ
ャ
マ
バ
ア
ル
（Sham

a‘baal

）

を
二
〇
ダ
レ
イ
コ
ス
相
当
の
金
冠
を
も
っ
て
（
加
冠
せ
よ
）。

と
い
う
の
も
、
彼
は
神
殿
の
中
庭
を
再
建
し
、
要
請
さ
れ
た
奉

仕
を
す
べ
て
お
こ
な
っ
た
の
で
。
神
殿
管
理
の
責
任
を
持
つ
指

導
者
た
ち
は
、
こ
の
決
定
を
ノ
ミ
で
整
え
ら
れ
た
石
碑
に
書
き

記
す
こ
と
。
そ
し
て
そ
れ
を
神
殿
の
柱
廊
の
人
々
の
目
に
つ
く

と
こ
ろ
に
建
立
す
る
こ
と
。
そ
し
て
コ
イ
ノ
ン
（gw

）
は
（
石

碑
建
立
の
）保
証
人
を
指
名
す
る
こ
と
。
こ
の
石
碑
の
た
め
に
、

シ
ド
ン
の
バ
ア
ル
神
の
財
庫
か
ら
（
あ
る
い
は
シ
ド
ン
の
人
々

は
神
の
財
庫
か
ら
）
二
〇
ド
ラ
ク
マ
を
取
り
出
す
こ
と
。
シ
ド

ン
の
人
々
が
、
コ
イ
ノ
ン
（gw

）
が
コ
イ
ノ
ン
（gw

）
の
た

め
に
奉
仕
を
お
こ
な
っ
た
人
々
に
報
い
る
方
法
を
知
っ
て
い
る

こ
と
を
知
る
よ
う
に
。

シ
ド
ン
の
人
々
の
コ
イ
ノ
ン
は
シ
ド
ン
人
デ
ィ
オ
ペ
イ
テ
ス
を

（
顕
彰
し
た
）。

　
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
の
銘
文
が
決
議
の
内
容
を
詳
細
に
示
し
て
い
る
の

に
対
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
銘
文
は
二
行
の
み
で
、
決
議
の
趣
旨
を

簡
潔
に
述
べ
た
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
部
分
は
、
現

存
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
碑
文
で
も
最
も
長
文
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

フ
ェ
ニ
キ
ア
語
の
内
容
は
、
他
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
碑
文
に
は
見
ら
れ

な
い
特
異
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ
ア
語
の
決
議

碑
文
、
と
く
に
ア
テ
ナ
イ
の
顕
彰
決
議
の
書
式
と
酷
似
し
て
い
る
と

言
う
こ
と
で
あ
る
。

　
集
会
（’spt

）、
コ
イ
ノ
ン
（gw

）、
決
定
す
る
（tm

）
と
い
っ
た

語
は
、
こ
の
碑
文
か
ら
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
、
ギ
リ
シ
ア

語
か
ら
借
用
さ
れ
た
表
現
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
金
冠
の
加
冠
、
顕

彰
碑
の
建
立
、
建
立
の
請
負
は
ギ
リ
シ
ア
の
顕
彰
碑
文
に
見
ら
れ
る

典
型
的
な
要
素
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
シ
ド
ン
の
人
々
が
、
コ
イ
ノ
ン

（gw

）
が
コ
イ
ノ
ン
（gw

）
の
た
め
に
奉
仕
を
お
こ
な
っ
た
人
々
に

報
い
る
方
法
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
」と
い
う
表
現
は
、

前
五
世
紀
以
来
、ギ
リ
シ
ア
の
顕
彰
碑
文
に
頻
出
す
る
表
現
で
あ
る
。

コ
イ
ノ
ン
の
仲
間
で
あ
る
シ
ャ
マ
バ
ア
ル
の
顕
彰
に
当
た
っ
て
、
形

式
的
に
は
顕
彰
の
場
で
あ
る
ア
テ
ナ
イ
の
手
続
き
を
模
倣
し
て
い
る

一
方
で
、
顕
彰
の
主
体
で
あ
る
コ
イ
ノ
ン
も
、
被
顕
彰
者
の
シ
ャ
マ

バ
ア
ル
も
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
話
者
で
あ
り
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
で
す
べ
て

が
完
結
し
て
い
る
。

　
暦
に
つ
い
て
も
ア
テ
ナ
イ
の
暦
へ
の
言
及
は
全
く
な
く
、
シ
ド
ン

の
暦
が
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
て
い
る
。
先
に
触
れ
た
キ
テ
ィ
オ
ン
人

の
商
人
団
に
よ
る
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
・
ウ
ラ
ニ
ア
の
神
域
が
あ
る
意
味

で
「
ギ
リ
シ
ア
化
」
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
神
域
は
ペ
イ

ラ
イ
エ
ウ
ス
に
あ
り
な
が
ら
、
も
っ
ぱ
ら
シ
ド
ン
の
コ
イ
ノ
ン
に
属
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す
る
人
々
の
た
め
に
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
続
け
て
い
た
わ
け
で
あ

り
、
祭
儀
も
ま
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る）
11
（

。

　「
シ
ド
ン
の
人
々
の
コ
イ
ノ
ン
」
に
よ
る
こ
の
顕
彰
決
議
は
、
記

載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
神
域
の
中
に
建
立
さ
れ
た
。
当
該
神
域
に
足

を
運
ば
な
け
れ
ば
、
目
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
、
ま
た
フ
ェ

ニ
キ
ア
語
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
内
容
の
詳
細
も
理
解
し
得
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
顕
彰
決
議
は
い
つ
建
立
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

鍵
と
な
る
の
が
「
シ
ド
ン
の
人
々
の
一
四
年
目
」
と
い
う
決
議
年
代

の
表
記
で
あ
る
。

　「
シ
ド
ン
の
人
々
の
時
代
」、
す
な
わ
ち
シ
ド
ン
が
自
治
を
獲
得
し

た
年
は
、
前
一
一
一
年
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る）
1（
（

。
こ
こ
か
ら

決
議
の
年
代
は
前
九
六
年
と
さ
れ
て
き
た
。
ギ
リ
シ
ア
文
字
の
セ
リ

フ
（
直
線
の
端
に
刻
ま
れ
た
装
飾
）
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
、
カ
ッ
パ

（K

）
の
特
徴
的
な
形
状
か
ら
も
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
後
期
の
碑
文

と
考
え
て
矛
盾
の
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
代
は
長
ら
く
受
容
さ
れ

て
き
た）
11
（

。
一
方
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
文
字
の
特
徴
か
ら
は
、
む
し
ろ
ア
テ

ナ
イ
出
土
の
前
四
世
紀
か
ら
前
三
世
紀
の
墓
碑
の
字
体
の
特
徴
と
類

似
し
て
い
る
と
さ
れ
、
前
三
世
紀
の
も
の
だ
と
す
る
説
も
並
行
し
て

存
在
し
て
い
た
。
ギ
リ
シ
ア
語
の
字
体
に
つ
い
て
も
、
前
三
世
紀
な

い
し
前
二
世
紀
と
考
え
る
研
究
者
も
あ
っ
た）
11
（

。

　
シ
ド
ン
の
商
人
の
活
動
の
状
況
か
ら
年
代
の
推
定
を
お
こ
な
っ
た

の
が
、
ア
メ
リ
ン
グ
で
あ
る
。
彼
は
前
四
世
紀
後
半
か
ら
前
三
世
紀

に
か
け
て
シ
ド
ン
の
商
人
が
エ
ー
ゲ
海
で
活
発
に
活
動
し
て
い
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
前
三
世
紀
半
こ
ろ
の
決
議
と
推
測
し
、

「
シ
ド
ン
の
人
々
」
の
開
始
年
は
前
一
一
一
年
と
は
別
の
年
で
あ
る

可
能
性
を
示
唆
し
た）
11
（

。

　
さ
ら
に
、
バ
ス
レ
と
ブ
リ
ケ
ル
＝
シ
ャ
ト
ネ
は
、
金
冠
の
重
さ
が

ダ
レ
イ
コ
ス
金
貨
の
重
さ
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
シ
ド

ン
の
商
人
の
活
動
状
況
か
ら
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
フ
ェ
ニ
キ
ア

地
方
に
入
っ
た
前
三
三
三
／
三
三
二
年
を
「
シ
ド
ン
の
人
々
」
の
第

一
年
と
し
、
前
三
二
〇
／
三
一
九
年
に
決
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
し

た）
11
（

。
こ
の
説
は
、
近
年
多
く
の
研
究
者
の
支
持
を
集
め
、
通
説
に
な

り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
き
な
問
題
が
一
つ
残
る
。
ギ
リ

シ
ア
語
の
字
体
で
あ
る
。
ア
テ
ナ
イ
の
碑
文
で
前
三
世
紀
以
前
に
、

文
字
の
先
端
部
に
セ
リ
フ
を
明
確
に
刻
ん
だ
事
例
は
知
ら
れ
て
い
な

い
。
石
工
が
ア
テ
ナ
イ
人
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
前
三
二
〇
年
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
の
は
難
し
い
。
ギ
リ
シ
ア
語
の
字
体
の
み
か
ら
判
断

す
る
な
ら
、
ど
ん
な
に
古
く
見
た
と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ

前
三
世
紀
初
頭
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

　
字
体
の
問
題
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
が
、
デ
メ
ト
リ
ウ
は
「
シ

ド
ン
の
人
々
の
時
代
」
の
は
じ
ま
り
を
前
二
八
〇
年
こ
ろ
と
推
測
す

る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ロ
ク
レ
ス
を
最
後
に
シ
ド
ン
の
王
が
知
ら
れ
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て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
フ
ィ
ロ
ク
レ
ス
の
死
後
、
シ
ド
ン
の
政
治
体

制
が
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ロ
ク

レ
ス
は
、
前
二
八
〇
年
こ
ろ
に
デ
ロ
ス
で
顕
彰
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
、「
シ
ド
ン
の
人
々
」
の
第
一
年
目
は
そ
れ
以
降
と
な
り
、
第

一
四
年
目
は
、
最
も
早
く
て
前
二
六
〇
年
代
半
こ
ろ
と
い
う
こ
と
に

な
る）
11
（

。

　
実
際
、
前
三
世
紀
の
終
わ
り
ま
で
に
シ
ド
ン
の
政
治
体
制
は
変
化

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
史
料
も
あ
る
。
シ
ド
ン
の
デ
ィ
オ
テ
ィ
モ
ス

が
ネ
メ
ア
祭
の
戦
車
競
走
で
勝
利
を
お
さ
め
た
こ
と
を
称
え
て
、「
シ

ド
ン
人
の
ポ
リ
ス
（Σιδωνίων ἡ πόλις
）」
が
デ
ィ
オ
テ
ィ
モ
ス
に

捧
げ
た
顕
彰
像
の
台
座
で
あ
る
。
シ
ド
ン
で
発
見
さ
れ
た
こ
の
台
座

に
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
詩
が
刻
ま
れ
、
ク
レ
タ
島
の
エ
レ
ウ
テ
ラ
イ

出
身
の
彫
刻
家
に
よ
っ
て
像
が
制
作
さ
れ
た
と
い
う
銘
が
刻
ま
れ
て

い
た
。
こ
の
碑
の
制
作
年
代
は
、
こ
の
彫
刻
家
の
活
動
時
期
か
ら
前

三
世
紀
の
最
後
の
三
〇
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
こ
の
顕
彰
像
の
制

作
さ
れ
た
時
期
ま
で
に
、
シ
ド
ン
の
政
治
体
制
は
王
政
で
は
な
く
な

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　「
シ
ド
ン
の
人
々
の
コ
イ
ノ
ン
」
の
決
議
と
こ
の
顕
彰
像
と
で
は
、

ギ
リ
シ
ア
文
化
の
受
容
の
あ
り
方
も
質
的
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る）
11
（

。

一
方
は
シ
ド
ン
か
ら
離
れ
た
ペ
イ
ラ
イ
エ
ウ
ス
に
も
っ
ぱ
ら
フ
ェ
ニ

キ
ア
人
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
の
に
対
し
、
一
方
は
完
全
に
「
ギ
リ

シ
ア
化
」
さ
れ
た
様
式
の
顕
彰
像
を
シ
ド
ン
に
建
立
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
実
際
こ
の
顕
彰
像
に
付
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
語
碑
文
は
、
現
存

の
シ
ド
ン
出
土
の
ギ
リ
シ
ア
語
碑
文
で
最
も
長
い
も
の
で
あ
る
と
同

時
に
最
初
期
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
て
も
、
お
そ
ら
く

は
前
三
世
紀
前
半
に
お
け
る
シ
ド
ン
の
王
政
の
廃
止
を
「
シ
ド
ン
の

人
々
」
の
紀
年
と
す
る
デ
メ
ト
リ
ウ
の
説
は
魅
力
的
で
あ
る
。

　「
シ
ド
ン
の
人
々
の
コ
イ
ノ
ン
」
に
よ
る
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
を
主
体

と
す
る
顕
彰
碑
は
、
シ
ド
ン
の
商
人
が
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
を
堅
守
し
、

シ
ド
ン
本
国
と
の
関
係
を
保
持
し
、
往
来
を
く
り
か
え
し
て
い
た
様

子
を
明
確
に
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
シ
ャ
マ
バ
ア
ル
が
エ
ー
ゲ
海

を
往
来
し
て
い
た
商
人
と
し
て
の
一
面
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
も
っ

ぱ
ら
神
官
職
と
し
て
移
動
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て

は
、
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
国
か
ら
離
れ
た
地
で
、
外

来
の
文
化
を
吸
収
し
つ
つ
、
そ
の
外
来
文
化
を
母
語
に
置
き
換
え
て

自
国
の
伝
統
的
な
儀
礼
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
有
様
が
「
シ
ド
ン
の

人
々
の
コ
イ
ノ
ン
」
に
よ
る
決
議
か
ら
は
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

シ
ド
ン
の
人
々
が
保
持
し
続
け
た
か
か
る
文
化
も
、
二
言
語
碑
文
が

消
滅
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
前
三
世
紀
末
ま
で
に
は
そ
の

表
現
方
法
が
「
ギ
リ
シ
ア
化
」
の
大
き
な
波
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た
。
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史
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お
わ
り
に

　
本
稿
で
扱
っ
た
碑
文
は
、
ギ
リ
シ
ア
史
お
よ
び
フ
ェ
ニ
キ
ア
史
双

方
の
研
究
者
の
間
で
よ
く
知
ら
れ
た
碑
文
で
あ
り
、
数
多
く
の
論
考

で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
ギ
リ
シ
ア
世
界
、
と
り
わ
け
ア
テ
ナ
イ

と
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
は
欠
か
せ
な

い
史
料
の
一
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
二

言
語
と
い
う
壁
、
情
報
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
ゆ
え
に
、
双
方
の
研
究

者
の
間
で
の
対
話
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え

る
。
ギ
リ
シ
ア
史
研
究
者
の
多
く
は
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
主
張
の
強
さ
と
し
た
た
か
さ
を
指
摘
す
る
か
、
あ
る
い

は
ギ
リ
シ
ア
社
会
で
権
利
を
獲
得
し
よ
う
と
格
闘
し
な
が
ら
、
結
局

ギ
リ
シ
ア
社
会
に
入
り
込
む
こ
と
に
失
敗
し
た
有
様
を
指
摘
す
る
か

の
い
ず
れ
か
の
主
張
を
く
り
か
え
し
て
き
た
。

　
本
稿
で
さ
さ
や
か
な
が
ら
も
示
し
た
か
っ
た
の
は
、
シ
ド
ン
の
商

人
の
活
動
も
ま
た
、
時
代
の
大
き
な
波
と
と
も
に
変
化
し
て
い
っ
た

と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
、
彼
ら
が
二
言
語
碑
文
を
の
こ
し
た

か
ら
こ
そ
、
移
住
者
あ
る
い
は
移
動
す
る
人
々
の
移
住
先
・
移
動
先

に
お
け
る
権
利
の
獲
得
の
状
況
を
垣
間
見
る
こ
と
が
可
能
だ
と
言
う

こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
移
住
先
あ
る
い
は
移
動
先
に
お
い
て
も
フ

ェ
ニ
キ
ア
語
と
独
自
の
祭
儀
の
保
持
を
継
続
的
に
試
み
て
い
た
。
そ

の
表
現
の
一
つ
が
二
言
語
碑
文
で
あ
っ
た
。「
シ
ド
ン
の
人
々
の
コ

イ
ノ
ン
」
の
決
議
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
該
国
か
ら
特
権
の
付
与

の
獲
得
を
望
み
、
そ
れ
を
実
現
し
て
い
た
一
方
で
、
当
該
国
と
の
同

化
を
試
み
る
よ
り
も
、
本
国
と
の
往
来
の
継
続
、
本
国
の
文
化
の
保

持
に
価
値
を
見
い
だ
し
て
い
た
。
移
住
よ
り
も
一
時
滞
在
居
住
者
が

多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
こ
う
し
た
傾
向
は
強
く
な
っ
た
だ
ろ
う
。
ま

た
本
国
に
お
い
て
、
経
済
的
に
も
政
治
的
に
も
立
場
の
強
い
者
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
本
国
と
の
決
別
は
望
ま
ず
、
し
た
が
っ
て
一
時
滞

在
地
に
お
い
て
は
希
求
す
る
権
利
を
確
保
し
つ
つ
、
本
国
の
文
化
コ

ー
ド
の
中
で
生
活
す
る
こ
と
を
求
め
た
と
思
わ
れ
る
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

王
朝
の
成
立
と
そ
の
後
の
混
乱
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
と
も
な
う
人
口

の
移
動
と
多
様
な
定
着
の
あ
り
か
た
は
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
社
会
に
も
大

き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。
前
三
世
紀
の
間
に
生
じ
た

シ
ド
ン
の
社
会
の
大
き
な
変
化
は
、
こ
の
流
れ
に
沿
っ
た
も
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

＊
本
論
文
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
研
究C 16K

03122

お
よ
び

20K
01060

の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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エ
ー
ゲ
海
を
往
来
し
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
（
師
尾
）

文
献
略
号

C
IG

 = C
orpus Inscriptionum

 G
raecum

, B
erlin: 

Preußische A
kadem

ie der W
issenschaften, 1828-

1877.
C

IS
 = C

orpus Inscriptionum
 S

em
iticarum

, P
aris, 

A
cadém

ie des inscriptions et belles-lettres, 1881-
1962.

IG
 =

 In
scrip

tion
es G

ra
eca

e , B
erlin

: B
erlin

-
B

randenburgische A
kadem

ie der W
issenschaften, 

1873-.
K

A
I  = H

. D
onner and W

. R
öllig, K

ananäische und 
aram

äische Inschriften  I-III, W
iesbaden: O

tto 
H

arrassow
itz, 1962-1964.

R
O

 = P.J. R
hodes and R

.G
. O

sborne, G
reek H

istorical 
In

scription
s 404-323 B

.C
, O

xford: O
xford 

U
niversity Press, 2003.

S
E

G
 = S

u
pplem

en
tu

m
 E

pigraph
icu

m
 G

raecae , 
Am

sterdam
/Leiden: G

ieben/ Brill, 1923-.
S

yll
3. = G

. D
ittenberger, S

ylloge inscriptionum
 

graecarum
, D

ritte A
uflage, Leipzig: S. H

irzelium
, 

1915-1924.

註（１
） 

小
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
の
紹
介
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
育
子
「
古

代
地
中
海
世
界
に
お
け
る
人
々
の
移
動
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
１
）
―

―Identity, E
thnicity, A

cculturation

―
―
」『
史
苑
』
第
八
三

巻
二
号
、
二
〇
二
三
年
、
一
四
八
〜
一
四
九
頁
を
参
照
。

（
２
）
師
尾
晶
子
「
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
通
商
都
市
―
―
ア
テ
ナ
イ
の
双
子
都

市
ペ
イ
ラ
イ
エ
ウ
ス
」
神
崎
忠
昭
・
長
谷
部
史
彦
編
著
『
地
中
海
圏

都
市
の
活
力
と
変
貌
』（
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
、
二
〇
二
一
年
）
所

収
、
二
三
一
〜
二
四
五
頁
で
は
、
ポ
リ
ス
ア
テ
ナ
イ
が
、
非
ギ
リ
シ

ア
人
の
移
住
者
・
滞
在
者
と
ど
の
よ
う
に
対
峙
し
て
い
た
か
を
扱
っ

た
も
の
で
、
本
稿
と
は
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
同
時
に
、
二
〇
二
一

年
の
論
文
に
お
い
て
は
十
分
に
検
討
で
き
な
か
っ
た
ペ
イ
ラ
イ
エ
ウ

ス
出
土
の
「
シ
ド
ン
人
の
コ
イ
ノ
ン
」
に
よ
る
決
議
（K

AI 60

）
の

決
議
年
代
と
こ
の
二
カ
国
語
碑
文
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
再
考

す
る
こ
と
か
ら
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
居
住
し
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
，
本
稿
で
問
い
直
す
こ
と
と
す
る
。

（
３
）
こ
の
実
態
に
つ
い
て
の
概
要
は
、
長
谷
川
岳
男
「「
移
動
」
か
ら
見

る
古
代
ギ
リ
シ
ア
社
会
」『
史
苑
』
第
八
三
巻
二
号
、
二
〇
二
三
年
、

一
五
九
〜
一
八
五
頁
を
参
照
。

（
４
）
ヴ
ェ
ス
タ
ー
ゴ
ー
ア
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ア
テ
ナ
イ
で
は
前
七

世
紀
か
ら
後
三
世
紀
ま
で
の
お
よ
そ
八
〇
〇
年
間
に
建
立
さ
れ
た

墓
碑
か
ら
は
一
万
二
〇
〇
〇
人
ほ
ど
の
死
者
の
名
が
知
ら
れ
、
う

ち
四
〇
〇
〇
名
ほ
ど
が
ア
テ
ナ
イ
人
、
三
三
〇
〇
名
ほ
ど
が
外
国

人
で
あ
っ
た
。
外
国
人
の
出
身
地
は
お
よ
そ
三
四
〇
に
上
る
（T. 

V
estergaard, M

ilesian Im
m

igrants in Late H
ellenistic 

and R
om

an A
thens, in G

.J. O
liver (ed.) The E

pigraphy of 
D

eath , Liverpool: Liverpool U
niversity Press, 2000, pp. 
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81-82

）。
デ
ロ
ス
で
は
一
六
二
六
人
の
外
国
人
が
知
ら
れ
、
そ
の

出
身
地
は
二
五
四
に
お
よ
ん
だ
（J. Tréheux, Inscriptions de 

D
élos, Index, I. Les étrangers à l’exclusion des Athéniens 

de la clérouchie et des R
om

ains , Paris: D
e B

occard, 
1992

）。 
ま
た
ロ
ド
ス
で
は
一
〇
八
五
人
の
人
の
外
国
人
が
確

認
さ
れ
、
そ
の
出
身
地
は
二
一
四
に
お
よ
ん
だ
（G

. Sacco, Su 
alcuni etnici di stranieri in R

odi, A
TTI della A

cadem
ia 

N
azionale dei Lincei , Ser.8/35, 1980, pp. 517-528

）。
た
だ

し
、
外
国
人
の
多
く
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
他
ポ
リ
ス
か
ら
や
っ
て
き
た

外
国
人
で
あ
り
、
非
ギ
リ
シ
ア
人
と
同
定
で
き
る
墓
碑
の
数
は
き
わ

め
て
限
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
多
く
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
以
降
の

も
の
で
あ
っ
た
。

（
５
）W

. M
ack, Proxeny and Polis: Institutional N

etw
orks in the 

A
ncient G

reek W
orld , O

xford: O
xford U

niversity Press, 
2015, pp. 173-182

お
よ
びProxeny N

etw
orks of the Ancient 

W
orld 

（http://proxenies.csad.ox.ac.uk 

［
二
〇
二
三
年
一
〇
月

一
五
日
最
終
閲
覧
］）
を
参
照
。

（
６
）
国
内
に
お
い
て
は
、
篠
原
道
法
「
前
４
世
紀
以
降
の
ア
テ
ナ
イ
に

お
け
る
外
国
人
の
社
会
進
出
と
自
己
表
現
―
墓
碑
の
分
析
を
通
じ
て

―
」『
西
洋
古
典
学
研
究
』
第
六
二
巻
、
二
〇
一
四
年
、
五
一
〜
六
四

頁
（
同
『
古
代
ア
テ
ナ
イ
社
会
と
外
国
人
』（
関
西
学
院
大
学
出
版
会
、

二
〇
二
〇
年
）、
第
五
章
所
収
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
７
）
フ
ェ
ニ
キ
ア
史
研
究
者
と
ギ
リ
シ
ア
史
研
究
者
と
の
共
同
研
究
の

機
会
を
与
え
て
く
れ
た
本
特
集
の
責
任
者
で
も
あ
る
佐
藤
育
子
氏
に

あ
ら
た
め
て
感
謝
し
た
い
。
一
方
、
こ
の
間
フ
ェ
ニ
キ
ア
史
研
究
者

の
著
作
に
触
れ
る
中
で
、
同
じ
史
料
を
取
り
扱
い
な
が
ら
、
ギ
リ
シ

ア
史
研
究
者
と
フ
ェ
ニ
キ
ア
史
研
究
者
と
の
間
の
研
究
上
の
意
思
疎

通
が
希
薄
な
こ
と
も
痛
感
し
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
稿
で
取
り

上
げ
る
史
料
の
中
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
史
研
究
者
と
フ
ェ
ニ
キ
ア
史
研

究
者
の
間
で
年
代
推
定
が
大
き
く
異
な
る
も
の
も
あ
る
。

（
８
）
出
土
碑
文
の
概
要
に
つ
い
て
は
、M

. R
ichey, Inscriptions, in 

B.R. D
oak &

 C. López-Ruiz (eds.) The O
xford H

andbook 
of the Phoenician and Punic M

editerranean , O
xford: 

O
xford U

niversity Press, 2019, pp. 222-240

を
参
照
。
フ
ェ

ニ
キ
ア
語
史
料
の
出
土
状
況
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
育
子
「
地
中
海
世

界
に
お
け
る
フ
ェ
ニ
キ
ア
の
宗
教
の
発
展
と
変
容
」『
史
苑
』
第
八
三

巻
二
号
、
二
〇
二
三
年
、
一
八
六
頁
で
も
簡
潔
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
前
四
世
紀
に
入
る
と
，
リ
キ
ア
お
よ
び
カ
リ
ア
で
は
、
現
地
語
と

ギ
リ
シ
ア
語
の
二
言
語
で
刻
ま
れ
た
墓
碑
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、
現
地

語
に
比
し
て
ギ
リ
シ
ア
語
の
碑
文
は
最
低
限
の
情
報
に
と
ど
ま
る
の

が
通
例
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
レ
ト
オ
ン
出
土

の
リ
キ
ア
語
、
ギ
リ
シ
ア
語
、
ア
ラ
ム
語
の
三
言
語
で
記
載
さ
れ
た

ク
サ
ン
ト
ス
の
決
議
は
、
逐
語
訳
で
は
な
い
も
の
の
ほ
ぼ
同
内
容

の
も
の
が
記
載
さ
れ
て
い
た
（Fouilles de Xanthos  VI, Paris: 

Librarie C. K
lincksieck, 1979. 

ギ
リ
シ
ア
語
部
分
に
つ
い
て

はRO
78

）。
ま
た
、
カ
ウ
ノ
ス
出
土
の
前
三
世
紀
の
ア
テ
ナ
イ
人

ア
テ
ナ
ゴ
ラ
ス
へ
の
顕
彰
碑
文
は
、
カ
リ
ア
語
と
ギ
リ
シ
ア
語
の

二
カ
国
語
で
ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
た
（C

h. M
arek, 

D
ie Inschriften von K

aunos , M
ünchen: Verlag C.H

.Beck, 
2006, N

r.1

）。

（
10
）
ア
テ
ナ
イ
出
土
の
そ
の
他
の
二
言
語
碑
文
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、

ギ
リ
シ
ア
語
と
カ
リ
ア
語
で
刻
ま
れ
たIG

 I 3 1344

（
前
五
二
五
〜

五
二
〇
年
）、
お
よ
び
ギ
リ
シ
ア
語
と
デ
モ
テ
ィ
ッ
ク
で
刻
ま
れ
た
ナ

ウ
ク
ラ
テ
ィ
ス
出
身
者
の
墓
碑
が
知
ら
れ
て
い
る
（IG

 II 2 9987

前
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エ
ー
ゲ
海
を
往
来
し
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
（
師
尾
）

四
世
紀
半
）。

（
11
）
唯
一
の
例
外
と
も
言
え
る
も
の
が
、
ケ
ラ
メ
イ
コ
ス
で
発
見
さ

れ
た
前
三
世
紀
と
一
般
に
推
測
さ
れ
るC

IS  115 = IG
 II 2 8388 

+ K
AI 54

で
あ
る
。
こ
の
碑
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
析
は
篠
原

（
上
掲
註
六
）
五
九
〜
六
一
頁
（
同
二
三
二
〜
二
三
八
頁
）
を
参

照
。
篠
原
は
前
四
世
紀
後
半
と
す
る
が
、
字
体
か
ら
は
前
三
世
紀

初
め
と
す
る
説
に
従
い
た
い
。
そ
の
場
合
、
フ
ァ
レ
ロ
ン
の
デ
メ

ト
リ
オ
ス
に
よ
る
薄
葬
令
以
降
に
制
作
さ
れ
た
も
の
と
な
る
こ
と

も
注
目
に
値
す
る
。R. O

sborne, Cultures as Languages 
and Languages as C

ultures, in A
. M

ullen and P. Jam
es 

(eds.), M
ultilingualism

 in the G
raeco-R

om
an W

orlds , 
C

am
bridge: C

am
bridge U

niversity Press, 2012, pp. 317-
334; D

. D
em

etriou, Phoenicians am
ong O

thers , O
xford: 

O
xford U

niversity Press, 2023, pp.15-17

を
参
照
。

（
12
）
ギ
リ
シ
ア
人
、
非
ギ
リ
シ
ア
人
を
問
わ
ず
、
ア
テ
ナ
イ
に
よ
る
遠

隔
地
出
身
者
へ
の
顕
彰
の
実
態
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
は
、
橋
本

資
久
「
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
他
者
認
識
―
―
古
典
期
に
お
け
る
「
地

政
学
的
遠
隔
地
」
出
身
者
へ
の
顕
彰
を
め
ぐ
っ
て
」
桜
井
万
里
子
・

師
尾
晶
子
編
『
古
代
地
中
海
世
界
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
―
―
空
間
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク･

文
化
の
交
錯
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収
、

一
〇
九
〜
一
三
五
頁
、
と
く
に
一
二
五
〜
一
三
〇
頁
が
あ
る
。

（
13
）
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
と
の
関
係
は
前
五
世
紀
初
め
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ

ス
一
世
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
（H

dt. 8.136.1

）。
南
イ
タ
リ
ア
の
メ
ッ

サ
ピ
ア
の
支
配
者
ア
ル
タ
ス
も
ま
た
前
四
一
五
年
以
前
か
ら
プ
ロ
ク

セ
ノ
ス
で
あ
っ
た
（Thuc. 7.33.4

）。
サ
ラ
ミ
ス
王
エ
ウ
ア
ゴ
ラ
ス

（IG
 I 3 113

）、
モ
ロ
ッ
シ
ア
の
ア
リ
ュ
バ
ス
（IG

 II 3 1, 411

）
を

は
じ
め
、
少
な
か
ら
ざ
る
国
王
は
ア
テ
ナ
イ
市
民
権
も
ま
た
付
与
さ

れ
た
。

（
14
）
前
三
三
〇
年
代
か
ら
の
食
糧
危
機
に
つ
い
て
は
、G

.J. O
liver, 

W
ar, F

ood and P
olitics in E

arly H
ellenistic A

thens , 
O

xford: O
xford U

niversity Press, 2007, esp. pp. 15-47 
and pp. 228-259

を
参
照
。
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
穀
物
供
給
を
め
ぐ

る
政
策
全
般
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
、A. M

oreno, Feeding the 
D

em
ocracy: The Athenian G

rain Supply in the Fifth and 
Fourth C

enturies B
C

, O
xford: O

xford U
niversity Press, 

2007.

（
15
）
研
究
史
の
簡
潔
な
紹
介
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（
上
掲
註
二
）
註

一
八
を
参
照
。RO

21

は
前
三
七
八
〜
前
三
七
六
年
こ
ろ
、
シ
ド
ン

貨
幣
の
年
代
を
研
究
し
た
エ
ラ
イ
（
註
一
八
の
諸
文
献
を
参
照
）
は

前
三
六
四
年
こ
ろ
と
推
定
し
て
い
る
。

（
16
）A

.P. M
atthaiou,  Συνθήκη Ἀ

θηναίω
ν καὶ Σιφνίω

ν (A
gora 

X
V

I 50). Σημείω
σις, G

ram
m

ateion  5, 2016, p. 72; Id. 
Π

αραστηρήσεις εἰς ἐκδεδομένα Ἀ
ττικὰ ψηφίσματα (60 τεῦχος), 

G
ram

m
ateion 5, 2016, pp. 113-119. 

こ
の
石
工
は
、
ト
レ
イ
シ

ー
に
よ
っ
てIG

 II 217

の
石
工
と
分
類
さ
れ
て
い
る
。S.V. Tracy, 

A
thenian Lettering of the Fifth C

entury B
.C

., B
erlin: 

W
alter de G

ruyter, 2016, pp. 149-184.

ト
レ
イ
シ
ー
は
、
そ

の
後IG

 II 2 141

の
石
工
がIG

 II 217

の
石
工
で
あ
っ
た
こ
と

を
追
認
し
て
い
る
（S.V

. Tracy, A
ttic Letter-Cutters of ca . 

370 to ca . 100 B
.C

.: A
ddenda  to the Published Lists of 

Inscriptions, H
oros  26-31, 2019, p.49

）。

（
17
）
現
在
、AIO

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
は
前
三
九
四
〜
前
三
八
六
年
こ
ろ

の
決
議
と
示
さ
れ
て
い
る
（https://w

w
w

.atticinscriptions.com
/

inscription/IG
II2/141 ［

二
〇
二
三
年
一
一
月
三
〇
日
最
終
閲
覧
］）。Ch. 
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史
苑
（
第
八
四
巻
第
一
号
）

de Lisle, Attic Inscriptions in U
K

 C
ollections: Ashm

olean 
M

useum
 O

xford  (AIU
K

 11), 2020, pp. 9-19

も
参
照
。
ド･

リ
ー
ル
は
、
碑
文
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
の
使

用
の
特
徴
か
ら
も
前
三
八
八
／
七
年
な
い
し
そ
の
少
し
前
が
も
っ
と

も
あ
り
う
る
決
議
年
代
だ
と
推
測
す
る
。

（
18
）
今
日
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
研
究
者
の
間
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
る
の
が
、
エ
ラ
イ
に
よ
る
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。J. Elayi, 

ʿAbd ʿaštart Ier, Straton de Sidon: un roi phénicien entre 
orient et occident , Paris: G

abalda, 2005; Id., An U
pdated 

C
hronology of the Reigns of the Phoenician K

ings during 
the Persian Period (539-333 B

C
E

), Transeuphratène  32, 
2006, pp. 13-43; Id., O

n D
ating the Reigns of Phoenician 

K
ings in the Persian Period, in C. Sagona ed. B

eyond the 
H

om
eland: M

arkers in Phoenician C
hronology , Leuven: 

Peeters, 2008, pp. 97-112, esp. Table 1, pp. 105-106. Id. 
The H

istory of Phoenicia , Atlanta: Lockw
ood Press, 2018, 

pp. 296-297.

（
19
）Theopom

pos FG
rH

 115 F 114; Athen. D
eip . 12.531a-d; 

A
el. VH

 7.1.23; M
axim

us of Tyros 14.2b.

（
20
）
ト
レ
イ
シ
ー
に
よ
れ
ば
、Agora I3238

とAgora I4169
の

石
工
の
活
動
期
間
は
、
前
二
八
六
／
二
八
五
年
か
ら
前
二
三
八
／

二
三
七
年
こ
ろ
ま
で
の
四
八
年
間
に
お
よ
ん
だ
。S.V. Tracy, 

A
thens and M

acedon , B
erkeley and L

os A
ngeles: 

U
niversity of California Press, 2003, pp. 80-98, id., H

oros 
26-31

（
上
掲
註
一
六
） pp. 43-44.

（
21
）IG

 II 2 141

の
成
立
年
代
を
前
三
六
〇
年
代
と
考
え
る
論
考
に
つ

い
て
は
、E. Culasso-G

astaldi, Le prossenie ateniesi del 

IV
 secolo a.C

., A
lessandria: E

dizioni dell’O
rso, 2004, 

pp. 103-123, esp. pp. 115-123; V
.S. Jigoulov, The Social 

H
istory of Achaem

enid Phoenicia , London and N
ew

 York: 
Routledge, 2010, pp. 64-65

を
参
照
。

（
22
）
在
留
外
国
人
が
居
住
税
を
支
払
う
と
い
う
制
度
は
、
前
四
世
紀
に

は
他
の
ポ
リ
ス
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
ア
イ
ギ
ナ
（D

em
. 23.211

）、

メ
ガ
ラ
（D

em
. 29.3

）、
オ
ロ
ポ
ス
（Lys.31.9

）
な
ど
で
あ
る
。

（
23
）
た
と
え
ば
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
一
連
の
弁
論
か
ら
知
ら
れ
る
パ
シ

オ
ン
も
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
奴
隷

と
し
て
ア
テ
ナ
イ
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
が
、
後
に
解
放
さ
れ
、
銀
行

業
を
営
み
、
最
終
的
に
市
民
権
を
獲
得
し
、
息
子
の
ア
ポ
ロ
ド
ロ
ス

に
も
継
承
さ
れ
た
（D

em
. 59.2

）。

（
24
）
た
と
え
ば
、
リ
ュ
シ
ア
ス
と
兄
の
ポ
レ
マ
ル
コ
ス
は
、
戦
時
臨
時

財
産
税
を
支
払
う
と
と
も
に
合
唱
隊
奉
仕
（
コ
レ
ー
ギ
ア
）
も
つ
と

め
た
（Lys. 12.61

）。

（
25
）
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
は
、
在
留
外
国
人
に
不
動
産
所
有
を
も
っ
と
認
め

る
べ
き
だ
と
い
う
論
拠
と
し
て
、
城
壁
内
に
空
き
地
お
よ
び
空
き
家

が
目
立
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（Xen. Poroi  2.6

）。

（
26
）
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
提
言
が
同
時
代
の
ア
テ
ナ
イ
の
現
実
の
政
策
に

ど
れ
ほ
ど
参
照
さ
れ
得
た
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
が
論
争
の
全
容
を
手
際
よ
く
ま
と
め
て
い
る
が
、
彼
自
身
は

ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
提
言
が
エ
ウ
ブ
ロ
ス
の
政
策
に
反
映
さ
れ
た
と
い

う
見
解
を
否
定
し
て
い
る
（D

. W
hitehead, Xenophon Poroi 

(R
evenue-Sources) , O

xford: O
xford U

niversity Press, 
2019, pp. 21-42

）。

（
27
）
シ
ド
ン
人
デ
メ
ト
リ
オ
ス
の
息
子
デ
メ
ト
リ
オ
ス
の
墓
碑SE

G
 

51.284
（
前
三
五
〇
年
こ
ろ
）
の
被
葬
者
デ
メ
ト
リ
オ
ス
が
ア
ポ
ロ
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エ
ー
ゲ
海
を
往
来
し
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
（
師
尾
）

ニ
デ
ス
の
父
親
で
あ
る
か
ど
う
か
は
同
定
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
証

明
は
で
き
な
い
。

（
28
）
こ
の
決
議
碑
文
は
ペ
イ
ラ
イ
エ
ウ
ス
か
ら
発
見
さ
れ
た
。
お
そ
ら

く
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ･

ウ
ラ
ニ
ア
の
神
域
内
に
建
立
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
決
議
の
頭
書
の
書
き
方
か
ら
、
ア
テ
ナ
イ
民
会
に
よ
っ

て
石
碑
の
建
立
が
指
示
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
民
会
決
議
の
写
し
を

キ
テ
ィ
オ
ン
人
の
商
人
団
が
石
碑
に
刻
み
建
立
す
る
こ
と
を
望
ん
で

実
施
さ
れ
た
の
だ
と
推
測
で
き
る
。
後
述
す
る
「
シ
ド
ン
の
人
々
の

コ
イ
ノ
ン
」
に
よ
る
決
議
と
は
異
な
り
、
ア
テ
ナ
イ
の
民
会
決
議
を

伝
え
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
語
の
み
で
刻
ま
れ
た
。
決

議
の
言
語
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
語
で
公
開
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
わ

け
で
あ
る
。
石
碑
の
発
見
場
所
と
同
じ
場
所
か
ら
、
前
四
世
紀
の
も

の
と
さ
れ
る
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ･

ウ
ラ
ニ
ア
へ
の
奉
納
碑
が
二
枚
発
見

さ
れ
て
お
り
（IG

 II 2 4636; IG
 II 2 4637

）、
こ
こ
が
神
域
と
し
て

区
画
さ
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。IG

 II 2 
4636

は
キ
テ
ィ
オ
ン
人
ア
リ
ス
ト
ク
レ
ア
に
よ
る
奉
納
で
あ
り
、IG

 
II 2 4637

は
ペ
イ
ラ
イ
エ
ウ
ス
区
出
身
の
カ
リ
ス
テ
ィ
オ
ン
に
よ
る

奉
納
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
女
性
に
よ
る
奉
納
で
あ
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
、
ア
リ
ス
ト
ク
レ
ア
は
一
時
滞
在
者
と
い
う
よ
り
、
ペ
イ
ラ
イ

エ
ウ
ス
居
住
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
ギ
リ
シ
ア
語
の
み
で
書

か
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
す
べ
き
だ
ろ
う
。

（
29
）Xen. Poroi  1.6:  τῆς Ἑ

λλάδος καὶ πάσης δὲ τῆς οἰκουμένης 
ἀμφὶ τὰ μέσα οἰκεῖσθαι τὴν πόλιν. 

一
般
に
ギ
リ
シ
ア
の
中
心
は
デ

ル
フ
ィ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
交
易
の
中
心
と
し
て
ペ
イ
ラ
イ
エ

ウ
ス
が
ギ
リ
シ
ア
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
イ
ソ
ク
ラ
テ
ス

に
も
見
ら
れ
る
（Isoc. 4.42

）。

（
30
）
ア
リ
ア
ノ
ス
の
叙
述
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の

東
方
遠
征
時
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
艦
隊
が
ペ
ル
シ
ア
海
軍
の
中
で
最
善
か

つ
最
多
で
あ
っ
た
（A

rr. 2.17.3

）。
実
際
、
テ
ュ
ロ
ス
の
征
服
後
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
テ
ュ
ロ
ス
の
艦
隊
を
自
ら
の
艦
隊
に
加
え
た
。

（
31
）Arr. Anab . 2.15.6.

（
32
）Q

. Curtius R
ufus 4.1.15-23. 

一
八
八
七
年
に
シ
ド
ン
で
発
見

さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
石
棺
」
を
含
む
四
つ
の

石
棺
は
、
ア
ブ
ダ
ロ
ニ
ュ
モ
ス
と
そ
の
家
族
の
も
の
だ
と
さ
れ
る
が
、

近
年
こ
れ
を
否
定
す
る
議
論
も
出
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）SE

G
 36.758

（
前
三
二
五
年
〜
前
三
〇
〇
年
こ
ろ
）。
四
行
の

ギ
リ
シ
ア
語
、
三
行
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
か
ら
な
る
二
言
語
碑
文
で

あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
語
部
分
は
、「
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
に
奉
献
し
た
。
シ

ド
ン
の
王
の
ア
ブ
ダ
ロ
ニ
ュ
モ
ス
の
息
子
の
［
デ
ィ
オ
］
テ
ィ
モ
ス

が
航
海
者
た
ち
の
た
め
に
」
と
あ
り
、［
デ
ィ
オ
］
テ
ィ
モ
ス
が
主

格
で
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
シ
ド
ン
の
王
と
い
う
句
は
ア
ブ

ダ
ロ
ニ
ュ
モ
ス
と
同
様
に
属
格
で
記
さ
れ
て
い
る
（2-3: […

]τιμος 
Ἀ

βδαλωνύμου vacat| [Σιδ]ῶνος βασιλέως vacat

）。
フ
ェ
ニ
キ
ア

語
の
部
分
は
、
判
読
が
よ
り
困
難
で
あ
る
が
、「
わ
が
主
ア
ス
タ
ル

テ
に
、
私
は
こ
のT‘L

を
作
っ
た
。
シ
ド
ン
の
王
ア
ブ
ダ
ロ
ニ
ム
の

息
子･･･

が
す
べ
て
の
［
航
海
者
の
］
た
め
に･･･

」。T‘L

が
何
か

に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
単
な
る
祭
壇
で
は
な
く
、
航
海

に
有
益
な
何
ら
か
の
港
の
施
設
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。C

h. 
K

antzia, …
ΤΙΜ

Ο
Σ Α

Β
ΔΑ

Λ
Ω

Ν
Υ

Μ
Ο

Υ
 [ΣΙΔ]Ω

Ν
Ο

Σ Β
Α

ΣΙΛ
ΕΩ

Σ. 
Μ

ια δίγλω
ςςη ελληνική-φοινική από την Κ

ω
, A

D
 35, 1980 

(1986), pp.1-16; M
. Sznycer, La partie phénicienne de 

l’inscription bilingue gréco-phénicienne de C
os, A

D
 35, 

1980 (1986), pp.17-30

を
参
照
。

（
34
）Polyaenus Strat . 3.16. 

ポ
リ
ュ
ア
イ
ノ
ス
は
、
フ
ィ
ロ
ク
レ
ス
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史
苑
（
第
八
四
巻
第
一
号
）

は
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
将
軍
（
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
）
と
の
み
記
し
て
い

る
。
こ
の
記
載
か
ら
、
彼
は
海
軍
司
令
官
（
ナ
ウ
ア
ル
コ
ス
）
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
一
般
に
推
測
さ
れ
て
き
た
が
、
ハ
ウ
ベ
ン
は
こ

の
見
解
を
支
持
す
る
史
料
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
通
説

を
否
定
す
る
（H

. H
auben, Philocles, K

ing of Sidonians and 
G

eneral of the Ptolem
ies, in E. Lipiński, (ed.), Phoenicia 

and the E
ast M

editerranean in the First M
illennium

 B
.C

., 
Leuven: Peeters Publishers, 1987, pp.413-428; Id., A

 
Phoenican K

ing in the Service of the Ptolem
ies, Ancient 

Society  34, 2004, pp.28-29; C
. A

picella, Sidon à l’époque 
hellénistique: quelques problem

s m
éconnus,” T

opoi. 
O

rient-O
ccident , Supplém

ent 4, 2003)  

。
フ
ィ
ロ
ク
レ
ス
に

つ
い
て
は
、
ア
テ
ナ
イ
や
デ
ロ
ス
な
ど
か
ら
顕
彰
さ
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
が
、
碑
文
史
料
に
お
い
て
は
常
に
「
シ
ド
ン
人
の
王
フ

ィ
ロ
ク
レ
ス
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
35
）IG

 V
II 2419, col. II 11-13= Syll 3. 337. 

二
行
目
の
フ
ィ

ロ
［
…
］
が
フ
ィ
ロ
ク
レ
ス
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。

一
九
九
二
年
に
発
見
さ
れ
た
新
断
片
を
含
め
た
こ
の
碑
文
の
新
校

訂
に
つ
い
て
は
、Y. K
alliontzis &

 N
. Papazarkadas, The 

C
ontributions to the R

efoundation of Thebes: A
 N

ew
 

E
pigraphic and H

istorical A
nalysis, B

SA  114, 2019, pp. 
293-315

お
よ
び
同
論
文
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
先
行
の
諸
論
文
を
参

照
。
こ
の
新
校
訂
で
は
、当
該
箇
所
はcol. II 29-31

に
あ
た
る
。「
シ

ド
ン
人
の
王
」
は
補
い
で
あ
る
が
、
比
較
的
め
ず
ら
し
い
名
前
で
あ

る
こ
と
、
ポ
リ
ス
の
寄
付
者
と
王
族
の
寄
付
者
と
の
間
に
記
載
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
テ
ー
ベ
と
シ
ド
ン
と
の
間
に
あ
る
カ
ド
モ
ス
を
通
じ

た
観
念
的
な
血
縁
関
係
か
ら
、
寄
付
者
と
し
て
名
前
の
記
さ
れ
た
フ

ィ
ロ
ク
レ
ス
は
シ
ド
ン
人
の
王
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

（
36
）SE

G
 36.758. 

上
掲
註
三
三
を
参
照
。

（
37
）Plut. D

em
etr . 33.3.

（
38
）K

AI  60; IG
 II 2 2946

は
ギ
リ
シ
ア
語
の
部
分
の
み
。
ル
ー
ヴ
ル

美
術
館
の
所
蔵
番
号
はAO

 4827

。
石
碑
の
大
き
さ
は
高
さ
六
四

セ
ン
チ
、
幅
四
八
・
五
〜
五
一
セ
ン
チ
、
厚
さ
六
セ
ン
チ
。
最
初
の

校
訂
は
ル
ナ
ン
に
よ
る
（E

. Renan, Inscription phénicienne 
et grecque découverte au Pirée, R

evue Archéologique  11, 
1888, pp. 5-7

）。
そ
の
後
も
多
く
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
碑
文
研
究
者
が
こ

の
碑
文
に
つ
い
て
は
触
れ
て
き
た
。
主
要
な
テ
ク
ス
ト
校
訂
は
、G.A. 

C
ooke, A Text-B

ook of N
orth-Sem

itic Inscriptions , 1903, 
pp. 94-99, N

o. 33; J. Teixidor, L’assem
blée legislative en 

Phénicie d’après les inscriptions, Syria  57, 1980, pp.453-
464.

（
39
）Teixidor, op. cit.

（
註
三
八
）。
テ
イ
シ
ド
ー
ル
に
よ
る
こ
の
碑

文
に
用
い
ら
れ
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
の
単
語
の
解
釈
、
文
法
解
釈
は
、

今
日
本
碑
文
の
解
釈
の
基
本
と
な
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。

（
40
）
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
・
ウ
ラ
ニ
ア
の
神
域
が
ギ
リ
シ
ア
語
で
運
用
さ
れ

て
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
註
二
八
を
参
照
。

（
41
）
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
死
後
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
は
北
側
の
都
市
は
セ

レ
ウ
コ
ス
朝
の
支
配
下
に
、
南
側
の
都
市
は
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
の

支
配
下
に
お
か
れ
た
。
ア
ル
ワ
ド
は
前
二
五
九
年
、
テ
ュ
ロ
ス
は
前

一
二
六
／
五
年
、シ
ド
ン
は
前
一
一
一
年
、ト
リ
ポ
リ
は
前
一
〇
五
年
、

ア
シ
ュ
ケ
ロ
ン
は
前
一
〇
三
年
に
そ
れ
ぞ
れ
自
治
を
認
め
ら
れ
た
。

（
42
）
ト
レ
イ
シ
ー
も
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
字
体
か
ら
見
る
限
り
、
前

九
六
年
と
い
う
決
議
年
に
問
題
が
な
い
と
記
載
し
て
い
る
（S.V. 
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エ
ー
ゲ
海
を
往
来
し
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
（
師
尾
）

Tracy, A
ttic Letter-C

utters of 229 to
86 B

.C
., B

erkeley: 
U

niversity of California Press, 1990, pp. 247-248

）。

（
43
）
フ
ェ
ニ
キ
ア
語
の
字
体
に
つ
い
て
は
、Teixidor, op. cit.

（
上

掲
註
三
八
）、
ギ
リ
シ
ア
語
の
字
体
に
つ
い
て
は
、C

IG
 II Suppl. 

1335b

（
前
三
世
紀
）、IG

 II 2 2946

（
前
三
世
紀
〜
前
二
世
紀
）。

（
44
）W

. Am
eling, Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Ν

 ΤΩ
Ν

 ΣΙΔΩ
Ν

ΙΩ
Ν

, ZPE
 81, 1980, 

pp. 189-199.

（
45
）M

.F. B
aslez et F. B

riquel-C
hatonnet, U

n exem
ple 

d’intégration phénicienne au m
onde grec : Les Sidoniens 

au Pirée à la fin du IV
e siècle, in E

. A
cquaro (ed.), Atti 

del II C
ongresso Internazionale di Studi Fenici e Punici , 

R
om

a 9-14 N
ovem

bre 1987, R
om

a : C
onsiglio N

azionale 
delle Recerche, 1991, vol. 1, pp. 229-240. 

な
お
、
ダ
レ

イ
コ
ス
金
貨
は
、
前
三
世
紀
第
一
四
半
期
こ
ろ
ま
で
は
使
わ
れ

て
い
た
と
さ
れ
る
（V.S. Jigoulov, The Phoenicians: Lost 

C
ivilizations , London: Reaktion Books, 2021, pp. 92-93

）。

（
46
）D

. D
em

etriou, Phoenicians am
ong O

thers: W
hy M

igrants 
M

attered in the A
ncient M

editerranean , O
xford: O

xford 
U

niversity Press, 2023, pp. 83-84. 

フ
ィ
ロ
ク
レ
ス
に
つ
い
て

は
、IG

 XI 4, 559

を
参
照
。

（
47
）J. Ebert, G

riechische Epigram
m

e auf Sieger an gym
nischen 

und hippischen Agonen , B
erlin: A

kadem
ie V

erlag, 1972, 
N

r. 64, pp. 188-193. 

詩
の
左
側
に
、「
シ
ド
ン
人
の
ポ
リ
ス
は
、

ネ
メ
ア
祭
で
戦
車
競
走
に
勝
利
し
た
の
で
、裁
判
員
（
デ
ィ
カ
ス
テ
ス
）

の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
息
子
デ
ィ
オ
テ
ィ
モ
ス
を
（
称
え
た
）」
と

刻
ま
れ
た
。

（
48
）
デ
ィ
オ
テ
ィ
モ
ス
は
、
ア
ブ
ダ
ロ
ニ
ュ
モ
ス
の
息
子
の
名
と
同
一

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
シ
ド
ン
の
王
族
の
子
孫
と
考
え
ら
れ
て
い

る
（IG

 XII 4, 2, 546

）。
献
詞
の
中
で
、
カ
ド
モ
ス
以
来
の
テ
ー

ベ
と
の
関
わ
り
が
謳
わ
れ
て
お
り
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
と
の
同
化
と
と

も
に
、
テ
ー
ベ
の
母
市
と
し
て
の
シ
ド
ン
の
誇
り
も
見
ら
れ
る
。
一

方
、
こ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
ギ
リ
シ
ア
人
彫
刻
家
に
よ
る
立
像
と
台

座
に
刻
ま
れ
た
ギ
リ
シ
ア
語
の
献
詞
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
、

き
わ
め
て
ギ
リ
シ
ア
的
な
も
の
で
あ
る
。
シ
ド
ン
の
エ
リ
ー
ト
が
、

名
実
共
に
ギ
リ
シ
ア
的
な
文
化
表
現
を
採
用
し
て
、
自
ら
お
よ
び
自

ら
の
国
の
誇
り
を
表
現
し
た
も
の
と
言
え
る
。C

. Bonnet, The 
R

eligious Life in H
ellenistic Phoenicia: ‘M

iddle G
round’ 

and N
ew

 A
gencies, in J. R

üpke (ed.), The Individual in 
the R

eligions of A
ncient M

editerranean , O
xford: O

xford 
U

niversity Press, 2013, pp. 41-57.

（
千
葉
商
科
大
学
商
経
学
部
教
授
）


