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考
古
学
と
遺
跡

フ
ロ
イ
ト
は
大
地
の
中
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
も
の
に
特
別
の
愛
情
を
抱

い
た
。
古
代
の｢

遺
物｣

で
あ
る
。
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
彼
自
身｢

中

毒｣

と
さ
え
呼
ん
だ
ほ
ど
の
情
熱
を
注
ぎ
、
書
斎
と
診
察
室
は
収
集
品
で

溢
れ
か
え
っ
た
。
彫
像
や
オ
ブ
ジ
ェ
、
エ
ジ
プ
ト
起
源
の｢

考
古
学
的
遺

物｣
が
と
こ
ろ
狭
し
と
な
ら
ぶ
彼
の
診
察
室
に｢

考
古
学
者
の
書
斎｣

を

見
い
出
し
た｢
狼
男｣

に
限
ら
ず
、
そ
こ
を
訪
れ
た
人
々
は
一
様
に
驚
き

の
声
を
あ
げ
た（
３
）。

そ
れ
ば
か
り
か
フ
ロ
イ
ト
は｢

机
に
座
る
と
、
小
彫
像

拙
論｢

フ
ロ
イ
ト
読
解
ノ
ー
ト
：
タ
イ
ラ
ー
（｢

残
存｣
）
と
ダ
ー
ウ
ィ

ン
（｢

痕
跡｣

）｣ （
１
）

で
み
た
よ
う
に
、フ
ロ
イ
ト
の
創
出
し
た
精
神
分
析
は
、

ダ
ー
ウ
ィ
ン
ら
の
進
化
論
同
様
、
人
類
の
進
化
お
よ
び
個
人
の
発
達
を
、

過
去
の｢

痕
跡｣

や｢

残
存｣

を
手
掛
か
り
に
し
て
再
構
成
す
る
も
の
だ
っ

た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
進
化
論
に
限
っ
た
も
の
で
は
な

く
、
考
古
学
な
ど
、
19
世
紀
の
花
形
学
問
が
共
有
す
る
思
想
的
な
パ
ラ
ダ

イ
ム
に
属
す
る
も
の
で
あ
る（
２
）。
本
論
で
は
、
引
き
続
き
こ
の
文
脈
に
お
い

て
、
フ
ロ
イ
ト
と
考
古
学
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

フ
ロ
イ
ト
読
解
ノ
ー
ト
：
精
神
分
析
と
考
古
学

秋
吉
良
人
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を
目
で
愛
撫
し
た
り
、
実
際
に
手
で
撫
で
た
り
し
た
。
と
き
に
は
、
新
し

く
仕
入
れ
た
物
を
食
堂
に
持
っ
て
き
て
、
眺
め
た
り
触
っ
た
り
し
て
い

た（
４
）。｣

彼
は
狼
男
に
こ
の
よ
う
な
彼
の｢

偏
愛｣

と
精
神
分
析
の
関
わ
り

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
精
神
分
析
家
は
発
掘
に
た
ず
さ
わ

る
考
古
学
者
と
同
じ
よ
う
に
、
最
深
部
に
埋
も
れ
て
い
る
貴
重
な
も
の
に

い
た
る
ま
で
患
者
の
心
の
層
を
一
つ
一
つ
掘
り
起
こ
し
て
い
く
、
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
趣
味
は
同
時
に
知
的
、
体
系
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
フ
ロ
イ
ト

は
年
に
一
度
彼
を
訪
ね
て
く
る
友
人
の
考
古
学
者
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル･

レ

ヴ
ィ
と
刺
激
的
な
晩
を
過
ご
す
の
を
常
と
し
た
し（
５
）、ブ

ル
ク
ハ
ル
ト
の『
ギ

リ
シ
ャ
文
化
史
』
に
傾
倒
し
て
、｢

あ
ら
ゆ
る
人
間
的
形
態
に
お
け
る
先

史
時
代
へ
の
偏
愛｣

を
語
っ
て
い
る（
６
）。

晩
年
に
は
、
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ツ

ヴ
ァ
イ
ク
が
『
精
神
に
よ
る
治
療
』
で
描
い
た
彼
の
小
市
民
的
姿
に
抗
弁

し
、
自
分
が
も
っ
と
複
雑
な
人
間
で
あ
る
こ
と
の
例
と
し
て
、
頭
痛
も
ち

で
、
大
変
な
喫
煙
家
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
倹
約
も
せ
ず
、
ギ
リ
シ
ャ
、

ロ
ー
マ
、
エ
ジ
プ
ト
の
古
代
遺
物
の
収
集
に
多
大
な
無
駄
遣
い
を
し
、
年

に
一
度
は
ロ
ー
マ
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
の
ほ
か
に
、
心
理
学
よ
り
も
考

古
学
の
本
を
読
ん
だ
こ
と
を
挙
げ
て
い
る（
７
）。

心
理
学
よ
り
も
考
古
学
の
本

を
読
ん
だ
と
い
う
点
の
信
憑
性
は
わ
き
に
お
こ
う
。
こ
こ
で
フ
ロ
イ
ト
自

身｢

倹
約
も
せ
ず｣

と
書
く
こ
と
で
暗
に
遺
物
へ
の
偏
愛
が｢

肛
門
愛｣

的
な
根
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
匂
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
さ
ら
に

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
、
自
分
の
真
の
姿
を
伝
え
よ
う
と

思
っ
た
と
き
に
、｢

考
古
学｣

｢

古
代
遺
物｣

｢

ロ
ー
マ
旅
行｣

と
の
関
わ

り
を
取
り
上
げ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

し
か
し
ゲ
イ
に
よ
れ
ば
、
フ
ロ
イ
ト
の｢

考
古
学｣

へ
の
偏
愛
が
意
味

を
持
つ
の
は
、生
涯
に
渡
る
彼
の
仕
事
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
で
あ
っ
た
。

ゲ
イ
は
、
そ
の
例
と
し
て
、
１
８
９
６
年
に
ウ
ィ
ー
ン
の
医
師
た
ち
を
前

に｢

ヒ
ス
テ
リ
ー
の
病
因｣

に
つ
い
て
講
演
し
た
と
き
、
フ
ロ
イ
ト
が

｢ Saxa loquntur !｣

（｢

石
は
語
る｣

）
と
叫
ん
だ
こ
と
、
フ
リ
ー
ス
へ
の

書
簡
の
中
で
、
分
析
の
成
功
を
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
の
そ
れ
に
た
と
え
た
こ
と

な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ロ
イ
ト
の
古
代
遺
物
収
集
に
お
い
て
は

仕
事
と
趣
味
上
の
楽
し
み
が
合
流
し
て
い
た
と
述
べ
て
い
る（
８
）。

こ
の
メ
タ

フ
ァ
ー
に
つ
い
て
は
、｢

社
会
的
に
位
置
付
け
ら
れ
た
知
に
結
び
付
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
精
神
分
析
を
合
法
化
し
よ
う
と
す
る（
９
）

｣

彼
の
戦
略
を
読

み
取
る
う
が
っ
た
評
者
も
い
る
。
し
か
し｢

考
古
学｣

は
、
フ
ロ
イ
ト
の

精
神
分
析
に
と
っ
て
本
当
に
た
ん
な
る
説
明
の
た
め
の
比
ゆ
、
あ
る
い
は

正
当
化
の
手
段
と
し
て
の
み
意
味
を
も
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
フ
ロ
イ
ト
が
ど
の
よ
う
に
考
古
学
を
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
用
い

た
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

ゲ
イ
の
言
う
よ
う
に
フ
ロ
イ
ト
が｢ Saxa loquntur !｣

（｢

石
が
語
る
」）
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と
叫
ん
だ
の
は
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
病
因
を
探
る
と
き
従
来
と
ら
れ
て
き
た

方
法
、
す
な
わ
ち
患
者
本
人
や
そ
の
家
族
に
直
接
病
気
の
経
緯
を
聞
く
と

い
う
ほ
と
ん
ど
信
頼
で
き
な
い
や
り
方
に
対
し
て
、
フ
ロ
イ
ト
が
自
身
の

方
法 

― 

彼
は
そ
れ
を｢
精
神
分
析｣

と
名
づ
け
た
ば
か
り
で
あ
る
―
を
、

｢

考
古
学｣

と
い
う｢

他
の
研
究
領
域
で
現
実
に
な
さ
れ
た
新
た
な
進
歩

を
内
容
と
す
る
た
と
え
話｣

を
用
い
て
説
明
し
た
さ
い
の
も
の
で
あ
る
。

長
く
な
る
が
全
文
引
用
し
た
い
。

壁
の
残
骸R

este

、
柱
の
断
片
な
ど
か
ら
な
る
廃
墟
を
前
に
し
て
興

味
を
抱
い
た
探
検
家
は
、
目
に
見
え
る
部
分
だ
け
で
満
足
し
、
周
辺

に
住
む
な
か
ば
野
蛮
な
住
人
に
、
伝
承
が
教
え
る
こ
の
記
念
碑
の
残

骸m
onum

entalen R
este

の
歴
史
と
意
義
を
た
ず
ね
、
そ
れ
を
メ

モ
し
た
後
、
ふ
た
た
び
旅
に
出
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

他
の
や
り
方
も
あ
る
。彼
は
つ
る
は
し
や
ス
コ
ッ
プ
を
も
っ
て
行
き
、

住
人
を
働
か
せ
て
、
目
に
見
え
る
残
骸R

stesn

か
ら
埋
も
れ
た
も

の
を
覆
い
の
な
い
状
態
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
う
ま
く
い

け
ば
、
発
見
さ
れ
た
も
の
は
自
ら
を
注
釈
す
るsich erläutern

。

壁
の
残
骸
は
宮
殿
の
城
壁
を
な
し
、
残
っ
た
柱
か
ら
寺
院
が
出
来
上

が
り
、大
量
に
発
見
さ
れ
た
二
言
語
に
よ
る
碑
銘
は
、ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
と
一
つ
の
言
語
を
明
ら
か
に
す
る
し
、
そ
の
解
読
と
翻
訳
か
ら
、

そ
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
記
念
碑M

onum
ente

が
建
て
ら
れ
た
出
来

事
に
つ
い
て
の
確
か
な
情
報
が
え
ら
れ
る
。« Saxa loquntur !»

（「
石
が
語
る｣

）
の
で
あ
る
）
（（
（

。

分
析
に
お
い
て｢

目
に
見
え
る
残
骸R

stesn｣

と
は
、
患
者
の
症
状
、

記
憶
の
断
片
、
夢
、
連
想
中
の
思
い
つ
き
な
ど
で
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
他

の
と
こ
ろ
で
言
っ
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
症
状
は
、
情
動
を
と
も
な
っ
た
あ
る
体
験
の
残

滓R
este

、
あ
る
い
は
こ
う
言
っ
た
ほ
う
が
よ
け
れ
ば
沈
殿
物

N
iederschläge

と
し
て
現
れ
ま
す
。 

そ
の
た
め
に
私
た
ち
は
そ
れ

を
後
に｢

心
的
外
傷｣

と
名
づ
け
た
の
で
す[...]

。
そ
れ[

症
状]

は

い
く
つ
か
の
光
景
に
よ
っ
て
、
専
門
用
語
で
言
う
よ
う
に｢

決
定
さ

れ
て
い
る｣

の
で
あ
り
、
症
状
は
そ
の
記
念
と
な
る
（
遺
）
跡

G
edächtnisreste

を
構
成
し
て
い
る
の
で
す 

。

ぼ
く
に
は
、
夢
の
生
活
は
生
物
学
的
に
例
外
な
く
人
生
の
先
史
的
時

代prähistorishen Lebenzeit

（
１
歳
か
ら
３
歳
）
の
残
滓Resten

に
由
来
す
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
こ
の
時
期
は
無
意
識
の
源
泉
で
あ

り
、
そ
れ
だ
け
で
す
べ
て
の
精
神
神
経
症
の
病
因
を
宿
し
ま
す...

）
（（
（

。
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精
神
分
析
は
、
そ
れ
ま
で
は
何
の
意
味
も
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
た
だ

心
の
屑
と
し
て
打
ち
棄
て
ら
れ
て
き
た
こ
れ
ら
のR

este

を
起
点
と
し

て
、
精
神
の
諸
層
を
掘
り
進
み
、
埋
も
れ
た
記
憶
を
発
掘
し
て
い
く
。
そ

し
て
考
古
学
が
忘
れ
ら
れ
た
人
類
の
過
去
を
復
活
さ
せ
新
た
な
歴
史
を
再

構
成
す
る
よ
う
に
、
患
者
の
幼
年
期
―
フ
ロ
イ
ト
は
こ
れ
を
個
人
の｢

原

始
時
代｣

｢

先
史
時
代｣
（U

rzeit, Vorzeit

）
と
呼
ん
だ
―
を
再
構
成
す

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ロ
イ
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
メ
タ
フ
ァ
ー
を
、
彼
が｢

精

神
分
析｣

と
い
う
独
自
の
方
法
を
創
造
し
つ
つ
あ
っ
た
ま
さ
に
そ
の
時
点

で
、
す
で
に
用
い
て
い
る
。『
ヒ
ス
テ
リ
ー
研
究
』（
一
八
九
五
年
）
中
の

｢

エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
Ｒ
嬢
の
症
例｣
（
一
八
九
二
年
秋
開
始
）
で
、

フ
ロ
イ
ト
は
書
い
て
い
る
。

私
が
企
て
た
こ
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
最
初
の
完
全
な
分
析
に
お
い
て
、

私
は
の
ち
に
ひ
と
つ
の
メ
ソ
ッ
ド
に
ま
で
高
め
迷
わ
ず
導
入
し
た
あ

る
や
り
方
、
す
な
わ
ち
病
因
と
な
る
心
的
素
材
を
層
ご
と
に
取
り
除

い
て
い
く
と
い
う
や
り
方
に
到
達
し
た
。私
た
ち
は
そ
れ
を
好
ん
で
、

埋
も
れ
た
都
市
を
発
掘
す
る
技
術
に
比
較
し
た
も
の
だ
っ
た
。
私
は

ま
ず
患
者
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
語
ら
せ
、
つ
な
が
り
が
不
可
解
な

と
こ
ろ
、
因
果
の
連
鎖
の
中
で
環
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と

こ
ろ
に
入
念
な
注
意
を
払
っ
た
。
つ
い
で
そ
れ
ぞ
れ
の
個
所
で
、
あ

る
い
は
催
眠
術
に
よ
る
探
求･

踏
査
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
し
た

技
法
に
よ
っ
て
影
響
を
与
え
、
記
憶
の
よ
り
深
い
諸
層
に
分
け
入
っ

た
）
（（
（

。（
傍
線
引
用
者
）

フ
ロ
イ
ト
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
の
主
症
状
で
あ
る
脚
の
痛
み
を
動
機
づ

け
る
さ
ま
ざ
ま
な
光
景
の
記
憶
の
層
を
掘
り
起
こ
し
、
ま
さ
に｢

ミ
ッ
シ

ン
グ
・
リ
ン
ク｣

を
発
見
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
フ

ロ
イ
ト
の
言
葉
を
聞
く
と
、
考
古
学
の
比
喩
は
、
精
神
分
析
の
方
法
が
確

立
さ
れ
た
後
に
、
そ
れ
を
説
明
、
正
当
化
す
る
た
め
に
事
後
的
に
採
用
さ

れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
患
者
と
の
治
療
作
業
中
に
、
そ
の
あ
ま
り

の
類
似
に
対
す
る
驚
き
と
と
も
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
え
て
く

る
。一

九
〇
五
年
、
フ
ロ
イ
ト
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

分
析
結
果
の
不
完
全
さ
に
直
面
し
て
、
私
に
は
、
ひ
ど
く
損
な
わ
れ

て
は
い
て
も
測
り
が
た
い
価
値
を
も
つ
古
代
の
遺
物
を
、
き
わ
め
て

幸
運
に
も
、
長
く
葬
ら
れ
た
状
態B

egrabenheit

か
ら
明
る
み
に

も
た
ら
し
え
た
研
究
者
の
例
に
従
う
他
に
は
な
か
っ
た
。
私
は
こ
の

不
備
を
、
他
の
も
ろ
も
ろ
の
分
析
か
ら
私
に
知
ら
れ
た
最
良
の
範
例
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に
し
た
が
っ
て
補
っ
た
が
、
ど
の
場
合
も
、
良
心
的
な
考
古
学
者
と

同
様
に
、
真
正
な
部
分
に
私
の
構
成
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は

ど
こ
か
を
示
す
こ
と
を
怠
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
）
（（
（

。

考
古
学
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
暗
中
模
索
で
作
業
を
続
け
る
フ
ロ
イ
ト
の

前
に
、
彼
が
進
ん
で
い
る
道
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
、
彼
の
発
見
を
導
く

（heuristique

）、
範
例
的
学
問
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
彼
の
い

わ
ゆ
る
心
の
層
理
論
が
、
考
古
学
的
な
発
想
に
導
か
れ
て
生
み
出
さ
れ
な

か
っ
た
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
）。

石
は
語
る

と
こ
ろ
で
、フ
ロ
イ
ト
は
記
念
碑
の
残
骸
が
語
る
よ
う
に
症
状
も
語
る
、

と
い
う
こ
と
を
言
う
の
に
、
ラ
テ
ン
語
で« Saxa loquntur !»

（「
石
が

語
る｣

）
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
句
が
ど
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
の
名
残

（R
est

）
な
の
か
、
フ
ロ
イ
ト
の
独
、
英
、
仏
全
集
も
、
ま
た
こ
の
句
を

印
象
深
い
も
の
と
し
て
二
度
に
わ
た
っ
て
取
り
上
げ
て
い
る
ゲ
イ
も
、
さ

ら
に
は
フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
聖
書
へ
の
言
及
の
き
わ
め
て
網
羅
的
な
検
討
を

含
む
プ
フ
リ
マ
ー
の
『
フ
ロ
イ
ト
、
聖
書
を
読
む
）
（（
（

』
で
さ
え
も
何
も
記
し

て
い
な
い
。
今
聖
書
と
い
っ
た
が
、
こ
の
句
は
、
田
中
秀
央
、
落
合
太
郎

編
著
『
ギ
リ
シ
ャ･

ラ
テ
ン
引
用
語
辞
典
』
に
よ
る
と
、
ウ
ル
ガ
ー
タ
聖

書
の｢

ル
カ
に
よ
る
福
音
書｣

中
の
文
句
で
あ
る
）
（（
（

。｢

私
は
あ
な
た
た
ち

に
言
う
、
も
し
こ
れ
ら
の
者
が
黙
れ
ば
、
石
が
叫
ぶ
だ
ろ
う
。｣

（
一
九
・

四
〇
））

（（
（

。
こ
れ
は
イ
エ
ス
が
エ
ル
サ
レ
ム
に
入
城
す
る
際
、
彼
の
弟
子
た

ち
が
自
分
た
ち
が
見
た
力
・
業
と
神
を
賛
美
し
、
主
に
よ
っ
て
来
ら
れ
る

方
（
イ
エ
ス
）
を
祝
福
し
始
め
、
そ
れ
を
見
咎
め
た
フ
ァ
リ
サ
イ
人
か
ら

彼
ら
を
叱
る
よ
う
言
わ
れ
た
時
、
イ
エ
ス
が
言
い
放
っ
た
言
葉
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
フ
ロ
イ
ト
が
こ
の
句
を
引
用
し
た
二
つ
の
意
味
が
明
ら
か
に

な
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、｢

石
が
語
る｣

と
い
う
句
が
明
示
的
に
語
る
と
こ
ろ
は
、
症
状

や
夢
が
、
記
念
碑
の
目
に
見
え
る
残
骸R

este

、｢

遺
跡
（
石
）｣

と
同
様

自
ら
の
来
歴
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
と
く
に
そ
れ

は
、
患
者
が
語
ら
ず
と
も
、
あ
る
い
は
彼
／
彼
女
の
こ
と
ば
が
押
さ
え
込

ま
れ
れ
ば
込
ま
れ
る
ほ
ど
、
叫
び
、
語
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
エ
リ
ザ

ベ
ー
ト
が
黙
る
と｢

足
が
語
り
始
め
る
）
（（
（｣

）。

し
か
し
こ
の
句
は
、
さ
ら
に
そ
れ
と
考
古
学
と
の
関
係
付
け
は
、
フ
ロ

イ
ト
の
願
望
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
。こ
の
ウ
ィ
ー
ン
の
精
神
医
学
・

神
経
学
会
に
は
偉
大
な
ク
ラ
フ
ト
＝
エ
ビ
ン
グ
他
お
歴
々
が
列
席
し
、
フ

ロ
イ
ト
の
意
気
込
み
も
生
半
可
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
聴
衆
の

反
応
は
冷
た
か
っ
た
（
と
フ
ロ
イ
ト
は
感
じ
た
）。
ゲ
イ
は
こ
の
講
演
の
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首
尾
に
つ
い
て
、｢

色
鮮
や
か
な
雄
弁
と
科
学
的
謹
直
さ
を
巧
み
に
織
り

交
ぜ
た
彼
の
講
演
も
空
振
り
に
終
わ
っ
た｣

と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
に

し
て
も
フ
ロ
イ
ト
の
落
胆
は
あ
ま
り
に
強
く
、
長
引
き
、
ま
た
聴
衆
に
た

い
す
る
憎
し
み
は
極
端
だ
っ
た
。フ
ロ
イ
ト
は
フ
リ
ー
ス
に
書
い
て
い
る
、

｢

精
神
医
学
界
で
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
病
因
に
関
す
る
講
演
は
、
あ
の
間
抜

け
ど
も
の
と
こ
ろ
で
冷
や
や
か
な
応
対
を
受
け
、
ク
ラ
フ
ト
＝
エ
ビ
ン
グ

か
ら
は
、
科
学
的
な
メ
ル
ヒ
ェ
ン
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
と
い
う
妙
な
評
価

を
頂
戴
し
ま
し
た
。
そ
れ
も
、ひ
と
が
何
千
年
も
前
か
ら
の
問
題
の
解
答
、

ナ
イ
ル
川
の
水
源
を
示
し
て
や
っ
た
あ
と
に
で
す
よ
！
婉
曲
的
に
言
え

ば
、
や
つ
ら
と
は
み
ん
な
絶
好
だ
。）

（（
（

｣

で
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
ど
の
よ
う
な
願
望
を
も
っ
て
こ
の
講
演
に
臨
ん
だ

か
。
そ
れ
は
エ
ル
サ
レ
ム
を
目
前
に
し
た
イ
エ
ス
が｢
石
は
語
る｣

と
語
っ

た
状
況
と
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
次
の
よ
う
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
心
の

考
古
学
者
と
し
て
、
何
人
も
解
き
得
な
か
っ
た
病
の
謎
を
解
き
明
か
し
、

医
学
界
に｢

救
世
主｣

（｢

ユ
ダ
ヤ
の
王｣

？
）
と
し
て
登
場
し
た
自
分
を
、

ひ
と
び
と
は
歓
喜
の
歌
を
歌
い
な
が
ら
迎
え
る
は
ず
だ
・
・
・
。

｢

石
が
語
る｣

の
引
用
が
意
味
す
る
の
は
、
ゲ
イ
の
言
う｢

謹
直
さ｣

と
は
正
反
対
の
、
フ
ロ
イ
ト
の
野
心
で
あ
り
成
功
へ
の
過
信
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
も
し
フ
ロ
イ
ト
が
イ
エ
ス
と
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
た
の
で

は
な
か
っ
た
と
し
て
も
）
（（
（

、
た
だ
く
わ
と
す
き
を
手
に
し
て
土
砂
の
中
に
埋

も
れ
て
い
た
都
市
を
発
掘
し
、
書
か
れ
た
公
の
歴
史
を
塗
り
替
え
て
い
っ

た
考
古
学
者
ら
が
得
た
名
声
と
同
じ
ほ
ど
の
名
声
を
求
め
た
の
で
あ
り
、

フ
ロ
イ
ト
の
常
軌
を
逸
し
た
失
望
と
怒
り
は
、
そ
の
挫
折
に
起
因
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
フ
ロ
イ
ト
を
た
だ
ひ
た
す
ら
真
理
を
追
究
す
る
一
人
の
偉

大
な
天
才
と
し
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
ゲ
イ
や
彼
が
依
拠
し
た
ジ
ョ
ー
ン

ズ
ら
の｢

英
雄｣

主
義
に
た
い
す
る
戒
め
と
し
て
、
記
憶
す
べ
き
こ
と
で

あ
ろ
う
。

こ
の
後
も
、
考
古
学
の
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
の
変
遷
と

と
も
に
そ
の
形
を
変
え
て
い
く
。
し
か
し
こ
れ
を
論
じ
る
の
は
ま
た
次
の

機
会
と
し
、
こ
こ
で
い
っ
た
ん
筆
を
お
き
た
い
。

フ
ロ
イ
ト
か
ら
の
引
用
はG

esam
m

elteW
erke, 18B

ände,S.Fischer Verlag, Frankfurt 
am

 M
ein, 1940-1952

に
よ
っ
た
（
以
下G

W

と
記
す
）。
邦
訳
タ
イ
ト
ル
は
『
フ
ロ
イ

ト
全
集
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年 

―
）
に
準
拠
し
た
。
こ
の
『
フ
ロ
イ
ト
全
集
』
は

G
W

の
ペ
ー
ジ
を
併
記
し
て
い
る
の
で
、
後
者
の
み
記
す
。
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こ
こ
で
言
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い
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生
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と
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フ
ロ
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理
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の
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実
際
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ロ
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は
そ
の
後
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神
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経
学
会
の
い
か
な
る
会
合
に
も
出
席
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

（
20
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も
っ
と
も
ゲ
イ
に
よ
れ
ば
、
フ
ロ
イ
ト
の
最
初
期
の
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子
で
あ
り
、
フ
ロ
イ
ト
家

で
の
会
合
（
後
の
ウ
ィ
ー
ン
精
神
分
析
学
協
会
の
前
身
）
を
提
案
し
た
シ
ュ
テ
ー

ケ
ル
が
自
伝
の
中
で
、
自
分
が｢

フ
ロ
イ
ト
の
使
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で
あ
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フ
ロ
イ
ト
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キ
リ
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で
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っ
た
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と
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し
て
い
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と
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ロ
イ
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〇
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