
復
元
…
大

O
K
y
h
N

し
てS
K
Yご

監
修
…
青

〉
肉
、
旬
、
ミ
も
ミ



ア
カ

デ
メ
イ
ア
と
は
何
か

古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
研
究
者
と
し
て
知
ら
れ
た
ジ
ョ

ン

・
バ
l

ネ
ッ
ト
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
こ
う
評
し
て
い

る
。

「
か
つ
て
こ
の
世
に
生
を
う
け
た
ひ
と
び
と
の
う
ち
も

っ

と
も
偉
大
な
人
物
」
：
：
：
そ
し
て
そ
の
理
由
と
し
て
、

「プ

ラ
ト
ン
が
、
わ
れ
わ
れ
の
文
化
に
お
け
る
す
べ
て
の
も
っ
と

も

善
き
も
の
も

っ
と
も

重
要
な
る
も
の
の
源
泉
で
あ
る
」
と

記
し
て
い
る

（
『プ
ラ
ト
ン
哲

学
』
出
隆
・
宮
崎
幸
三
訳
岩

波
書
店
）
。
プ
ラ
ト
ン
の
名
は
今
日
で
も
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、

プ
ラ
ト
ン

F回
の
品
目
白
＼
お
ア
ム
怠
＼2
1

ル
1

フ
ル
美
術
館
蔵
写
真
／
世
界
文
化
フ
ォ
ト

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
大
哲
学
者
，
ソ
ウ
ラ
テ
ス
の
彫
響

の
も
と
L

「
哲
学
」
を
学
問
と
し
て
大
成
し
た
ョ

イ
デ
ア
論
を

根
本
と
す
る
理
想
主
義
哲
学
は
、
弟
子
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
経

験
主
発
現
実
主
義
の
哲
学
と
並
び
、
西
洋
哲
学
思
想
史
の
伝

統
を
二
分
し
、
は
か
り
し
れ
ぬ
影
響
と
刺
激
を
与
え
て
い
る

絶
え
ず
、
国
政
の
混
乱
を
背
景
に
、

有
能
な
政
治
家
や
立
法

家
の
育
成
は
急
務
の
こ
と
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

知
の
殿
堂
と
し
て
の
ア
カ
デ
メ
イ
ア
は
、
創
設
時
か
ら
有

名
な
哲
品

の
学
校
と
し
て
、
ア
テ
ナ
イ
以
外
の
都
市
国
家
や

外
国
か
ら
も
多
く
の
学
生
が
や
っ
て
き
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
そ
の
ひ
と
り
で

七
歳
の
と
き
に

ギ
リ
シ
ア
北
方
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
か
ら
き
て
、

以
後
二
O
年
に

わ
た
り
ア
カ
デ
メ
イ
ア
で
学
び
、
研
究
に
励
み
、
そ
し
て
教

え
た
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
や
が
て
若
き
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ

ス
王
子

（の
ち
の
大
王
）
の
家
庭
教
師
を
勤
め
た
あ
と
、

テ
ナ
イ
に

戻
っ
て
別
の
場
所

（
リ
ュ
ケ
イ
オ
ン
）に
自
分
の

学
校
を
開
い
て
い
る

。

一
方
、
学
校
運
営
に
関
し
て
も

、

ア
カ
デ
メ
イ
ア
は
際
立

っ
た
特
徴
を
も
っ
て
い
た
。

授
業
料
に
相
当
す
る
も
の
を

学
生
か
ら
徴
収
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン

の
師
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、

い
っ
さ
い
の
金
銭
を
求
め
な
か
っ
た

」
と
に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
る
。

プ
ラ
ト
ン
は
ア
テ
ナ
イ
の

名
家
の
出
身
だ
が
、
彼
の
遺
言
書
な
ど
か
ら
判
断
す
る
と
、

学
校
を
経
営
す
る
ほ
ど
の
経
済
力
は
な
か
っ
た

と

思
わ
れ

る
。

学
校
の
運
営
資
金
は
、

シ
ケ
リ
ア
（
シ
シ
リi
）
の
シ
ユ

ラ
ク
サ
イ
の
実
力
者
デ
イ
オ
ン
の
よ

う
な
支
援
者
や

、

ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
歴

ア
カ
デ
メ
イ
ア
と
は
、

元
来
は
ア
テ
ナ
イ
の
デ
ィ
ピ
ュ

ロ

ン
門
か
ら
北
西
へ
約

五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
に
あ

る
、

英
雄

ア
カ
デ
モ
ス
に
ち
な
ん
で
名
づ
け
ら
れ
た
土
地
の
名
称
で
あ

っ
た
。
こ
の
地
が
歴
史
に
登
場
す
る
の
は
紀
元
前
六
世
紀
後

半
の
こ
と
で

、

ア
テ
ナ
イ
の
僧
主
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ

ト
ス
の
子

ヒ

ッ

パ
ル
コ
ス
が
ギ
ム
ナ
シ
オ
ン

（
公
共
体
育
場
）を
建
設

し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

当
初
の
ア
カ
デ
メ
イ
ア
は
荒
涼

と
し

た
地
で
あ
っ

た
が
、

前
四
六
ノ
年
に
ア
テ
ナ
イ
海
軍
の
海
将
キ
モ

ン
が
ペ
ル
シ
ア

海
軍
を
打
ち
破
っ
た
お
り
、
そ
の
戦
利
品
を

元
手
に
大
規
模

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
並
ん
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
雄
と

し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
根
幹
と
さ
れ

る
イ
デ
ア
論
や
哲
人
王
政
治
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
知
識
を

も
っ
て
い
る
者
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の

一
方
で
、
プ
ラ
ト
ン
が
み
ず
か
ら
の
思
索
と

若
者
た
ち
の
教
育
の
場
と
し
て
、
ア
テ
ナ
イ
（ア
テ
ネ

）郊
外

に
紀
元
前
回
世
紀
に
創
設
し
た
学
校
に
つ
い
て
は
、
意
外
な

ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
学
校
こ
そ
ア
カ
デ
メ
イ
ア
と

ナ
イ
の
富
裕
な
市
民
層
か
ら
の
寄
付
な
ど
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

一
説
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト

ン
自
身
も
果
樹
園
を
経
営
し
、
オ
リ
ー

ブ
貿
易
に
も
か
か
わ

っ
て
い
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る

。

ま
た
、

女
性
の
地
位
が
低
か
っ

た
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
い

て
、
プ
ラ
ト
ン
は
女
性
の
知
的
活
動
や
肉
体
の
鍛
錬
を
積
極

的
に
支
援
し

、

学
校
を
開
放
し
た
。

プ
ラ
ト
ン
の
時
代
、
こ

れ
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
り
、
学
内
に
は
少
な
く
と
も
ふ
た

り
の
女
学
生
が
学
ん
で
い
た
。

ア

ア
カ
デ
メ
イ
ア
に
関
す
る
こ
う
し
た
断
片
的
な
歴
史
や
エ

ピ
ソ
l

ド
か
ら
も
、

こ
の
学
校
が
学
術
研
究
や
教
育
機
関
と

し
て
高
名
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く

、

国
家
経
営
や
立
法
に
か

か
わ
る
実
務
的
な
人
材
の
育
成
と
い
う
社
会
的
役
割
を
果
た

し
て
い
た
こ
と
、

ま
た
市
民
層
に
も
支
持
さ
れ
た
自
由
で
開

明
的
な
雰
囲
気
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

。

そ
の
背
景
と
し
て
、

ア
テ
ナ
イ
の
歴
史
風
土
に
つ
い
て
も

少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。

ア
テ
ナ
イ

が
ギ
リ
シ
ア
世
界
の
中

心
的
な
都
市
国
家

（
ポリ

ス
）

ラ
ウ
リ

と
な
り
え
た
の

は
、

オ
ン
山
の
銀
と
ヒ
ュ
メ
ト

ス
山
の
大
理
石
と
い
う
鉱
物
資
源

に
加
え
、
外
港
ピ
レ

ウ
ス

を
通
じ
て
の
海

（
ピ
レ
エフ
ス
）

ア
テ

運
・

交
易
活
動
に
よ

る
富
の
蓄
積
に
あ
っ
た
。

と

り
わ

け
ピ

史
と
立
地

な
濯
瓶
・

緑
化
事
業
が
お
こ
な
わ

れ
た
。

そ
の
結
果
、
ソ

ク

ラ
テ

ス
や
プ
ラ
ト
ン

の
時
代
に
は
、

オ
リ
ー
ブ
や
ポ
プ
ラ
、

ス
ズ
カ
ケ

、

ニ
レ
な
ど
の
豊
か
に
繁
る

森
の
な
か
を
散
策
路

が
め
ぐ
り
、
そ
の
美
し
さ
は

ソ
ポ
ク
レ
ス

や
ア
リ
ス
ト

パ
ネ

ス
ら
の
詩
歌
や
劇
に
も

歌
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
。

森
に
は

プ
ロ
メ
テ
ウ

ス
、
ム
ゥ

サ

（
ミュ
ー

ズ
）、

ヘ
ル
メ
ス
、
ア

テ
ナ
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
と

い
っ
た
神
々

の
像
が
杷
ら
れ
、
ア
テ

ナ
イ
の
重
要
な
行
事
で
あ
る
聖
燭
（
松
明
）
競
争
が
お
こ
な

わ
れ
る
神
苑
と

な
っ

て
い
た

の
で
あ
る
。

そ
の
広
さ
は

、

お

よ
そ
四

五
0
メ
ー
ト

ル
×
三
0
0
メ
ー
ト

ル
程
度
の
、
方
形

呼
ば
れ
、
体
系
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
し
た
が
っ
て
高
度
な

教
育
活
動
を
お
こ
な
う
最
初
期
の学
校
で
あ
り
、
西
洋
に
お

け
る
大
学
の
噛
矢
と
も
い
わ
れ
て
い
る。
そ
こ
は
ま
た
、
バ

l

ネ
ッ
ト
の
い
う
「
す
べ
て
の
も
っ
と
も

善
き
も
の
、
も

っ

と
も
重
要
な
る
も
の
の
源
泉
」
と
な
っ
た
か

場
。
で
も
あ
っ
た
。

今
日
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
術
・
芸
術
分
野
の
組
織
に
名
付
け
ら

れ
る
ア
カ
デ
ミ
ー

（学
会
・
学
園
）
の
名
称
も
、
こ
こ
に
始

ま
る
。

明
治
以
降
、
西
洋
の
哲
学
や
科
学
を
積
極
的
に
導
入

し
た
日
本
に
と
っ

て
も
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア
は
い
わ
ば
遥
か
な

る
精
神
的
故
郷
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
な
の
で
あ
る

。

で
は
ア
カ
デ
メ
イ
ア
と
は
、
ど
の
よ
う
な
学
校
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

プ
ラ
ト
ン
は
そ
の

生
涯
に
、

『ソ
ク
ラ
テ
ス
の

弁
明
」
を
は
じ
め
、

『饗
宴
」
「国
家
』
『法
律
』
な
ど
数
多

く
の
著
作
を
残
し
た
が
、
み
ず
か
ら
の
学
校
に
つ
い
て
は
残

念
な
が
ら
一
言
も
記
し
て
い
な
い
。

し
か
し
ギ
リ
シ
ア
・
ロ

ー
マ
時
代
の
歴
史
家
や
伝
記
作
家
な
ど
の
残
し
た
記
述
か

ら
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
性
格
の

一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と

は
で
き
る
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
学
校
が
当
初
か

ら

高
度
な
人
間
教
育
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

プ

ラ
ト
ン
の
い
う

哲
学
と
は
、
狭
義
の
哲
学
の
ほ
か
に
、
数

学
・
幾
何
学
・
自

然
学
（
天
文
・
生
物
）
・

音
楽
な
ど
、
真

理
を
究
め
る
広
範
囲
の
学
問
を
包
括
し
て
い
た
。

そ
の
た
め

教
師
陣
に
は
プ
ラ
ト
ン
自
身
の
ほ
か
、

立
体
幾
何
学
の
創
始

者
テ
ア
イ
テ
ト
ス

や
、
理
論
天
文
学
の
第

一
人
者
エ
ウ
ド
ク

流
の
人
物
が
協
力
し
て
い
た
と
も
い

4 

ソ

ス
と
い

っ
た
当
代

わ
れ
て
い
る
。

プ
ラ
ト
ン

の
理
想
と
し
た
哲
人
王
政
治
は
、
こ
う

し
た

総

合
知
と
し

て
の
哲
学
を
究
め
た

者
に
よ
る

国
家
運
営
を
指
し

て
い
る
。

実
際
に
ア
カ

デ
メ
イ

ア
か
ら

は
、
周
辺
の
都
市
国

家
の
求
め
に
応
じ
て
政
治
や
立
法

、

軍
事
に
か
か
わ
る

人
材

が
多
数
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

当
時
の
ギ
リ
シ

ア
世
界
は
、
ァ

テ
ナ
イ
と

ス
パ
ル
タ

に
代
表
さ
れ
る

都
市
国
家
聞

の
戦
争
が

レ

ウ
ス
港
の
役
割
は
大
き
く
、

ア
テ
ナ
イ
は
市
の
中

心
か
ら

八
キ
ロ
離
れ
た
港
ま

で
の
道
路
を
確
保
す
る
た
め
に
城
壁
を

築
い
て
さ
え
い
る

。

こ
の
港
を
軸
に
強
大
な
海
軍
力
を

養
成

す
る
こ
と
に

よ
り
、

ア
テ
ナ
イ
は

ベ
ル
シ
ア
の
侵
攻
を
も

防

ぎ
繁
栄
を
誇
っ
た
の
で
あ
る
。

プ
ラ
ト

ン
の
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
で
は
、

ア
テ
ナ
イ

を
中

心

と
し
た
デ
ロ

ス
同
盟
と
、

ス
パ
ル
タ
を
軸
と
し

た
ベ
ロ
ポ
ネ

ソ
ス
同
盟
軍
と
の

こ
七
年
間
に
も
わ
た
る
戦
争
が
続
い
て
い

た
。

ア
テ
ナ
イ
は
こ
の
戦
争
に
敗

北
し
た
が
、

そ
の
後
も
ギ

リ

シ
ア
で
は
都
市
国
家
間
の
紛
争
が
続
発
し

て
い
た
。

プ
ラ

ト

ン
は
こ
う
し
た
混
乱
の
時

代
に
生
ま
れ
育
ち
、
そ
し

て
学

校
を
創
設
し

た
こ

と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
だ
ろ

、
っ
。ア

テ
ナ
イ
は

す
で
に
か
つ
て
の
栄
光
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た

が
、
そ
れ
で
も
富
裕
な
商
人
層
を
中
心
と
し
た

経
済
力
と

、

市
民
層
の
活
発
な
知
へ
の
好
奇
心

、

そ
し

て
数
多
の
矛
盾
を

抱
え
な
が
ら
も
民
主
政
治
を

継
続
す
る
自
由

な
精
神
風
土
は

な
お
健
在
で
あ
っ
た
。

5 

そ
れ
ら

が
相
ま

っ
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う

な
思
索
家
を

育

て
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア

の
校
風
の
土
壌
と

も

な
っ

て
い
た
と
想

像
さ

れ
る
。

の
土
地
で
あ
っ
た
。

プ
ラ
ト

ン

が
な
ぜ
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
地
に
学
校
を
聞
い
た

の
か
は
明

確
で
は
な

い
が
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
ギ

ム
ナ
シ
オ
ン
の

存
在
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

プ
ラ
ト
ン

の
青
年
時
代
、
民
主
政
体
の
敷
か
れ
た
ア
テ
ナ
イ
で
は

選
挙

や
法
廷
論
争
に
必
要
と
さ
れ
る

弁
論
術
が
重
視
さ
れ

、

そ
の

伝
授
を
す
る
ソ
フ
ィ

ス
ト

（職
業
的
教
師
）
た
ち
が
盛
ん
に

活
動
し
て
い
た
。

ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
に
は

若
者
た
ち
が
集
ま
る

こ
と
か
ら
、

ソ
フ

ィ
ス

ト
の
中
心
的
な
活
動
の
場
と
な

っ
て

、
a

’
－
n
u

i
v
ふ
人



プ
ラ
ト
ン
が
師
と
仰
い
だ
ソ
ク
ラ
テ
ス
も
ま
た
、
ギ
ム
ナ

シ
オ
ン
を
し
ば
し
ば
訪
れ
、
そ
こ
で
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
の
論

弁
を
暴
き
、
真
理
を
追
及
す
る
た
め
の
哲
学
的
対
話
を
若
者

た
ち
と
交
わ
し
た
。

さ
－時
の
ア
テ
ナ
イ
に
は
ア
カ
デ
メ
イ
ア
、
リ
ュ
ケ
イ
オ
ン
、

キ
ユ
ノ
ザ
ル
ゲ
ス
と
い
う

三
つ
の
ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
が
あ
っ
た

が
、
こ
う
し
た
場
所
こ
そ
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
も
親
し
み
の

あ
る
、
哲
学
の
場
だ
っ
た
の
で
あ
る

。

プ
ラ
ト
ン
の

学
校
創
設
の
契
機
に
つ
い
て
は
、
デ
ィ
オ
ゲ

ネ
ス
の

『プ
ラ
ト
ン
伝
」
や
プ
ル
ウ
タ
ル
コ
ス
の

『英
雄
伝
」

が
、
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝
え
て
い
る。
プ
ラ
ト
ン
は

若
い
頃
に
政
治
家

を
志
し
た
が
、
ギ
リ
シ
ア
随

一
の
賢
人
と

い
わ
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
神
へ
の
不
敬
を
理
由
に
刑
死
し
た

時
期
（
前
三
九
九
年
）
を
境
に
、
現
実
の
政
治
へ
の
参
加
か

ら
は
距
離
を
お
く
よ
う
に
な
っ
た

。

ソ
ク
ラ
テ
ス
を
死
に
追

い
や
っ
た
、
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
状
況
に
失
望
し
た
と
も
い
わ

れ
て
い
る
。

前
三
一八
七
年
、
四
O
歳
に
な
っ
た
プ
ラ
ト
ン
は
イ
タ
リ
ア

・

シ
ケ
リ
ア
へ
の
旅
行

を
お
こ
な
う
。

そ
の
お
り
シ
ュ
ラ
ク

サ
イ
の
借
主
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス

一
世
と
会
見
し
た
も
の

「
ア
カ
デ
メ
イ
ア
」

の
、
激
し
く
意
見
が
対
立
し
た
。

当
時
プ
ラ
ト

ン

は
す
で
に

哲
人
王
政
治
の
考
え
方
を
も

っ
て
お
り
、
そ
れ
が
独
裁
者
で

あ
る
借
主
の
怒
り
を
か
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。

プ
ラ
ト
ン
は
倦
主
に
よ
っ
て
奴
隷
と
し
て
売
ら
れ
る
破
目

に
陥
っ
た
が
、
そ
れ
を
知
っ
た
キ
ユ
レ
ネ
人
の
ア
ン
ニ
ケ
リ

ス
が
買
い
取
り
、
ア
テ
ナ
イ
の
友
人
た
ち
の
も
と
へ
と
送
り

届
け
た
。

友
人
た
ち
は
さ
っ
そ
く
返
礼
の
銀
貨
を
送
っ
た
が
、

ア
ン
ニ
ケ
リ
ス
は
受
け
取
ら
ず
、
か
わ
り
に
プ
ラ
ト
ン
の
た

め
に
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
地
に
小
園
を
購
入
し
た。
ま
も
な
く

プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
小
園
に
私
邸
を
建
て
、
暮
ら
し
始
め
た
の

で
あ
る
。

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る

学
校
創
設
の
時

期
を
旅
行
直
後
の
前
三
八
七
年
頃
と
す
る
、
現
在
の
定
説
の

根
拠
と
も
な
っ
て
い
る
。

と
同
時
に

当
時
の
哲
学
と
い
う
も

の
が
、
い
か
に
政
治
や
国
家
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
真
塾
な

実
学
で
あ
っ
た
か
を
、
現
代
の
私
た
ち
に
も
教
え
て
く
れ
る
。

プ
ラ
ト
ン
が
学
校
設
立
の
意
図
を
い
つ
抱
い
た
の
か
は
不
明

だ
が
、
こ
の
旅
行
時
の
体
験
を
通
じ
て
、
国
家
づ
く
り
の
基

盤
と
な
る
べ
き
哲
学
教
育
の
必
要
性
を
確
信
し
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

の
想
定
復
元

①
建
物
の
構
成

プ
ラ
ト
ン
の
創
設
し
た
学
校
ア
カ
デ
メ
イ
ア
に
は
、
ど
の

よ
う
な
建
物
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う

に
、
後
世
の
人
々
の
記
述
か
ら
ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
と
プ
ラ
ト
ン

の
私
邸
が
あ
っ
た
こ
と
は
判
明
し
て
い
る。
し
か
し
、
お
そ

ら
く
は
教
師
と
学
生
で
数
十
人
は
在
籍
し
て
い
た
で
あ
ろ
う

学
校
が
、
そ
れ
だ
け
で
運
営
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

体
系
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
基
づ
き
、さ
ま
ざ
ま
な
学
科
を

日
常
的
に
教
え
、
学
ぶ
に
は
、

や
は
り
相
応
の
規
模
を
も
っ

施
設
が
必
要
と
な
る
。

そ
こ
で
私
た
ち
は
、

ア
カ
デ
メ
イ
ア
に
ふ
さ
わ
し
い
学
校

施
設
と
し
て
、
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
建
築
に
み
ら
れ
る
ス
ト
ア

（
列柱
廊
）
と
エ
ペ
l

ベ
イ
オ
ン

（
講
堂
）を
想
定
し
た
。

ス
ト
ア
は
、
ギ
リ
シ
ア
建
築
に
お
い
て
は
神
殿
に
次
ぐ
重

要
な
公
共
建
築
物
で
あ
る
。

多
目
的
施
設
だ
が
、

の
ち
に
ス

ト
ア

学
派
と
呼
ば
れ
る
哲
学
の
一
派
が
出
た
こ
と
か
ら
も
分

か
る
よ
、
つ
に
、
人
々
が
集
ま
り
議
論
に
花
を
咲
か
せ
た。
詩

の
朗
読
や
演
説
の
ほ
か
、
商
取
引
な
ど
も
お
こ
な
わ
れ
た
こ

と
か
ら
、

る
。

現
代
の
ス
ト
ア

（
商
店
）の
語
源
と
も
な
っ
て
い

も
う
ひ
と
つ
の
エ
ベ
l

ベ
イ
オ
ン
は
、
現
代
の
大
学
な
ど
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こ
う
し
て
創
設
さ
れ
た
プ
ラ
ト
ン
の
学
校
が
、は
た
し
て

ど
の
よ
う
な
環
境
に
あ
っ
た
の
か
、
と
り
わ
け
そ
の
建
築
的

側
面
に
つ
い
て
私
た
ち
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
l

ム
は
興
味
を
抱

、a

’一
－
ハν

、ν

ふ
人

そ
し
て
西
洋
型
知
性
の
源
泉
と
も
い
え
る
ア
カ
デ
メ

イ
ア
の
姿
を
、

誌
上
に
再
現
し
て
み
た
い
と
考
え
た
。

プ
ラ

ト
ン
が
教
え
、
若
き
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
学
ん
だ
学
校
の
、

生
き
生
き
と
し
た
日
常
の
姿
に
、
建
築
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー

チ

す
る
試
み
で
あ
る
。

し
か
し
、

実
際
に
復
元
の
た
め
の
資
料
調
査
に
あ
た
っ
て

み
る
と
、

ア
カ
デ
メ
イ
ア
に
関
す
る
建
築
資
料
は
き
わ
め
て

乏
し
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

九
O
O
年
も
続
い
た
学
校
と
は

ぃ
、
ぇ
、そ
の
創
設
期
は
日
本
で
い
え
ば
縄
文
時
代
末
期
か
ら

弥
生
時
代
に
相
当
す
る
太
古
で
あ
る
。

し
か
も
ア
カ
デ
メ
イ

ア
は
、

パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
な
ど
の
観
光
名
所
と
は
異
な
り
、

残
存
す
る
建
物
は
な
く
、
近
年
に
な
っ
て
発
掘
調
査
が
お
こ

な
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。

そ
こ
で
私
た
ち
は
、

東
京
大
学
の

青
柳
正
規
教
授
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
紀
元
前
四
世
紀
に
お

け
る
ギ
リ
シ
ア
建
築
の
プ
ラ
ン
を
基
礎
と
し
、か
つ
プ
ラ
ト

7 

ン
の
学
校
に
ふ
さ
わ
し
い
建
築
環
境
を
推
察
し
つ
つ
、ア
カ

デ
メ
イ
ア
の
想
定
復
元
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
し
た。

に
も
み
ら
れ
る
階
段
教
室
に
通
じ
る
形
式
の
講
堂
で
あ
る
。

当
時
の
講
義
の
方
式
は
教
師
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、
プ

ラ
ト
ン
は
い
わ
ゆ
る
講
義
方
式
は
と
ら
ず
、
学
生
に
質
問
を

投
げ
か
け
、
そ
の
答
に
ま
た
質
問
を
お
こ
な
う
ソ
ク
ラ
テ
ス

風
の
問
答
形
式
で
お
こ
な
っ
た
。

ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

あ
ら
か
じ
め
自
分
の
授
業
内
容
を
記
し
た
テ
キ
ス
ト
を
学
生

た
ち
に
配
布
し
た
う
え
で
、
講
義
を
お
こ
な
っ
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。

と
き
に
は
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
の
対
話
に
よ
る
講
義
も

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
多
く
の
学
生
を
対
象

と
し
て
日
常
的
に
講
義
を
お
こ
な
う
に
は

小
規
模
な
が
ら

も

専
用
施
設
が
あ
っ
た
も
の
と
推
定
し
た
。



②
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
建
築

－
ス
ト
ア

h
Nも
ね

（
列
柱
廊
）

ス
ト
ア
は
紀
元
前
五
世
紀
頃
に
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
国

家
の
中
心
ア
ゴ
ラ
（
広
場
）
に
お
け
る
重
要
な
建
築
物
の
ひ

と
つ
と
な
っ
て
い
た

。

き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
な
長
方
形
の
平

面
形
状
を
も
ち
、
片
側
は
壁
も
し
く
は
壁
に
固
ま
れ
た
小
部

屋
が
並
び
、
反
対
側
は
列
柱
と
い
う
開
放
的
な
柱
廊
で
あ
る
。

夏
の
強
い
陽
射
し
ゃ
風
雨
を
さ
え
ぎ
り
快
適
な
空
間
を
生
み

出
す
、
ギ
リ
シ
ア
の
気
候
に
適
し
た
建
物
で
も
あ
る
。

後
世
に
な
る
と
巨
大
化
し
、
ア
テ
ナ
イ
の
ア
ッ
タ
ロ
ス
の

ス
ト
ア
（
前
一
三
五
年
頃
）
の
よ
う
な

長
さ
約
一
一
一
一メ
ー

ト

ル
で
二
階
建
て
の
も
の
、
さ
ら
に
は
小
ア
ジ

ア
の
ペ
ル
ガ

モ
ン
で
は
長
さ
約

二
四
六
メ
ー
ト
ル
も
の
両
面
列
柱
の
ス
ト

ア
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

。

ア
カ
デ
メ
イ
ア
に
ス
ト
ア
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
、
現

時
点
で
は
明
確
で
は
な
い
。

し
か
し
、
ス
ト
ア
は
当
時
す
で

に
ギ
リ
シ
ア
で
は
人
々
が
集
ま
る
重
要
な

施
設
で
あ
り
、
講

義
や
対
話
な
ど
の
さ
い
に
も
快
適
な
空
間
を
提
供し
て
く
れ

る
。

そ
こ
に
設
置
き
れ
た
小
部
屋
は
、
教
師
た
ち
の
研
究
室

や
学
生
た
ち
の
勉
学
室
と
し
て
も
適
し
て
い
る。

こ
れ
ら
の

こ
と
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
地
に
は
ス
ト

ア
が
存
在
し
た
も
の
と
想
定
し
た
。

ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
ス
ト
ア
は
、
郊
外
と
い
う
立
地
を
考
え

る
と
大
規
模
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る

。

そ
こ

で
今
回
の
復
元
で
は
長
さ
約

一
一0
メ
ー
ト

ル
、

奥
行
約

八
・
五
メ
ー
ト

ル
規
模
で

、

列
柱
は
．

一
本
、
反
対
側
に
は

五
つ
の
小
部
屋
を
も
っ
構
成
と
し
た
。

た
だ
し
、
ギ
リ
シ
ア

建
築
に
お
け
る
ス
ト

ア
の
重
要
性
か
ら
判
断
し
、
小
規
模
と

は
い
え
細
部
の
様
式
な
ど
に
は
公
共
建
築
物
と
し
て
の
格
式

の
高
さ
を
踏
ま
え
て
復
元
し
た
。

ギ
リ
シ
ア
建
築
の
様
式
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
特
徴
的
な

部
分
の
ひ
と
つ
が
円
柱
で
あ
る
D

歴
史
的
に
み
る
と
、
ド
ー

リ
ス
式
、
イ
オ
ニ
ア
式
、
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前
述
し
た
よ
う
に
紀
元
前
六
世
紀
後
半
か
ら
、
こ
の
地
に

は
ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
て
い
る
。

肉
体
の

鍛
錬
や
各
種
の
競
技
を
楽
し
む
た
め
に
多
く
の
若
者
が
集
う

場
所
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
の

学
校
は
こ
の
ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
を

利
用
す
る
形
で
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る

。

一
般
に
ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
は
、
槍
投
げ
や
円
盤
投
げ
な
ど
の

照
外
競
技
の
た
め
の
空
間

（運
動
場
）
と
、
レ
ス
リ
ン
グ
や

ボ
ク
シ
ン
グ
な
ど
の
室
内
競
技
肘
の
空
間

（部
屋
）、
そ
し

て
浴
室
や
塗
油
室
と
い

っ
た
付
属
施
設
か
ら
な
る
総
合
体
育

坊
を
意
味
し
て
い
る
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
こ
の
ほ
か
に
、

室
内
競
技
を
中
心
と
し
た
体
育
施
設
を
パ
ラ
イ
ス
ト
ラ
と
呼

ん
で
い
る
。

ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
が
、
ど
の
程
度
の
規
模

と
設
備
を
有
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る

。

ア
テ
ナ
イ
の

二

大
ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
以
上
、
相
応
の
規
模

カ
デ
メ
イ
ア
の
ス
ト
ア
の
列
柱
に
つ
い
て
は
ドl
リ
ス
式
を

採
用
し
た
。

ド

l

リ
ス
式
は
装
飾
こ
そ
少
な
い
が
力
強
い
様

式
で
、

基
壇
の
上
に
礎
盤
を
置
か
ず
に
円
柱
を
積
み
上
げ
、

柱
頭

（キ
ャ
ピ
タ
ル
）
部
分
は
エ
キ
ヌ
ス
と
い
う
椀
状
の
石

の
上
に
ア
パ
ク
ス
と
い
う
方
形
の
石
板
を
載
せ
て
梁
を
支
え

て
い
る
。

円
柱
に
は
幅
の
広
い
縦
溝
が
掘
ら
れ
、初
期
に
は

強
い
エ
ン
タ
シ
ス

（ふ
く
ら
み
）
が
み
ら
れ
る
が
、
プ
ラ
ト

ン
の
時
代
に
は
か
な
り
す
っ
き
り
と
し
た
形
に
な
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。

柱
・
壁
と
も
に
、
石
造
（
大
理
石
造
）
と
し
、

梁
や
小
屋
組
み
に
つ
い
て
は
木
造
と
し
た。

屋
根
は
切
妻
形
式
と
し
、

屋
根
瓦
は
平
瓦
と
丸
瓦
を
組
み

合
わ
せ
た
も
の
と
し
た

。

ギ
リ
シ
ア
で
は

般
的
な
形
式
で
、

瓦
は
素
焼
き
の
赤
褐
色
を

呈
し
て
い
る
。

瓦
の
形
式
に
も
、

装
飾
の
施
さ
れ
た
ラ
コ
ニ
ア
式
、
シ
ン
プ
ル
な
シ
テ
リ
ア
式
、

丸
瓦
で
は
な
く
三
角
形
の
瓦
を
組
み
合
わ
せ
た
コ
リ
ン
ト
式

な
ど
が
あ
る
。

今
回
は
建
築
的
な
バ
ラ
ン
ス
か
ら
判
断
し
て
、

比
較
的
シ
ン
プ
ル
な
シ
テ
リ
ア
式
、
コ
リ
ン
ト
式
の
う
ち
か

ら
シ
テ

リ
ア
式
を
採
用
し
た
。

屋
根
の
端
部
に
は

、

ラ
イ
オ

ン
の
頭
の
形
を
し
た
装
飾
を
も
っ
軒
樋
が
す
え
ら
れ
て
い

る
。

屋
根
を
流
れ
た
雨
水
は
、
こ
の
ラ
イ
オ
ン
の
口
か
ら
排

水
さ
れ
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る。

ス
ト
ア
の
基
礎
部
分
は
、
ス
テ
ュ
ロ
パ
チ
ス
と
呼
ば
れ
る

三
段
ほ
ど
の
基
壇
と
な
っ
て
い
る
の
が
常
で
あ
る。

今
回
も
、

そ
れ
を
踏
襲
し
た
。
一
方
、
ギ
リ

シ
ア
建
築
の
華
と
も
い
え

る
彫
刻
装
飾
だ
が
、
建
物
の
発
掘
調
査
が
進
ん
で
い
な
い
現

段
階
で
は
判
断
が
困
難
で
あ
る

。

神
殿
建
築
の
場
合
に
は
、

妻
側
の

一

角
破
風
に
も
荘
厳
な
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
る
の
が

一
般
的
だ
が
、
ス
ト
ア
で
は
そ
う
し
た
装
飾
は
考
え
に
く
い。

ア

と
く
に
郊
外
の

小
規
模
な
ス
ト
ア

で
あ
る
こ
と
も
考
慮
し

、

メ
ト

1

プ

（本
来
の
梁
の
上
の
装
飾
的
な
梁
）
へ
の
標
準
的

な
装
飾
に
と
ど
め
た
。

森
の
な
か
の
こ
の
シ
ン
プ
ル
な
ス
ト
ア
に
集
い
、
陽
射
し

を
さ
け
た
ひ
ん
や
り
と
し
た
空
間
で
プ
ラ
ト
ン
が
学
生
た
ち

を
相
手
に
静
か
に
語
る
と
き
、
大
理
石
の
壁
や
床
は
深
遠
な

響
き
を
伝
え
た
こ
と
だ
ろ
う

。

は
備
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
で
は
浴
室
な
ど

で
大
量
の
水
を
使
用
す
る
関
係
か
ら
、
河
川
の
近
く
に
建
設

さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
オ
リ
ン
ピ
ア
の
ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
の
よ

う
に
氾
瀧
な
ど
で
消
失
す
る
例
も
あ
っ
た
。

今
回
の
復
元
作
業
で
は

、

紀
元
前
三
世
紀
頃
の
も
の
と
さ

れ
る
ギ
ム
ナ
シ
オ
ン

（図
1

）
の
一千
面
岡
を
参
照
と
し
た
。

建
物
の
構
成
は
、
巾
央
に
凶
四

・

四
メ
ー
ト
ル
×
四
四

・
四

メ
ー
ト
ル
規
模
の
正
方
形
の
空
地

（屋
外
運
動
場
）
を
も
ち
、

そ
の
周
囲
を
柱
廊
が
取
り
囲
み
、
そ
の
外
側
に
屋
内
施
設
と

し
て
の
部
屋
を
配
置
し
た
。

各
部
屋
の
用
途
は
、
レ
ス
リ
ン
グ

室
、
塗
油
宅
、
浴
室
、
蒸
気
浴
宅

（サ
ウ
ナ
）
な
ど
で
あ
る
。

ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
は
、
オ
リ
ン
ピ
ア
祭

（オ
リ
ン
ピ

ッ

ク
の
原
型

）
が
お
こ
な
わ
れ
る
オ
リ
ン
ピ
ア

の
施
設
な
ど
と
は
異
な
り
、
ア
テ
ナ
イ
の
郊
外
に
あ
っ

て
若

者
た
ち
の
日
常
的
な
鍛
錬
の
場
所
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

そ
れ
だ
け
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に
比
し
て
、
い
く

ら
か
簡
素
な
姿
を
想
定
し
、
壁
は
単
純
な
石
積
み
と
し
、
明

り
取
り
の
開
U
部
を
部
分
的
に
設
置
す
る
程
度
と
し
た
。

アカデメイア跡からアク ロポリスを望む

' ［~：·＂··.：·.，·：ロf

柱円の
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屋
根
部
に
つ
い
て
は

、
ほ
か

の
建
物
と
同
様
に
木
造
の
小

屋
組
み
に
瓦
葺
き
と
し
た
。

規
模
の
大
き
な
建

物
だ
け
に
、

屋
根
形
状
も
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
ら
れ
る
が

、

平
面
形
状
と
比

較
し
つ
つ
、
建
築
的
に
も
っ
と
も
シ
ン
プ
ル
で
合
理
的

と
思

わ
れ
る
形
を
採
用
し
た

。

ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
の
屋
内
施
設
の
な
か
に
、
エ
ク
セ
ド
ラ
と

呼
ば
れ
る
部
尾
が
い
く
つ
か
あ
る
。

こ
の
部
屋
は
本
来
、
若

者
た
ち
が
競
技
や
練
習
の
あ
い
ま
に
休
憩
・

談
論
す
る
場
所

と
さ
れ
て
い
る
。

か
つ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
と
い
っ
た
哲
学
者
た
ち

は
ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
を
訪
れ
る
と
、
エ
ク
セ
ド
ラ
で
若
者
た
ち

と
対
話
を
お
こ
な
っ
た
。

そ
れ
だ
け
に
プ
ラ
ト
ン
の
学
校
が

ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
を
基
軸
に
ス
タ

ー
ト
し

た
と
き
、

エ
ク
セ
ド

ラ
は
そ
の
枢
要
な
空
間
と
な

っ
た
で
あ
ろ
う
。

ア
カ
デ
メ
イ

ア
の
第
四
代
学
頭
ポ
レ
モ

ン
の
時
代
、
ム
ゥ
サ
の
社
殿
（
ム

ウ
セ
イ
オ
ン

）
と
エ
ク
セ
ド
ラ
の
近
く
に
、
学
生
た
ち
が
小

屋
を
作
っ

て
住
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

エ
ク
セ
ド
ラ

が
、
重
要
な
学
問
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る。
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－
プ
ラ
ト

ン
私
邸

、
～
ぬN
m
w
J町
内
も
ど
旬
、

プ
ラ
ト
ン
の
学
校
が
ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
や
ス
ト
ア
と
い
っ
た

公
共
施
設
を
利
用
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
な
か
で
、
歴
史
的
に

判
明
し
て
い
る
唯

一
の
固
有
施
設
と
い
え
る
建
物
が
私
邸
で

あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
が
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
神
苑
近
く
に
私
邸
を

建
て
た
時
期
を
、
学
校
の
創
設
期
と
み
る
の
も
そ
の
た
め
で

あ
る
。

私
邸
と
は
い
っ
て
も
、
学
校
そ
の
も
の
が
プ
ラ
ト
ン
の
名

と
と
も
に
あ
っ
た
以
上
、
私
的
生
活
空
間
と
だ
け
考
え
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
。

昼
は
ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
や
ス
ト
ア
で
講
義

が
お
こ
な
わ
れ
た
と
し
て
も
、
夜
間
に
は
私
邸
に
教
師
や
学

生
た
ち
が
集
い
、
談
論
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う

。

ま
た
、
私
邸
そ
の
も
の
が
研
究
施
設
と
し
て
機
能
し
て
い

た
可
能
性
も
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
亡
き
後
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の

学
頭
（
実
質
的
指
導
者
）
の
な
か
には
、
ア
テ
ナ
イ
市
中
に

居
を
構
え
る
者
も
い
た
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
形
見
と
も
い
う
べ

き
私
邸
に
こ
も
り
、
研
究
に
い
そ
し
ん
だ
者
も
少
な
く
な
い
。

そ
の
意
味
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
私
邸
こ
そ
が
学
校
の
精
神
的

し

川
三1
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l
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プ
ラ
ト
ン
の
学
校
の
枢
軸
と
な
る
ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
や
ス
ト

ア
は
、
市
民
が
自
由
に
利
用
で
き
る
公
共
施
設
で
も
あ
る
。

厳
密
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
基
づ
き
学
生
た
ち
の
教
育
を
日
々

お
こ
な
う
に
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

か
り
に
プ
ラ
ト
ン
の
私
邸
が
研
究
者
や
学
生

に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
や
は
り
学
校
の
運
営
面
か

ら
み
て
限
界
が
あ
る
。

支
柱
で
あ
っ
た
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
の

一
方
で
建
築
面
か
ら
み
る
と
、
プ
ラ
ト
ン

の
私
邸
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
た
め
の
資

料
は
皆
無
に
等
し
い
。

建
て
ら
れ
て
い
た
場
所
す
ら
、
特
定

で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
回
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の

一
般
的
な
住
宅
を
参
考
と
し
つ
つ
復
元
を
お
こ
な
っ
た

。

神
殿
を
は
じ
め
と
し
た
公
共
建
築
物
が
大
理
石
造
で
あ
っ

た
の
と
は
異
な
り
、
こ
の
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
住
宅
は
土
壁
と

木
造
で
建
て
ら
れ
て
い
た
。

と
は
い
え
け
っ
し
て
簡
素
な
も

の
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
の
風
土
や
気
候
と
い
っ
た
自
然
と

よ
く
適
合
し
た
、
環
境
共
生
住
宅
と
も
い
う
べ
き
快
適
な
空

間
を
そ
こ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る

。

オ
リ
ン
ト
ス
の
住
宅
群

の
図

（図
2

）
を
み
る
と
、
路
地
に
面
し
て
五
軒
ず
つ
並
ぶ

タ
ウ
ン
ハ
ウ
ス
形
式
の
も
の
で
あ
っ
て
も
か
な
ら
ず
中
庭
を

も
ち
、
そ
の
周
囲
に
五
i

六
部
屋
を
巧
み
に
配
置
し
て
い
る

。

夏
の
強
い
陽
射
し
を
さ
え
ぎ
っ
て
涼
し
い
陰
を
つ
く
り
、
風

を
取
り
入
れ
る
工
夫
で
あ
り
、
ま
た
中
庭
は
雨
水
を
集
め
る

形
式
と
も
な
っ
て
い
る
。

0 5 10 15 20 25 

プ
ラ
ト
ン
の
私
邸
を
復
元
す
る
に
あ
た
り
参
考
と
し
た
オ

リ
ン
ト
ス
の
ヴ
ィ
ラ

（郊
外
住
宅
・
別
邸
、
図
3

）
に
お
い

て
も
、
ほ
ぼ
共
通
の
建
築
。
フ
ラ
ン
が
み
ら
れ
る。
中
庭
を
囲

み
、
オ
エ
ク
ス
と
呼
ば
れ
る
居
間
・
食
堂
、
貯
蔵
室
、
寝
室
、

台
所
な
ど
が
配
置
さ
れ
て
い
る。

な
か
で
も
特
徴
的
な
の
は
、
ア
ン
ド
ロ
ン
と
呼
ば
れ
る
寝

台
を
備
え
た
部
屋
で
あ
る
。

住
宅
の
な
か
で
も
特
別
の
部
屋

と
さ
れ
、
床
に
は
モ
ザ
イ
ク
タ
イ
ル
に
よ
る
装
飾
が
み
ら
れ

る
例
も
多
い
。

ア
ン
ド
ロ
ン
は
客
人
を
招
き
、
シ
ン
ポ
シ
オ

ン

（饗
宴
・
共
同
食
事
）
を
す
る
た
め
の
部
屋
と
さ
れ
て
い
る。

プ
ラ
ト
ン
の
著
作

『饗
宴
』
で
は
、
酒
席
で
の
活
発
な
議

論
が
展
開
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
ア
カ
デ
メ
イ

ア
の
私
邸
に
お
い
て
も
教
師
や
学
生
た
ち
、
あ
る
い
は
客
た

ち
と
の
あ
い
だ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。

プ
ラ

ト
ン
は
そ
の
著

『法
律
」
の
な
か
で
も
、
「
酒
を
か
こ

ん
で
と
も
に
閑
談
の
時
を
過
ご
す
こ
と
も
、
そ
れ
が
正
し
く

行
な
わ
れ
る
な
ら
、
教
育
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
じ
つ
に
大
き

図 2 オリントスの住宅群 （参考資料）

そ
こ
で
私
た
ち
は
、
学
校
固
有
の
施
設
と
は
い
え
な
い
ま

で
も
、
よ
り
学
校
の
機
能
に
近
い
施
設
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
察
し
た
。

検
討
を
お
こ
な
っ
た
結
果
、
想
定
し
た

建
物
が
エ
ペ
l

ベ
イ
オ
ン
で
あ
る
。

ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
の
な
か
に
エ
ク
セ
ド
ラ
と
い
う
休
憩
・
談

論
の
部
屋
が
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
も
と

く
に
広
く
、
立
派
な
部
屋
を
エ
ペ
！
ベ
イ
オ
ン
と
呼
ぶ
。

こ

こ
で
は
、
そ
の
エ
ペ
l

ベ
イ
オ
ン
を
階
段
教
室
的
な
構
造
を

も
っ
独
立
し
た
建
物
と
し
て
想
定
し
た
。

内
部
に
階
段
状
の
立
体
的
構
造
を
も
っ
建
物
は
、
議
論
や

問
答
な
ど
に
適
し
て
い
る
。

占
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
プ
l

テ
ウ

テ
リ
オ
ン

（評
議
場
）
や
劇
場
に
、
そ
の
姿
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
。

と
く
に
ブ
l

テ
ウ
テ
リ
オ
ン
の
内
部
空
間
は
、
す

り
鉢
状
に
な
っ

て
い
て
中
央
に
ス
テ
ー
ジ
を
も
ち
、
周
囲
に

は
階
段
状
の
石
段

（
座席
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

ア
テ
ナ

イ
に
代
表
さ
れ
る
民
主
政
治
の
た
め
の
中
心
的
舞
台
と
も
い

え
、
国
政
に
か
か
わ
る
重
要
な
評
議
が
お
こ
な
わ
れ
る
建
物

で
あ
る
。

と
く
に
ミ
ト
レ
ス
の
ブ

l

テ
ウ
テ
リ
オ
ン
（
図
4

）

は
規
模
も
大
き
く
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

ア
カ
デ
メ
イ
ア
で
は
、
ミ
ト
レ
ス
の
ブ

l

テ
ウ
テ
リ
オ
ン

アテナイ市Platonosにある、アカデメイアの学園紛 （現在は公園）

の
基
本
構
成
を
守
り
つ
つ
、
学
校
の
規
模
や
時
代
性
な
ど
を

考
慮
し
、
平
面
で
約

一
0
メ
ー
ト
ル
×

一
0
メ
ー
ト
ル
、
内

部
は
方
形
の
三
段
の
階
段
構
造
を
も
っ
、
小
規
模
で
シ
ン
プ

ル
な
エ
ベ
l

ベ
イ
オ
ン
と
し
た

。

ち
ょ
う
ど
ひ
と
り
の
教
師

に
対
し
、
十
数
人
の
学
生
が
討
議
や
問
答
を
す
る
の
に
適
っ

た
ス
ケ
ー
ル
で
あ
る

。

建
物
の
内
部
は
、
装
飾
の
要
と
な
る
四
本
の
イ
オ
ニ
ア
式

円
柱
が
立
ち
、
尉
囲
の
壁
と
と
も
に
木
造
の
小
屋
組
み
を
支

え
る
構
造
と
し
た
。

イ
オ
ニ
ア
式
の
円
柱
に
は
、
柱
頭
に
左

右
一
対
の
渦
巻
状
の
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
左
右

の
渦
巻
状
彫
刻
の
あ
い
だ
に
は
、
舌
状
紋
と
呼
ば
れ
る
舌
の

形
の
装
飾
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
形
状
に
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る。

円
柱
の
下
部
に
は
、
ド
l

リ
ス
式
と
は
異
な
り
、
ト
ロ
ス

と
呼
ば
れ
る
く
り
型
の
台
座
と
ベ
l

ス
（
柱
礎
）
が
あ
る
。

柱
全
体
と
し
て
み
る
と
、
ド
l

リ
ス
式
よ
り
も
格
段
に
装
飾

い
」
（
岩
波
文
庫
版
よ
り
）
と
書
い
て
い
る
。

古
代
ギ
リ
シ

ア
に
お
い
て
は
、
シ
ン
ポ
シ
オ
ン
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
役
割

を
も
っ
て
い
た

。

私
邸
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
経
済
力
が
富
裕

な
商
人
層
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
質
素
な
生
活

を
送
っ
た
と
い
わ
れ
る
プ
ラ
ト
ン
の
イ
メ
ー
ジ
な
ど
を
考
慮

し
、
中
流
程
度
の
標
準
的
な
住
宅
と
設
定
し
た。
ま
た
こ
の

時
代
の
住
宅
に
は
、
一
般
に
二
階
部
分
が
あ
る
。

女
性
の
地

位
の
低
い
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
生
活
域
も
男
性
と
は
区
別

さ
れ
、
二
階
は
女
性
や
使
用
人
の
部
屋
と
さ
れ
て
い
た
。
二

階
と
の
行
き
来
に
は
木
製
の
梯
子
が
か
け
ら
れ
、
夜
間
に
は

主
人
が
そ
の
梯
子
を
は
ず
し
て
奴
隷
な
ど
の
使
用
人
が
逃
げ

な
い
よ
う
に
し
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る

。

復
元
し
た
私
邸
も

一
部
を
二
階
建
て
と
し
た
が
、
プ
ラ
ト

ン
は
生
涯
独
身
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る。
身
近
な
女
性
と
し

て
は
母
親
と
妹
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
同
居
し
て
い

た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
二
階
は
身
の
ま
わ
り
の
世
話

を
す
る
使
用
人
の
居
住
用
と
考
え
、
最
小
限
の
空
間
を
設
定

し
た
。

あ
る
い
は
宿
泊
用
な
ど
、
学
校
施
設
の

一
部
と
し
て

開
放
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

10 
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図 3 オリントスの郊外住宅・別邸の平面図（参考資料）
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的
で
エ
レ
ガ
ン
ト
で
あ
り
、
建
物
に
繍
酒
な
印
象
を
与
え
て

く
れ
る
。

プ
ラ
ト
ン
が
、
あ
る
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
、

次
代
を
に
な
う
若
者
た
ち
に
講
義
を
お
こ
な
う
場
所
と
し
て

は
、
エ
ベ
l

ベ
イ
オ
ン
の
よ
う
な
建
物
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ア
カ
デ
メ
イ
ア
に
は
プ
ラ
ト
ン
の
著
作
や
、
教
育

に
必
要
な
図
書
・
資
料
を
保
管
し
、
か
つ
閲
覧
す
る
た
め
の

施
設

（図
書
館
）
が
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い。
当
初
か
ら

独
立
し
た
建
物
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
こ
の
エ
ペ

l

ベ
イ

オ
ン
の
付
属
施
設
、
な
い
し
は
私
邸
内
の
図
書
室
と
し
て
、

そ
の
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
推
察
し
た
。

な
お
、

11 
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③
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
全
体
配
置

最
後
に
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
建
物
の
配
置
に
つ
い
て
も
検

討
を
お
こ
な
っ
た
。

本
来
な
ら
ば
、
最
初
に
お
こ
な
う
べ
き

作
業
で
あ
る
が
、
約
二
四
O
O
年
前
の
実
像
を
知
る
た
め
の

資
料
は
き
わ
め
て
乏
し
い
。

プ
ラ
ト
ン
の
私
邸
の
位
置
ひ
と

つ
に
し
て
も
、
ギ
ム
ナ
シ
オ
ン
の
近
く
と
も
、
神
苑
の
北
に

あ
る
コ
ロ
ノ
ス
・
ヒ
ッ
ピ
オ
ス
（
馬
の
丘
）
と
の
あ
い
だ
と

も
い
わ
れ
、
創
設
期
の
姿
に
つ
い
て
は
想
像
を
た
く
ま
し
く

す
る
ほ
か
は
な
い

。

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
計
画
で
は
、
軸
線
を
基
準
と
し
た

整
然
と
し
た
建
物
の
配
置
関
係
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
以
降
の
こ
と
で
、
プ
ラ
ト
ン
の
時
代
に

は
そ
う
し
た
手
法
は
ま
だ
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。

む
し
ろ
自

然
地
形
な
ど
を
利
用
し
た
、
か
な
り
お
お
ま
か
な
も
の
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る

。

そ
こ
で
今
回
は
、
ト
ラ
ブ
ロ
ス
の
地
図

ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
自
然
地
形
や
建

（P
6

図
）
を
も
と
に
、

丸岡令
N.体

、両d
fも r
~ 
恥←
や喝

。

ミミ

5
ミ
込
丸
町
札
、
。
除
、
号
、

④ 

物
ご
と
の
方
位
性
、
さ
ら
に
は
建
物
と
建
物
と
の
関
係
な
ど

を
考
慮
し
つ
つ
、
建
築
的
に
み
て
も
っ
と
も
合
理
的
と
思
え

る
配
置
を
想
定
し
て
み
た
。

ア
カ
デ
メ
イ
ア
に
は
今
回
想
定
復
元
し
た
ほ
か
に
、
ム
ゥ
サ

の
社
殿
（
ム
ゥ
セ
イ
オ
ン
）
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

。

ま
た
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
、
ア
テ
ナ
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
な
ど
神
々
の

像
が
、
建
物
の
そ
ば
や
森
の
小
道
沿
い
に
建
て
ら
れ
て
い
た
。

緑
豊
か
な
神
苑
の
森
で
、
古
代
の
神
々
と
と
も
に
耳
を
傾

け
る
プ
ラ
ト
ン
の
講
義
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ

う
か
。

フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
（
哲
学
）
の
語
源
と
も
な
っ
た
、

フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア

（知
を
愛
す
る
）
の
精
神
が
、
そ
こ
に
は

横
溢
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
一
二
世
紀
を
生
き
る
私
た
ち
に

も
、
そ
の
鼓
動
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る。

プ
ラ
ト
ン
亡
き
後
、
森
の

一
角
に
墓
碑
が
建
て
ら
れ
た
。

そ
の
碑
銘
の
冒
頭
に
は
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
・

「
よ
き
思
慮
と
正
し
き
性
人
に
す
ぐ
れ
、
神
に
も
似
た
る
ア

（プ
ラ
ト
ン
）
こ
の
地
に
眠
る
」

リ
ス
ト
ク
レ
ス

プラトン私邸←ぃ，ニ
アカデメイアの神苑

エベーベイオン（講堂）

ギムナシオと （体育場）

ストア（列柱廊） －－

。
作
業
を
終
え
て

至アテナイ

プ
ラ
ト
ン
の
有
名
な
こ
と
に
比
べ
、
そ
の
思
索
の
場
と
な

っ
た
学
校
ア
カ
デ
メ
イ
ア
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
に
も
知
ら
れ

て
い
な
い
：

・
今
回
、
復
元
作
業
に
着
手
し
た
と
き
、
私
た
ち

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

l

ム
が
最
初
に
感
じ
た
印
象
は
、
そ
う
い

う
も
の
で
あ
っ
た

。

し
か
し
、
プ
ラ
ト
ン
が
四

O
歳
頃
か
ら

亡
く
な
る
八
O
歳
ま
で
の
大
半
を
そ
こ
で
過
ご
し
、
い
ま
も

残
る
数
多
く
の
著
作
を
記
し
た
こ
と
、
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
や
エ
ウ
ド
ク
ソ
ス
、
ス
ペ
ウ
シ
ッ
ポ
ス
と
い

っ

た
古
代
ギ
リ

シ
ア
の
著
名
な
哲
学
者
や
碩
学
た
ち
が
そ
こ
で
学
び
、
あ
る

い
は
教
え
た
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
歴
史
的
事
実
で
あ
る。

私
た
ち
は
、
日
本
の
近
代
思
想
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え

た
プ
ラ
ト
ン
の
学
校
を
、
よ
り
身
近
な
、
生
き
た
姿
と
し
て

再
現
し
て
み
た
い
と
考
え
た
。

今
回
の
復
元
作
業
で
は
、
歴

史
や
思
想
的
側
面
に
お
い
て
は
贋
川
洋

一
著
『
プ
ラ
ト
ン
の

学
園
ア
カ
デ
メ
イ
ア
』
（
講
談
社
）
を
は
じ
め
、
田
中
美
知

太
郎
著

『プ
ラ
ト
ン
」
、
ジ
ョ
ン
・
パ
l

ネ
ッ
ト
著
「
プ
ラ

ト
ン
哲
学

』
（
共
に
岩
波
書
店
）
な
ど
の
著
作
を
参
考
と
し

た
。

建
築
面
に
お
い
て
は
東
京
大
学
の
青
柳
正
規
教
授
か
ら

の
ご
指
導
と
資
料
の
提
供
を
い
た
だ
き
、
同
時
代
の
ギ
リ
シ

ア
建
築
を
参
照
し
な
が
ら
の
想
定
復
元
を
お
こ
な
っ
た。
具

体
的
な
資
料
が
乏
し
い
だ
け
に
、
か
え
っ
て
想
像
力
を
刺
激

す
る
部
分
が
多
か
っ

た
が
、
復
元
に
あ
た
っ
て
は
建
築
的
に

み
て
合
理
的
と
思
わ
れ
る
視
点
を
と
く
に
重
視
し
た
。

古
代

ギ
リ
シ
ア
建
築
が
対
象
だ
け
に
ま
だ
ま
だ
興
味
は
っ
き
な
い

が
、
プ
ラ
ト
ン
の
学
校
の
建
築
環
境
を
考
察
し
、
日
常
の
姿

を

具
現
化
す
る
と
い
う
意
図
は
、
か
な
り
達
成
で
き
た
と
考

、
え
て
い
る
。

20 

o 50 100m 

政
治
や
社
会
の
昏
迷
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
現
代
、
今
回
の

復
元
作
業
が
、
哲
学
の
役
割
と
場
を
再
認
識
す
る

一
契
機
と

も
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

最
後
に
な
っ
た
が
復
元
作
業
に
多

大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
東
京
大
学
の
青
柳
正
規
教
授
に

改
め
て
お
礼
・
申
し
上
げ
た
い
。
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