
一　

ア
ク
ロ
テ
ィ
リ
遺
跡

　

サ
ン
ト
リ
ー
ニ
島
（
ギ
リ
シ
ア
名
＝
テ
ィ
ラ
）
は
エ
ー
ゲ
海
キ
ク
ラ
デ

ス
諸
島
南
端
に
属
す
る
島
面
積
七
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
人
口
約
八
、

〇
〇
〇
人
の
火
山
島
で
あ
る
。
こ
こ
は
ミ
ノ
ア
文
化
の
時
代
に
繁
栄
し
た

地
域
だ
が
、
紀
元
前
一
五
五
〇
〜
一
五
三
〇
年
の
間
に
起
こ
っ
た
大
規
模

な
火
山
の
爆
発
に
よ
り
島
の
中
心
部
が
沈
み
、
ほ
ぼ
現
在
の
姿
と
な
っ
た

と
さ
れ 
る 
。
ア
ク
ロ
テ
ィ
リ
遺
跡
は
現
在
の
サ
ン
ト
リ
ー
ニ
島
の
中
心
部

＊
１

フ
ィ
ラ
の
町
か
ら
南
西
約
一
〇
キ
ロ
の
と
こ
ろ
で
発
見
さ
れ
、
ギ
リ
シ
ア

人
考
古
学
者
Ｓ
・
マ
リ
ナ
ト
ス
に
よ
り
一
九
六
七
年
か
ら
発
掘
が
始
ま
り
、

現
在
も
継
続
さ
れ
て
い
る
。
住
人
は
火
山
の
爆
発
を
予
兆
す
る
地
震
や
火

山
の
噴
火
の
脅
威
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
高
価
な
物
品
を
持
っ
て
徐
々
に
島

か
ら
離
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
ア
ク
ロ
テ
ィ
リ
遺
跡
か
ら
は
青
銅

製
の
容
器
や
短
剣
が
発
見
さ
れ
て
は
い
る
が
宝
石
な
ど
の
高
価
な
物
品
は

ほ
と
ん
ど
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
建
物
に
は
当
時
の
様
子
を
描
い

た
壁
画
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
痕
跡
か
ら
ア
ク
ロ
テ
ィ
リ

の
文
化
・
経
済
水
準
の
高
さ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ア
ク
ロ
テ
ィ
リ
遺
跡
は
広
場
や
大
通
り
を
軸
と
し
て
設
計
さ
れ
て
い
て
、

主
要
な
入
り
口
が
幅
広
い
道
路
に
向
け
て
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は

こ
の
都
市
が
公
共
性
を
重
視
し
た
開
放
的
な
都
市
計
画
に
基
づ
い
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
と
と
も
に
道
路
や
広
場
か
ら
見
え
る
建
物
内

部
の
美
観
を
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
遺
跡
の
主
な
建
築
物

は
①
建
築
複
合
体
Ａ
、
Ｂ
、
Ｇ
、
Ｄ
②
西
の
家
、
貴
婦
人
の
家
③
切
石
建

築
（
ク
セ
ス
テ
ィ
）
２
、
３
、
４
、
５
（
図
１
）
に
分
け
ら
れ
る
。
北
か

ら
南
に
メ
イ
ン
ロ
ー
ド
（Telchines

R
oad

 
          
   
）
そ
し
て
東
側
に
向
け
て
横

道
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
道
に
よ
り
都
市
は
三
区
画
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
建
築
物
の
中
で
も
特
に
目
を
引
く
の
が
「
聖
所
（Shrine

      
）」
と

し
て
の
役
割
を
兼
ね
備
え
て
い
る
建
物
が
あ
る
こ
と
で
、
区
画
ご
と
に
そ

れ
ぞ
れ
聖
所
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
建
物
は
通
り
に
向
か

っ
て
大
き
な
窓
が
開
か
れ
て
い
て
、
集
ま
っ
た
観
衆
が
傍
聴
で
き
る
比
較

的
大
き
な
部
屋
を
も
つ
だ
け
で
な
く
宗
教
的
背
景
を
示
唆
す
る
壁
画
が
あ

り
、
聖
杯
、
供
物
台
、
儀
式
用
の
杯
な
ど
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
ア
ク
ロ
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テ
ィ
リ
遺
跡
に
見
ら
れ
る
「
聖
所
」
は
、
数
人
の
聖
職
者
が
そ
の
場
所
で

儀
式
を
執
り
行
う
と
こ
ろ
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
て
、
住
民
が
そ
の
執
り

行
い
を
建
物
や
部
屋
ま
た
は
建
物
の
前
の
道
や
広
場
な
ど
か
ら
傍
聴
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
聖
所
に
描
か
れ
て
い
る
壁
画
は
建
物
ご

と
に
執
り
行
わ
れ
る
儀
式
と
関
係
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
建

築
複
合
体
Ｂ
に
は
フ
レ
ス
コ
画
が
描
か
れ
て
い
て
、
大
き
な
窓
が
通
り
に

向
か
っ
て
開
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
給
仕
室
と
見
ら
れ
る
部
屋
が
聖
所

の
近
く
に
設
置
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
ユ
リ
の
絵
が
描
か
れ
て

い
る
建
築
複
合
体
Ｄ
で
は
調

理
道
具
が
多
数
発
見
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
壁
画
の
部

屋
の
正
面
の
部
屋
で
食
事
が

行
わ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
西
の
家
で
は

「
聖
域
」
の
隣
に
位
置
す
る

R
oom

6

 
   
  
で
数
百
と
い
う
コ

ッ
プ
や
ピ
ッ
チ
ャ
ー
が
発
見

さ
れ
て
い
る
。

　

ア
ク
ロ
テ
ィ
リ
遺
跡
の
中

で
も
比
較
的
大
型
の
建
物
で

あ
る
切
石
建
築
３
、
４
号
は

複
数
の
部
屋
を
持
ち
、
集
会

の
た
め
の
広
間
が
あ
る
な
ど

公
共
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
切
石
建
築
３
号
で
は
調
理
用
具
は
発
見

さ
れ
て
い
な
い
が
、
聖
域
が
設
置
さ
れ
て
い
る
部
屋
に
隣
接
す
る
部
屋
か

ら
食
事
の
残
り
が
含
ま
れ
た
容
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
工
場
や
貯

蔵
所
が
聖
所
に
隣
接
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ア
ク
ロ
テ
ィ
リ
で
は
宗
教
的

な
も
の
と
経
済
的
活
動
は
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
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図１　サントリーニ島とアクロティリ遺跡

出典：『世界美術大全集　エーゲ海とギリシア・アルカイック』小学館　1997年

部は壁画が出土した部屋 
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二　

切
石
建
築
（
ク
セ
ス
テ
ィ
）
３
号

　

今
回
の
論
考
で
取
り
上
げ
る
の
は
切
石
建
築
（
ク
セ
ス
テ
ィ
）
３
号
の

壁
画
で
あ
る
。
切
石
建
築
３
号
は
二
階
建
て
で
地
上
階
と
二
階
は
同
一
の

構
造
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
建
物
の
一
、
二
階
で
は
聖
所
に
ま
つ
わ
る
一
連

の
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
切
石
建

築
３
号
はR

oom
2,3,4

 
   
        
そ
し
て
７
な
ど
比
較
的
広
い
部
屋
が
あ
り
、
多

く
の
人
間
を
収
容
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
図
２
）。
建
物
の
一
階
入
り

口
を
入
る
と
右
手
にR
oom

4

 
   
  
を

挟
ん
で
「
儀
式
の
間
（R

oom
3

/

 
   
    

C
E

R
E

M
O

N
IA

L
R

O
O

M
S

 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
）」
を

臨
む
こ
と
が
で
き
る
。「
儀
式
の

間
」
に
は
入
り
口
か
ら
少
し
離
れ

た
、
傍
観
者
が
見
守
る
と
こ
ろ
か

ら
階
段
を
下
り
た
低
い
場
所
に

「
聖
域
（A

dytum

 
     

）」
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
「
聖
域
」
は
「
清

め
の
浴
室
」
や
「
水
禊
の
間
」（
図

３
）
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
水

に
関
係
す
る
儀
式
が
行
わ
れ
た
か

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で

は
「
水
」
の
使
用
は
確
認
さ
れ
て

お
ら
ず
、
実
際
に
水
を
使
っ
た
場

所
か
ど
う
か
も
不
明
で
あ
る
（N

.

 
  

M
arinatos,1984

 
              
）。「
聖
域
」
を
傍
観
す
る
の
に
最
も
適
し
た
部
屋
は
儀

式
の
間
（R

oom
3

 
   
 
）
で
、
そ
れ
よ
り
少
し
劣
っ
てR

oom
4

 
   
 
、
そ
し
て

R
oom

2
 
   
  
と
７
は
見
晴
ら
し
が
良
く
な
く
、
立
っ
て
内
部
の
様
子
を
見
る
こ

と
と
な
る
が
、
儀
式
の
間
を
区
切
る
仕
切
り
が
閉
め
ら
れ
る
と
儀
式
の
間

（R
oom

3

 
   
 
）
以
外
か
ら
は
「
聖
域
」
が
ま
っ
た
く
見
え
な
く
な
る
。
建
物

に
は
二
階
へ
通
じ
る
二
つ
の
階
段
が
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
階
段
は
異
な

っ
た
用
途
を
意
識
し
て
か
、
別
々
の
部
屋
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
入
り
口

近
く
の
階
段
は
比
較
的
大
き
く
、
多
く
の
人
に
使
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
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図２

図３



「
聖
域
」
近
く
に
設
け
ら
れ
た
階
段
は
小
さ
く
、
個
人
的
に
使
わ
れ
た
か
ま

た
は
選
ば
れ
た
数
人
に
よ
っ
て
使
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

建
物
に
残
さ
れ
た
壁
画
に
目
を
向
け
る
と
、
儀
式
の
間
の
西
の
壁
（
向

か
っ
て
左
側
）
に
は
剃
っ
た
髪
型
で
裸
の
未
成
年
者
と
思
わ
れ
る
男
性
と

キ
ル
ト
（
男
性
用
の
短
い
ス
カ
ー
ト
）
を
着
て
い
る
成
人
と
思
し
き
男
性

ら
合
わ
せ
て
四
人
が
供
物
を
運
ん
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
儀
式

の
間
（R

oom
3

 
   
 
）
北
側
の
壁
に
は
三
人
の
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
４
）。

こ
の
壁
画
で
目
を
引
く
の
が
、

中
央
の
女
性
で
あ
る
。
彼
女

は
足
に
傷
を
負
っ
て
い
て
、

そ
の
姿
は
痛
み
を
こ
ら
え
て

い
る
ポ
ー
ズ
で
表
さ
れ
て
い

る
。
彼
女
の
足
か
ら
は
血
が

な
が
れ
、
そ
の
周
囲
に
は
サ

フ
ラ
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
頭
に
は
植
物
（
ア
ヤ

メ
科
）
を
ピ
ン
で
留
め
、
オ

リ
ー
ブ
の
枝
の
よ
う
な
も
の

を
手
に
持
っ
て
い
る
。
儀
式

の
間
の
東
側
に
面
し
た
壁
、

ま
さ
に
聖
域
と
呼
ば
れ
る
と

こ
ろ
の
壁
に
は
「H

orn
of

 
       

C
onsecration

 
           
」（
聖
な
る

角
）（
図 
５ 
）
が
描
か
れ
て
い

＊
２

る
。
前
に
述
べ
た
三
人
の
女
性
の
壁
画
は
傍
聴
人
達
か
ら
見
る
こ
と
が
で

き
る
が
、「
聖
な
る
角
」
が
描
か
れ
た
壁
画
は
、「
儀
式
の
間
」
に
造
ら
れ

た
階
段
を
下
り
て
初
め
て
目
に
入
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
聖
な
る
角
」
の

壁
画
は
儀
式
を
受
け
る
も
の
と
行
為
者
に
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て

描
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
儀
式
に
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。「
聖
な
る
角
」
は
ユ
リ
が
装
飾
さ
れ
て
い
て
、
さ

ら
に
目
を
引
く
の
は
「
血
」
の
よ
う
に
見
え
る
赤
い
も
の
が
垂
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
壁
画
の
女
性
の
「
血
」
や
「
聖
な
る
角
」
に
見
ら
れ
る
「
血
」

か
ら
、
こ
の
場
所
で
は
「
血
」
に
関
わ
る
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

次
に
視
点
を
二
階
へ
と

移
し
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
東
側
の
壁
に
は

ク
ロ
ッ
カ
ス
を
収
集
し

て
い
る
二
人
の
女
性
の

姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

一
人
の
女
性
の
髪
形
は

短
く
、
前
髪
と
巻
き
毛

を
残
し
て
刈
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
髪
型

は
、
一
階
の
男
性
像
同

様
、
未
成
年
に
見
ら
れ

る
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
。

ド
ゥ
ー
マ
ス
は
彼
ら
の

113 ―――

図４

図５



姿
を
幼
年
期
か
ら
大
人
へ
移
行
す
る
段
階
に
あ
る
姿
と
し
て
い
る
（C

.

 
  

D
oum

as,1992

 
   
        
）。
さ
ら
に
も
う
一
人
の
女
性
の
胸
は
ま
だ
未
成
熟
で
あ

り
、
髪
型
も
ポ
ニ
ー
テ
ー
ル
の
よ
う
に
巻
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
彼
女
ら
は
未
成
年
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
南
側
の
壁
に

は
三
人
の
女
性
が
描
か
れ
て
い
て
、
一
人
は
花
の
枝
（
多
分
、
薔
薇
）
を

運
ん
で
い
る
。
二
人
の
コ
ス
チ
ュ
ー
ム
に
は
、
サ
フ
ラ
ン
、
ユ
リ
が
見
ら

れ
、
髪
型
は
う
な
じ
に
髪
の
毛
を
巻
き
つ
け
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
豊
か

な
胸
か
ら
彼
女
ら
は
成
人
女
性
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
彼
女
た
ち

の
役
割
は
一
階
で
描
か
れ
て
い
る
男
性
と
同
じ
で
、
供
物
か
香
料
を
運
ん

で
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
西
の
壁
に
は
、
水
鳥
（
鴨
・
ア
ヒ
ル
）

が
水
草
（
葦
）
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

二
階
北
側
の
壁
画
、
一
階
儀
式
の
間
の
真
上
に
位
置
す
る
壁
面
に
は
、

収
集
し
た
サ
フ
ラ
ン
を
三
本
足
の
椅
子
（
玉
座
）
に
座
っ
た
女
性
に
差
し

出
し
て
い
る
場
面
が
描
き
出
さ
れ
て
い
て
、
彼
女
の
側
面
に
は
猿
と
グ
リ

フ
ィ
ン
が
立
っ
て
い
る
。
玉
座
（
祭
壇
と
考
え
ら
れ
る
）
に
座
る
こ
の
女

性
は
女
神
（M

istress
ofA

nim
als

 
            
   
   
）
だ
と
さ
れ
、
彼
女
を
取
り
巻
く
動
物

か
ら
も
そ
の
存
在
は
象
徴
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（C

.D
oum

as,1992

 
   
   
        
、

L.G
oodison

and
C

.M
orris,1998

    
             
   
           
）（
図
６
）。
こ
こ
で
は
若
い
女
性
達

が
儀
式
用
の
服
装
を
身
に
付
け
、
サ
フ
ラ
ン
を
収
集
し
、
玉
座
に
座
っ
た

女
性
に
収
集
し
た
サ
フ
ラ
ン
を
差
し
出
し
て
い
る
。

　

切
石
建
築
３
号
で
描
か
れ
て
い
る
一
連
の
儀
式
は
一
階
、
二
階
の
壁
画

か
ら
想
像
す
る
に
、
女
性
を
中
心
と
す
る
「
血
」
や
「
サ
フ
ラ
ン
」
を
用

い
た
女
性
の
た
め
の
儀
式
で
あ
ろ
う
。
一
階
で
は
北
側
の
壁
画
中
央
の
女

性
が
儀
式
の
主
役
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
ろ
う
か
足
に

「
血
」
を
見
せ
る
た
め
の
「
怪
我
」
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
聖
な
る
角
」

の
描
か
れ
た
「
清
め
の
浴
室
」
で
血
に
ま
つ
わ
る
儀
式
が
若
い
女
性
に
執

り
行
わ
れ
、
そ
の
後
そ
の
主
役
た
る
女
性
は
裏
に
用
意
さ
れ
た
階
段
を
上

り
二
階
へ
と
進
む
。
二
階
で
は
玉
座
に
座
っ
た
女
性
の
壁
画
が
彼
女
を
待

ち
う
け
、「
サ
フ
ラ
ン
」
な
ど
の
収
集
物
を
使
っ
た
儀
式
が
執
り
行
わ
れ
る
。

で
は
こ
の
建
物
で
行
わ
れ
て
い
た
儀
式
は
い
っ
た
い
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
一
階
北
面
に
描
か
れ
た
女
性
の
「
怪
我
」
の
意
味
か
ら
考
え
て
み
た

い
と
思
う
。

――― 114

図６

（C.Doumas, The Wall-Paintings of Thera, Athens, 1992より作

成）



三　

壁
画
と
儀
式

　

こ
れ
は
突
然
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
を
描
い
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で

あ
ろ
う
。
む
し
ろ
「
聖
な
る
角
」
の
壁
画
か
ら
う
か
が
い
知
る
に
、「
血
」

を
伴
っ
た
儀
式
の
景
色
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
や
は
り
妥
当
で
は
な
か
ろ

う
か
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
そ
の
面
影
を
探
っ
て
み
る
と
、
ペ
ル
セ
ポ
ネ
や

エ
ウ
リ
デ
ィ
ケ
ー
の
物
語
に
何
か
し
ら
の
手
が
か
り
を
見
つ
け
る
こ
と
が

出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
ペ
ル
セ
ポ
ネ
は
花
（
ユ
リ
や
ス
ミ
レ
）
を
摘
ん

で
い
る
時
に
「
冥
界
の
神
」
ハ
デ
ス
に
誘
拐
さ
れ
、
エ
ウ
リ
デ
ィ
ケ
ー
は

羊
飼
い
の
ア
リ
ス
タ
イ
オ
ス
に
言
い
寄
ら
れ
、
逃
げ
て
い
る
途
中
で
「
蛇
」

に
足
を
咬
ま
れ
死
ん
で
し
ま
う
（
ア
ポ
ロ
ド
ロ
ー
スA

pollodoros
 
          
）。
と

こ
ろ
で
ア
ク
ロ
テ
ィ
リ
で
の
儀
式
は
ま
ず
地
面
よ
り
一
段
低
い
「
清
め
の

浴
室
」
で
執
り
行
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
聖
な
る
角
」
が
描
か
れ
て
い

る
「
清
め
の
浴
室
」
は
こ
の
世
よ
り
一
段
低
い
「
冥
界
」「
死
」
へ
の
入

り
口
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
「
冥
界
」
へ
の
一
歩
を

進
み
で
た
女
性
が
次
に
向
か
う
と
こ
ろ
は
ど
こ
で
あ
ろ
う
か
、
階
段
を
上

っ
た
二
階
で
の
壁
画
に
関
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

　

二
階
の
壁
画
の
中
で
は
や
は
り
北
側
の
壁
画
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
壁
画
の
中
央
の
玉
座
に
腰
掛
け
た
女
性
像
は
荘
厳
な

る
も
の
で
あ
り
、
構
図
に
お
い
て
も
特
別
な
存
在
で
あ
る
。
女
性
像
の
向

か
っ
て
左
に
青
色
の
猿
、
そ
し
て
右
側
に
グ
リ
フ
ィ
ン
が
脇
を
か
た
め
て

い
る
。
こ
の
猿
は
明
ら
か
に
後
ろ
足
で
玉
座
を
登
り
な
が
ら
進
ん
で
い
て
、

片
方
の
前
足
で
玉
座
に
座
っ
て
い
る
女
性
に
小
さ
な
サ
フ
ラ
ン
の
花
束
を

差
し
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
玉
座
の
女
性
は
そ
れ
を
受
け
取
る
た
め
に
身

を
乗
り
出
し
て
い
る
。
猿
が
神
格
や
権
力
者
に
仕
え
る
姿
は
エ
ジ
プ
ト
の

影
響
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
ア
ク
ロ
テ
ィ
リ
に
お
い
て
も
神
格
に
仕

え
る
も
の
、
ま
た
は
伝
達
者
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ 
る 
。
猿
の
後
ろ
に
は
別
の
女
性
が
い
て
、
そ
の
女
性
は
わ
ず
か
に
身
を

＊
３

か
が
め
て
い
る
。
そ
の
髪
型
は
短
く
カ
ー
ル
し
て
い
て
、
長
い
二
つ
の
後

ろ
側
の
巻
き
毛
と
そ
し
て
小
さ
い
前
結
い
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
玉
座
に

座
っ
て
い
る
女
性
の
後
ろ
に
い
る
グ
リ
フ
ィ
ン
は
保
存
状
態
が
よ
く
な
い

が
、
そ
の
存
在
は
は
っ
き
り
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
猿
と
同
様
ま
る

で
座
っ
て
い
る
女
性
に
よ
じ
登
ろ
う
か
と
し
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
、
そ

の
前
足
は
玉
座
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
。
グ
リ
フ
ィ
ン
の
後
方
、
窓
を
越

え
た
と
こ
ろ
に
は
別
の
サ
フ
ラ
ン
の
収
穫
者
が
い
て
、
彼
女
は
左
肩
の
上

に
バ
ス
ケ
ッ
ト
を
担
ぎ
左
手
の
指
を
そ
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
の
上
に
掛
け
て
い

る
。
サ
フ
ラ
ン
の
花
は
ア
ク
ロ
テ
ィ
リ
で
の
儀
式
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の

で
も
あ
り
、
大
切
な
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
切
石
建
築

３
号
の
壁
画
全
体
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
重
要
な
植
物
「
サ
フ
ラ
ン
」

は
、
女
性
の
儀
式
に
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
サ
フ
ラ
ン
は

香
料
や
染
料
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
薬
や
女
性
の
月
経
の
際

の
痛
み
止
め
と
し
て
使
わ
れ
た
と
さ
れ
、
子
宮
の
病
気
や
妊
娠
促
進
剤
と

し
て
も
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
世
界
有
用
植
物
事

典　

一
九
八
九
）。
サ
フ
ラ
ン
は
岩
場
、
動
物
（
猿
、
カ
モ
シ
カ
な
ど
）、

鳥
と
一
緒
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
猿
と
と
も
に
描
か
れ
た
例
は
ク
レ

タ
に
も
見
ら
れ
る
（L.M

organ,1988
    
           
）。
ま
た
サ
フ
ラ
ン
を
モ
チ
ー
フ
と

し
た
図
柄
は
ミ
ノ
ア
時
代
の
壺
絵
に
も
多
く
、
サ
フ
ラ
ン
と
鳥
の
構
図
は

船
体
の
装
飾
に
表
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
海
洋
国
に
と
っ
て
小
麦
、
大
麦
、
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オ
リ
ー
ブ
な
ど
と
同
様
に
サ
フ
ラ
ン
は
重
要
な
貿
易
品
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
サ
フ
ラ
ン
は
サ
ン
ト
リ
ー
ニ
島
の
住
民
に
と

っ
て
も
重
要
な
生
産
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

切
石
建
築
３
号
の
壁
画
で
は
植
物
の
モ
チ
ー
フ
、
特
に
「
花
」
が
た
く

さ
ん
描
か
れ
て
い
る
。
一
階
の
壁
画
の
怪
我
を
し
て
い
る
女
性
は
手
に
オ

リ
ー
ブ
の
よ
う
な
枝
、
髪
留
め
に
春
の
花
で
あ
るIris

    
（
ア
ヤ
メ
の
花
）
を

付
け
て
い
る
。
ま
た
薔
薇
の
花
を
運
ぶ
女
性
は
ブ
ラ
ウ
ス
に
春
の
花
「
ユ

リ
」
の
模
様
が
あ
り
、
壁
画
全
体
を
彩
る
「
サ
フ
ラ
ン
」
は
春
咲
く
花
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
建
物
全
体
の
壁
画
は
「
春
」
の
風
景
を
描
い

た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
こ
こ
で
の
儀
式
は
、
冬
が
明
け
た
「
春
」
を
告
げ

る
儀
式
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
切

石
建
築
３
号
に
描
か
れ
た
壁
画
は
、
女
性
に
ま
つ
わ
る
儀
式
を
「
豊
饒
」

「
再
生
」
を
願
う
時
期
と
考
え
ら
れ
る
「
春
」
に
行
っ
て
い
る
様
子
を
表
現

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

話
を
玉
座
の
女
性
に
戻
し
た
い
。
サ
フ
ラ
ン
収
集
の
場
面
に
登
場
す
る

玉
座
の
女
性
は
そ
の
首
飾
り
に
数
珠
と
水
鳥
（
ア
ヒ
ル
の
形
）、
昆
虫
（
ト

ン
ボ
）
の
飾
り
を
付
け
て
い
る
こ
と
で
特
に
印
象
深
い
。
彼
女
は
さ
ら
に

流
れ
る
よ
う
な
小
さ
い
点
の
列
で
で
き
た
蛇
型
帯
を
身
に
着
け
て
い
る
。

女
性
の
上
部
と
背
後
で
ル
ー
プ
を
描
い
て
い
る
こ
の
帯
は
、
帯
と
見
る
よ

り
む
し
ろ
二
つ
の
巻
い
た
舌
や
そ
の
動
き
の
あ
る
曲
線
か
ら
「
蛇
」
を
表

現
す
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
実
際
マ
リ
ナ
ト
ス
は
こ

の
バ
ン
ド
を
「
角
マ
ム
シ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
首
の
辺
り
を
ズ
ル

ズ
ル
と
よ
じ
登
る
こ
の
蛇
は
、
彼
女
の
頭
の
上
で
そ
の
フ
ォ
ー
ク
型
の
舌

を
揺
ら
つ
か
せ
な
が
ら
動
い
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。「
蛇
」
は
そ
の
脱

皮
を
す
る
特
性
な
ど
か
ら
「
再
生
」「
豊
饒
」
の
象
徴
と
さ
れ
て
き
た
（J.    

C
hevalierand

A
.G

heerbrant,1982

 
              
   
               
）。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
玉
座
の
女

性
」
や
「
怪
我
を
し
た
女
性
」
と
「
蛇
」
と
の
関
係
は
、
先
に
述
べ
た
ギ

リ
シ
ア
神
話
の
エ
ウ
リ
デ
ィ
ケ
ー
の
物
語
に
そ
の
関
係
を
見
出
せ
る
だ
け

で
な
く
、
ア
ク
ロ
テ
ィ
リ
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
繁
栄
し
た
ク
レ
タ
か
ら
発

見
さ
れ
た
「
蛇
女
神
」
に
も
そ
の
関
係
を
見
出
せ
そ
う
で
あ
る
（L.    

G
oodison

and
C

.M
orris,1998

 
             
   
           
）。
こ
の
壁
画
に
お
け
る
彼
女
の
役
割
は
、

周
囲
を
取
り
巻
く
動
植
物
、
身
に
着
け
て
い
る
装
飾
品
な
ど
か
ら
考
え
る

と
、
こ
れ
ら
の
生
物
の
中
心
を
担
う
女
神
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
も
判

断
で
き
る
。
そ
し
て
壁
画
の
描
く
空
間
意
識
は
、「
蛇
」
は
地
下
（
地
中
、

地
表
す
れ
す
れ
）
を
、「
猿
」
は
陸
上
そ
し
て
「
鳥
」
と
「
虫
」
は
空
中

を
表
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
サ
フ
ラ
ン
の
収
集
を
描
写
し
た
壁
画
は

我
々
に
エ
ー
ゲ
世
界
に
お
け
る
自
然
神
の
役
割
だ
け
で
な
く
、
動
物
達
の

中
心
に
い
る
母
神
の
位
置
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
女
神
の
傍
に
い
る
グ
リ
フ
ィ
ン
で
あ
る
。
グ

リ
フ
ィ
ン
は
巻
き
上
が
っ
た
翼
で
部
分
的
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
た

ぶ
ん
何
か
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
絵
の
上
部
右
角
に
向
か

っ
て
伸
び
て
い
る
紐
に
よ
っ
て
繋
が
れ
て
い
る
。
疑
問
に
思
わ
れ
る
こ
と

は
、
グ
リ
フ
ィ
ン
の
首
に
掛
け
ら
れ
た
こ
の
「
紐
（
手
綱
）」
は
い
っ
た

い
ど
こ
へ
伸
び
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
壁
画
を
見
る

限
り
「
紐
」
は
ド
ア
の
上
部
へ
と
伸
び
て
お
り
、
何
か
に
結
び
付
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
は
想
像
で
き
る
の
だ
が
、
何
に
結
び
付
け
ら
れ
て

い
る
の
か
そ
の
確
認
は
で
き
な
い
。
構
図
や
絵
の
配
置
か
ら
考
え
て
も
、

途
中
で
そ
の
結
び
の
さ
き
を
描
く
こ
と
を
あ
き
ら
め
た
と
も
考
え
に
く
く
、
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む
し
ろ
全
体
の
構
図
か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
は
眼
に
見
え
な
い
上
部
空
間

へ
と
伸
び
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
、
わ
ざ
と
結
ば
れ
て
い
る
も
の
を
描
い

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
手
綱
」
は
元
来
そ
れ
を
操
る
者
、
支
配
す

る
も
の
に
握
ら
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
ア
ッ
カ
ド
に
見
ら
れ
る
シ

リ
ン
ダ
ー
シ
ー
ル
に
も
神
格
と
さ
れ
る
者
が
、
そ
の
乗
り
物
で
あ
る
有
翼

獣
の
「
手
綱
」
を
引
い
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
し
、
ク
レ
タ
の
ハ
ギ

ア
・
ト
リ
ア
ダ
の
石
棺
に
も
同
様
の
仕
草
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
有
翼
獣
が
神
格
の
乗
り
物
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
多
く
、
ギ
リ
シ

ア
神
話
で
も
「
グ
リ
フ
ィ
ン
」
は
神
々
の
乗
り
物
と
し
て
登
場
す 
る 
。
で

＊
４

は
い
っ
た
い
こ
の
壁
画
で
「
手
綱
」
を
引
い
て
い
る
の
は
誰
な
の
で
あ
ろ

う
か
。

四　

ア
ク
ロ
テ
ィ
リ
の
空
間
意
識

　

私
は
そ
れ
を
姿
の
な
い
、
姿
を
描
く
こ
と
の
出
来
な
い
存
在
な
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。
ま
た
そ
れ
は
地
上
よ
り
上
部
に
位
置
す
る
空
間
に
存

在
し
て
い
て
、
そ
の
描
き
き
れ
な
い
何
者
か
が
居
る
空
間
と
の
つ
な
が
り

は
出
入
り
口
と
い
う
神
格
世
界
を
つ
な
ぐ
門
の
先
、
門
柱
の
更
に
上
部
に

あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
て
み
る
と
、
二
階
に

描
か
れ
て
い
る
玉
座
の
女
性
は
神
（
上
部
）
と
地
上
（
下
）
を
結
ぶ
役
割

を
担
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
地
上
（
現
世
）
で
神
の
世
界
（
天

上
）
と
関
係
を
持
て
る
存
在
は
人
を
超
え
た
存
在
、「
地
母
神
」
と
し
て
の

役
割
を
持
つ
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
彼
女
は
天
上
か
ら
訪

れ
た
「
グ
リ
フ
ィ
ン
」
の
「
手
綱
」
を
握
る
も
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま

な
生
き
物
、
い
わ
ゆ
る
自
然
界
の
中
心
と
し
て
地
上
に
存
在
す
る
「
神
」

で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
建
物
の
二
階
で
若
い
女
性
が
儀
式
を
受
け
る
の

が
上
部
に
位
置
す
る
世
界
と
関
係
を
持
つ
女
神
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、

壁
画
か
ら
見
て
取
れ
る
こ
の
建
物
全
体
を
取
り
巻
く
儀
式
の
物
語
は
、
一

階
部
分
は
「
死
」
を
伴
う
「
冥
界
」
と
繋
が
り
を
持
つ
儀
式
の
場
で
あ
り
、

二
階
は
新
し
く
「
生
命
（
再
生
）」
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
「
上
界
」
と

の
繋
が
り
を
持
つ
た
め
の
儀
式
空
間
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら

れ
る
。
先
に
述
べ
た
ギ
リ
シ
ア
神
話
と
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
ペ
ル

セ
ポ
ネ
が
エ
レ
ウ
シ
ウ
ス
の
地
か
ら
戻
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
オ
ル
ペ
ウ
ス

が
妻
エ
ウ
リ
デ
ィ
ケ
ー
を
追
い
、「
冥
界
」
へ
降
っ
た
こ
と
は
「
死
」「
怪

我
」
を
介
在
し
た
後
に
こ
の
世
へ
と
戻
っ
て
く
る
「
再
生
」「
甦
り
」
を

祈
っ
た
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
し
（M

.

 
  

E
liade,1965

 
           
）、
プ
ロ
メ
ー
テ
ウ
ス
（
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
スA

eschylus

 
        
）
な

ど
の
物
語
に
見
ら
れ
る
「
天
上
と
地
上
」
の
関
わ
り
合
い
を
壁
画
の
中
の

物
語
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
（T.B

.L.W
ebster,

 
   
      
        

1964

    
、W

.B
urkert,1985

 
   
            
）。

五　

終
わ
り
に

　

当
時
、
ア
ク
ロ
テ
ィ
リ
の
住
民
に
は
自
分
た
ち
が
存
在
す
る
空
間
と
は

別
の
空
間
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
「
血
（
死
）
を
伴
う
儀
式
」

の
た
め
の
「
聖
域
」
が
地
上
よ
り
一
段
低
い
と
こ
ろ
に
造
ら
れ
て
い
る
こ

と
や
、
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
る
た
め
の
神
と
の
交
信
を
行
う
儀
式

場
面
が
二
階
部
分
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
場
面
に
登
場
す

る
女
神
に
控
え
る
グ
リ
フ
ィ
ン
の
首
紐
が
、
入
り
口
を
越
え
て
上
界
へ
と

繋
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
「
春
」
と
い
う
「
豊
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饒
」
を
願
う
祭
り
が
行
わ
れ
る
時
期
に
少
女
は
「
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
」

を
受
け
、
こ
れ
ら
一
連
の
儀
式
は
「
下
部
に
属
す
る
も
の
」
と
「
上
部
に

属
す
る
も
の
」
そ
れ
ぞ
れ
に
関
わ
り
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

一
連
の
儀
式
は
一
階
（
下
部
）
で
は
「
血
」
を
伴
う
こ
と
で
「
あ
る
段
階

（
未
成
年
）」
を
終
え
た
こ
と
を
示
す
儀
式
が
行
わ
れ
、
二
階
（
上
部
）
で

は
そ
の
儀
式
を
終
え
た
人
間
た
ち
が
高
み
に
存
在
す
る
も
の
に
一
番
近
い

場
所
で
香
料
等
を
使
っ
て
「
再
生
（
成
人
）」
す
る
儀
式
を
享
受
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
儀
式
は
後
の
時
代
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ

と
に
な 
る 
。

＊
５

　

こ
の
時
代
の
ア
ク
ロ
テ
ィ
リ
住
民
に
果
た
し
て
「
上
と
下
」
と
い
う
区

別
さ
れ
た
考
え
方
が
存
在
し
た
否
か
は
ま
だ
想
像
の
域
を
出
な
い
。
し
か

し
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
住
ん
で
い
る
空
間
と
は
違
う
空
間
の
存
在
を
考
え
、

そ
こ
に
宿
る
存
在
を
「
壁
画
」
な
ど
を
つ
か
っ
て
何
ら
か
の
形
で
表
現
し

よ
う
と
し
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
空
想
の
産
物
で
は

な
く
、
自
分
た
ち
が
存
在
し
て
い
る
「
今
」
と
い
う
時
空
と
は
違
う
「
生

ま
れ
る
前
」
や
「
死
後
」
の
時
空
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
時
空
を
支
配
す
る

得
体
の
知
れ
な
い
存
在
に
対
す
る
畏
怖
と
敬
意
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
も

し
れ
な
い
。

注
＊
１　

マ
リ
ナ
ト
ス
は
ミ
ノ
ア
文
明
の
崩
壊
を
地
震
や
異
民
族
の
侵
略
と
は
考
え
ず
、

サ
ン
ト
リ
ー
ニ
島
の
火
山
の
爆
発
に
よ
る
津
波
と
火
山
灰
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え

て
い
る
。
ク
レ
タ
島
の
崩
壊
は
紀
元
前
一
四
五
〇
年
頃
、
サ
ン
ト
リ
ー
ニ
島
の
崩

壊
後
、
数
十
年
後
に
起
こ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
諸
説
に
よ
れ
ば
サ
ン
ト
リ
ー
ニ
島

の
爆
発
は
、
ミ
ノ
ア
文
明
を
崩
壊
に
追
い
込
む
ほ
ど
、
辛
ら
つ
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
ま
さ
に
そ
れ
を
神
の
怒
り
と
捉
え
た
か
も
し
れ
な
い

爆
発
の
住
民
へ
の
精
神
的
打
撃
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ

の
こ
と
に
よ
る
秩
序
の
崩
壊
は
ク
レ
タ
を
支
え
る
土
台
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た

に
違
い
な
い
。（P.M

.W
arren,1991-1992

    
   
                
）

＊
２　
「
聖
な
る
角
」
の
存
在
は
古
代
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
や
ア
ナ
ト
リ
ア
、
ク
レ
タ
島
な
ど

で
確
認
さ
れ
て
い
る
。「
聖
な
る
角
」
の
役
割
や
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
長
年
に

わ
た
っ
て
論
議
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
牛
の
角
、
山
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
、

薪
を
入
れ
て
お
く
も
の
、
牛
の
鈴
な
ど
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
供
儀
の
際
使
わ
れ
た
道
具
と
も
い
わ
れ
る
ダ
ブ
ル
・
ア
ッ
ク

ス
と
と
も
に
描
か
れ
る
こ
と
も
多
々
あ
る
。
ア
ク
ロ
テ
ィ
リ
遺
跡
に
お
い
て
は
ダ

ブ
ル
・
ア
ッ
ク
ス
の
存
在
は
今
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
ミ
ュ
ケ
ー
ネ
で

は
多
数
発
見
さ
れ
て
い
る
。
双
方
と
も
宗
教
的
儀
式
に
使
わ
れ
た
と
さ
れ
、
ギ
ン

プ
タ
ス
（M

.G
im

butas,1989

 
   
  
           
）
は
ダ
ブ
ル
・
ア
ッ
ク
ス
が
「
聖
な
る
角
」
に
立

て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
樹
木
信
仰
さ
ら
に
は
地
母
神
信
仰
と
結
び
つ
け
て
い

る
。（N

.M
arinatos,1984

 
   
              
、C

hikako
E

.W
atanabe,1997

 
        
   
             
）

＊
３　
『
古
生
物
百
科
事
典
』（
朝
倉
書
店
、
一
九
八
八
）
に
よ
る
と
ギ
リ
シ
ア
、
小
ア

ジ
ア
地
域
に
は
後
期
中
新
世
に
メ
ソ
ピ
テ
ク
ス
属
の
オ
ナ
ガ
猿
が
生
息
し
て
い
た

と
さ
れ
る
が
、
ミ
ノ
ア
時
代
に
サ
ン
ト
リ
ー
ニ
島
や
ク
レ
タ
島
な
ど
で
の
生
息
は

確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
古
代
エ
ジ
プ
ト
で
は
猿
が
ペ
ッ
ト
と
し
て
飼
わ
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
ペ
ッ
ト
と
し
て
エ
ジ
プ
ト
な
ど
か
ら
連
れ
て
こ
ら
れ
た
確
率

は
高
い
。
エ
ジ
プ
ト
で
は
古
王
国
、
中
王
国
時
代
、
サ
ル
は
犬
と
と
も
に
ポ
ピ
ュ

ラ
ー
な
ペ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。
エ
ジ
プ
ト
で
の
猿
の
描
写
はG

reen
M

onkey

 
      
     

と
ヒ

ヒ
が
多
く
、
ヒ
ヒ
は
太
陽
信
仰
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
猿

は
木
の
上
の
実
を
と
っ
て
き
た
り
、
人
真
似
を
し
た
り
す
る
滑
稽
な
ペ
ッ
ト
し
て

表
さ
れ
て
い
る
（P.F.H

oulihan,1996

       
             
）。
切
石
建
築
３
号
の
壁
画
で
は
女
神
と

と
も
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
神
格
と
の
特
別
な
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

「
北
の
倉
庫
」
か
ら
の
壁
画
に
は
「
聖
な
る
角
」
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
た
と
さ
れ

る
が
こ
れ
は
今
の
と
こ
ろ
未
確
認
で
あ
る
。
切
石
建
築
３
号
のR

oom
2

 
   
  
一
階
部

分
か
ら
も
サ
ル
ら
し
き
も
の
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ツ
バ
メ
の
絵
が
描

か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳥
や
サ
フ
ラ
ン
と
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
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示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
猿
が
人
真
似
を
す
る
様
子
（
？
）
も
描
か
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
竪
琴
を
弾
い
て
い
る
姿
もR

oom
3

 
   
  
近
く
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
。
猿
が

神
格
や
権
力
者
に
仕
え
る
姿
は
、
太
陽
と
ヒ
ヒ
が
結
び
つ
い
て
い
る
エ
ジ
プ
ト
の

影
響
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
神
格
に
仕
え
る
も
の
、
ま

た
は
伝
達
者
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
Ｂ
区
画
、「
カ
モ

シ
カ
の
館
」Room

6

 
   
  
に
見
ら
れ
る
壁
画
に
は
リ
ア
ル
に
た
く
さ
ん
の
猿
が
描
か
れ

て
い
る
。
彼
ら
は
青
、
赤
そ
し
て
白
で
描
か
れ
、
彼
ら
の
上
部
に
は
青
、
赤
、
白

で
帯
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
牛
ま
た
は
犬
の
よ
う
な
動
物
の
頭
の
破
片

が
見
つ
か
っ
て
い
る
が
、
マ
リ
ナ
ト
ス
は
こ
れ
を
犬
と
見
立
て
、
こ
の
構
図
を
犬

に
追
わ
れ
る
猿
た
ち
と
考
え
た
。
現
在
で
は
追
わ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
猿
そ

の
も
の
が
持
つ
行
動
を
描
い
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
猿
は
そ
の
他
の
壁
画
で
も

水
辺
を
表
す
生
き
物
た
ち
と
一
緒
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
ク
ノ
ッ
ソ
ス
の

壁
画
と
類
似
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
こ
の
壁
画
の
猿
た
ち
の
下
に
は
小
川
の

よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

＊
４　

グ
リ
フ
ィ
ン
は
天
空
、
天
上
の
神
ア
ダ
ド
や
イ
シ
ュ
タ
ー
ル
の
乗
り
物
と
し
て

そ
の
姿
を
古
代
シ
リ
ア
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
に
現
わ
し
て
い
る
（H

.Frankfort,
 
             

1939

    
、H

.Zim
m

er,1964

 
     
 
        
）。
ア
ダ
ド
は
嵐
の
力
の
具
現
化
し
た
姿
で
あ
り
そ
の

手
に
は
雷
を
現
わ
す
鋤
ま
た
は
鍬
を
持
ち
グ
リ
フ
ィ
ン
が
牽
く
戦
車
の
手
綱
を
引

い
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
グ
リ
フ
ィ
ン
は
従
順
な
る
神
の
運
び
手
な
の
で
あ
る
か

と
い
え
ば
一
概
に
そ
う
と
も
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
獣
は
逆
に
こ
れ
ら
の

神
に
逆
ら
う
凶
暴
な
獣
と
し
て
も
そ
の
姿
を
現
わ
す
か
ら
で
あ
る
（J.B

lack

    
     

and
A

.G
reen,1995

     
   
          
）。
ギ
リ
シ
ア
神
話
で
は
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
スA

eschylus

 
        

（525/524~456B
.C

.

            
  
 
）
の
『
縛
ら
れ
た
プ
ロ
メ
ー
テ
ウ
ス
』
で
「
大
茴
香
」
に
火

を
隠
し
、
盗
み
出
し
た
罪
で
岩
に
縛
り
つ
け
ら
れ
た
プ
ロ
メ
ー
テ
ウ
ス
の
と
こ
ろ

に
オ
ー
ケ
ア
ノ
ス
が
様
子
を
う
か
が
い
に
や
っ
て
来
る
時
の
乗
り
物
が
グ
リ
フ
ィ

ン
ら
し
き
翼
を
持
つ
四
足
の
大
き
な
鳥
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
俊
敏
な
る
生
き
物

と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
大
鳥
は
プ
ロ
メ
ー
テ
ウ
ス
が
牝
牛
の
姿
に
変
え
ら

れ
た
イ
ー
オ
ー
に
多
く
の
試
練
が
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
場
面
に
登
場
し
た
グ
リ
フ

ィ
ン
（
グ
リ
ュ
ー
プ
ス
）
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
一
般
に
は
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
グ
リ
フ
ィ
ン
は
「
金
」
を
守
る
怪
物
と
し
て
も
登
場
す
る
。
ヘ
ロ
ド
ト
スH

ero-

 
    

dotus

     
（484~425B

.C
.

        
  
 
）
の
『
歴
史
』
で
は
金
の
採
取
の
話
し
が
紹
介
さ
れ
て
い
て
、

一
つ
目
の
ア
リ
マ
ス
ポ
イ
と
い
う
人
種
が
怪
鳥
グ
リ
ュ
ー
プ
ス
か
ら
奪
っ
て
く
る

の
だ
と
い
う
。
ま
た
イ
ッ
セ
ド
ネ
ス
人
の
向
こ
う
に
は
黄
金
を
守
る
怪
鳥
グ
リ
ュ

ー
プ
ス
の
群
れ
が
い
る
こ
と
に
も
ふ
れ
て
い
る
。（M

ayor.A
,1994

 
       
      
）

＊
５　

香
料
と
季
節
、
儀
式
の
関
係
は
ギ
リ
シ
ア
世
界
で
の
「
ア
ド
ニ
ス
祭
」（J.G

.

    
  

Frazer,1906

            
）
や
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
的
思
想
の
他
界
観
や
死

生
観
（F.C

um
on,1922

    
  
        
）、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
の
「
月
桂
樹
を
運
ぶ
儀

式
」（Photius,1967

             
、J.E

.H
arrison,1924

 
   
   
             
）
に
よ
く
似
た
光
景
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。（M

.D
etienne,1972

 
   
             
）
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