
は
じ
め
に

古
代
ロ
ー
マ
の
自
由
と
は
な
に
か
。
今
日
手
に
さ
れ
う
る
、
も
っ
と
も

長
大
な
ラ
テ
ン
語
歴
史
叙
述
で
あ
る
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の『
ロ
ー

マ
創
設
以
来
の
歴
史Ab urbe condita libri

』（
以
下
、『
創
設
以
来
』

と
略
記
）
に
は
、
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
私
は
、
す
で
に
自
由
と
な
っ
た
ロ
ー
マ
市
民
の
戦
時
、
平

時
の
事
蹟
を
述
べ
よ
う
と
思
う
。
ロ
ー
マ
は
、
年
ご
と
に
選
ば
れ
た

公
職
者
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
る
、
個
人
よ
り
も
法
が
支
配
す
る
共
同

体
に
な
る(2, 1, 1)

。

原
文
で
はLiberi

（
自
由
な
）
と
い
う
言
葉
で
始
ま
る
、
第
二
巻
の
冒

頭
を
飾
る
こ
の
文
章
は
、
ロ
ー
マ
王
政
の
顛
覆
と
共
和
政
の
樹
立
を
告
げ

る
も
の
で
あ
る
。
二
五
〇
年
に
わ
た
る
王rex

の
支
配
を
逃
れ
て
ロ
ー
マ

市
民
が
獲
得
し
た
「
自リ
ベ
ル
タ
ス
由
」libertas

と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。
歴
史
的
に
い
っ
て
、
古
代
ロ
ー
マ
の
「
自
由
」
が
、
今
日
一
般
的
に

享
受
さ
れ
て
い
る
自
由
（
英
語
で
い
え
ばliberty

やfreedom

）
と
は

異
な
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
ま
た
、
時

を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
と
い
っ
て
も
、
た
と
え
ば
ロ
ー
マ
市
に
隣
接
す
る
ギ

リ
シ
ア
諸
都
市
国
家
、
と
く
に
ア
テ
ネ
の
「
自
エ
レ
ウ
テ
リ
ア
由
」eleuteria

と
は
厳

密
に
同
じ
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
も
あ
き
ら
か
だ
ろ
う
。
古
代
ロ
ー
マ

の
「
自
由
」
と
、
そ
れ
以
外
の
「
自
由
」
と
の
あ
い
だ
に
は
当
然
、
差
異

を
認
め
て
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
近
代
歴
史
学
に
お
け
る
膨
大
な
古
代
ロ
ー

マ
の
「
自
由
」
に
関
す
る
研
究
は
、
す
べ
て
こ
の
差
異
を
め
ぐ
っ
て
の
も

の
で
あ
っ
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
。

だ
が
、
ロ
ー
マ
市
民
一
般
の
「
自
由
」
概
念
を
明
確
に
定
義
し
よ
う
と

（
1
）

テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
、

　
　
　

ス
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歴
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由
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す
る
問
い
は
、
あ
き
ら
か
に
わ
た
し
の
能
力
を
超
え
て
い
る
。
と
い
う
の

も
、
そ
こ
に
は
お
そ
ら
く
、
つ
ね
に
一
般
化
を
妨
げ
、
苦
労
し
て
打
ち
立

て
た
学
説
を
裏
切
る
多
様
性
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
確
実
だ
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
問
い
の
最
初
か
ら
一
般
的
な
「
自
由
」
に
向
か
う
こ

と
は
避
け
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
ず
と
り
か
か
る
べ
き
は
、
あ
る
個
人
が
、「
自

由
」
を
い
か
に
認
識
し
て
い
た
か
で
あ
る
は
ず
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
と
な
る
の
は
、
あ
る
一
個
人
の
認
識
に
す
ぎ
な
い

と
い
う
反
論
は
つ
ね
に
可
能
で
あ
る
し
、
わ
た
し
も
そ
れ
に
同
意
す
る
。

む
し
ろ
、
本
論
の
主
題
は
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
あ
る
。
徹
頭
徹
尾
局
所
的

な
個
人
の
理
想
す
る
「
自
由
」
追
求
に
お
い
て
、
本
論
は
研
究
を
立
ち
あ

げ
る
。
そ
れ
は
、
テ
ク
ス
ト
に
示
さ
れ
た
あ
る
個
人
の
「
自
由
」
認
識
を

明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
そ
こ
に
稀
少
的
に
存
す
る
ロ
ー
マ
市
民
の
普
遍

的
な
「
自
由
」
概
念
を
見
い
だ
す
こ
と
で
あ
る
。

表
題
で
示
唆
し
た
よ
う
に
、
本
論
が
扱
う
の
は
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
『
創
設

以
来
』
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
全
一
四
二
巻
か
ら
な
る
。
ト
ロ
イ
ア

の
英
雄
ア
ン
テ
ノ
ル
と
ア
エ
ネ
ア
ス
が
祖
国
滅
亡
の
の
ち
、
流
浪
の
す
え

イ
タ
リ
ア
に
た
ど
り
つ
い
た
こ
と
に
筆
を
起
こ
し
、
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
帝
の

弟
ド
ル
ゥ
ス
ス
の
死
、
あ
る
い
は
ク
ィ
ン
ク
テ
ィ
リ
ウ
ス
＝
ワ
ル
ス
が
ト

イ
ト
ブ
ル
ク
の
森
で
ゲ
ル
マ
ン
人
に
殺
さ
れ
る
ま
で
（
い
ず
れ
も
紀
元
前

九
年
）
の
歴
史
を
綴
っ
て
い
る
。
今
日
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、

そ
の
う
ち
三
三
巻
（
一
巻
か
ら
一
〇
巻
と
二
一
巻
か
ら
四
一
巻
、
お
よ
び

四
四
、四
五
巻
）
に
す
ぎ
ず
、
の
こ
り
は
写
本
の
断
片
、
帝
政
期
の
作
家

に
よ
る
引
用
や
摘
要
か
ら
、
お
お
よ
そ
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の

み
で
あ
る
。『
創
設
以
来
』
の
歴
史
学
的
信
憑
性
に
つ
い
て
は
、
モ
ム
ゼ

ン
以
来
、一
貫
し
て
留
保
が
付
け
ら
れ
て
き
た
が
、こ
の
テ
ク
ス
ト
が
ロ
ー

マ
共
和
政
の
歴
史
像
を
構
築
す
る
う
え
で
、
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
史
料

の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

著
者
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
、歴
史
学
上
の
特
権
的
な
人
物
で
あ
る
と
同
時
に
、

た
ん
に
ひ
と
り
の
ロ
ー
マ
市
民
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
。本
論
で
は
、

特
に
後
者
に
注
目
す
る
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
、
一
ロ
ー
マ
市
民
リ
ヴ
ィ

ウ
ス
が
そ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
語
っ
た
「
自
由
」
概
念
と
は
い
か
な
る

も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
の
周
囲
を
終
始
め
ぐ
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。

第
一
章　

研
究
史

リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
の
議
論
に
早
急
に
立
ち
入
る
前

に
、
こ
の
考
察
に
関
係
す
る
研
究
を
ひ
と
通
り
押
さ
え
て
お
こ
う
。
さ
し

あ
た
っ
て
、研
究
群
を
ふ
た
つ
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、ロ
ー

マ
共
和
政
時
代
の
自
由
概
念
に
関
す
る
研
究
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、

リ
ヴ
ィ
ウ
ス
当
人
あ
る
い
は
そ
の
歴
史
叙
述
の
研
究
で
あ
る
。

１
．
ロ
ー
マ
共
和
政
期
に
お
け
る
自
由
研
究
史

ひ
と
ま
ず
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
離
れ
、
近
代
の
歴
史
学
者

が
、
ど
の
よ
う
に
ロ
ー
マ
の
「
自
由
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
か
を
み
て

み
よ
う
。
た
と
え
ば
エ
ル
ン
ス
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
は
、『
ロ
ー
マ
人
の
国
家

（
2
）



38

と
国
家
思
想
』
に
お
い
て
、
こ
う
い
っ
て
い
る
。

共
同
体
秩
序
は
、
ロ
ー
マ
人
に
し
て
み
れ
ば
、
人
間
生
来
の
不
平
等

と
、
そ
こ
か
ら
来
る
上
下
関
係
を
顧
慮
せ
ず
に
は
想
像
も
つ
か
な

か
っ
た
。
家
族
の
間
で
両
親
と
子
供
た
ち
は
同
等
で
は
な
く
、
責
任

を
も
っ
て
家
族
内
の
事
柄
を
切
り
盛
り
す
る
の
は
、
当
然
、
家
父
長

の
役
目
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
に
必
要
な
権
威
を
持
つ
し
、
ま
た
、
持

た
ざ
る
を
え
な
い
。同
様
に
、公
的
社
会
的
生
活
に
お
け
る
市
民
個
々

人
の
地
位
も
、
市
民
ご
と
に
す
べ
て
同
等
な
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で

も
当
人
の
高
邁
な
見
識
、
経
験
、
判
断
力
、
彼
の
堅
実
で
気
力
に
溢

れ
る
性
格
、
彼
の
ゆ
た
か
な
知
識
、
彼
の
責
任
感
、
彼
の
ひ
ろ
く
卓

越
し
た
人
格
の
故
に
、
お
の
ず
と
指
導
的
役
割
が
帰
す
る
人
が
存
在

す
る
も
の
で
あ
る
。

マ
イ
ヤ
ー
は
ギ
リ
シ
ア
の
自
由
と
の
ち
が
い
を
、
不
平
等
性
の
容
認
に

み
て
や
や
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
不
平
等
性
を
担
保
す
る

概
念
と
し
て
、
彼
は
ア
ウ
ク
ト
リ
タ
ス
（「
権
威
」）
を
あ
げ
る
。

ア
ウ
ク
ト
ー
リ
タ
ー
ス
も
、
ロ
ー
マ
人
の
考
え
で
は
自
由
に
対
す
る

不
可
欠
の
補
完
で
あ
り
、
両
者
は
互
い
に
対
を
な
し
て
初
め
て
存
立

す
る
。
他
人
の
ア
ウ
ク
ト
ー
リ
タ
ー
ス
に
服
す
る
こ
と
は
リ
ー
ベ
ル

タ
ー
スlibertas

〔
自
由
〕
の
制
約
で
は
な
く
、
反
対
に
自
由
の
保

障
で
あ
る
。
…
ロ
ー
マ
の
自
由
概
念
は
、
服
従
と
上
下
関
係
に
よ
る

必
然
的
制
約
を
も
つ
点
で
、
万
人
の
平
等
な
自
由
、
平
等
な
権
利
と

い
う
ギ
リ
シ
ア
的
概
念
と
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
規
律
が

ロ
ー
マ
人
の
目
に
は
国
家
に
と
っ
て
不
可
欠
の
基
礎
で
あ
っ
た
。
ギ

リ
シ
ア
民
主
政
治
と
、
あ
の
全
市
民
の
平
等
、
あ
の
あ
ら
ゆ
る
身
分

的
特
権
や
個
人
的
特
権
の
排
除
は
、ロ
ー
マ
人
に
は
不
可
解
で
あ
り
、

お
ぞ
ま
し
い
か
ぎ
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
も
は
や
国
家
的
秩
序
な

ど
で
は
な
く
、
無
政
府
状
態
で
あ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
人
は
国
家
内
の

あ
ま
り
の
自
由
の
た
め
に
国
家
の
自
由
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

る
。
完
全
に
誰
で
も
が
、
身
分
の
上
下
、
貧
富
の
差
、
識
見
の
有
無

に
か
か
わ
り
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
と
も
な
見
解
や
ら
、
見
当
外
れ

の
意
見
を
国
事
に
つ
い
て
持
っ
て
よ
い
ば
か
り
か
、
公
表
さ
え
許
さ

れ
る
建
前
だ
と
い
う
の
は
、
ロ
ー
マ
人
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
思
想

で
あ
っ
た
。
…

こ
の
考
察
の
妥
当
性
の
検
討
は
あ
と
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、も
う
ひ
と
つ
、

ほ
か
の
例
を
提
示
し
て
み
よ
う
。
う
え
に
あ
げ
た
マ
イ
ヤ
ー
に
加
え
、
ブ

ラ
イ
ケ
ン
や
ラ
ー
フ
ラ
ウ
プ
ら
に
よ
る
近
年
の
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
た

南
川
高
志
に
よ
る
『
ロ
ー
マ
皇
帝
と
そ
の
時
代
』
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
人
に
と
っ
て
の
「
自
由
」、
と
り
わ
け
政
治
的
「
自
由
」
と

は
、
ポ
リ
ス
共
同
体
の
成
員
の
平
等
を
前
提
と
す
る
古
典
期
ア
テ
ナ

イ
の
政
治
的
自
由
の
ご
と
き
も
の
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。

ロ
ー
マ
人
の
「
自
由
」
と
は
市
民
平
等
の
権
利
や
制
約
を
も
た
ぬ
意

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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思
で
は
な
く
、
自
ら
が
生
活
す
る
国
家
・
社
会
の
秩
序
に
従
っ
た
う

え
で
実
現
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
物
の
公
私
両
面
に
お

け
る
地
位
の
違
い
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
「
自
由
」
は
異
な
る
の
で

あ
り
、
政
治
に
つ
い
て
は
、
家
柄
や
功
績
の
点
で
抜
き
ん
で
た
人
び

と—
「
権
威
」
を
持
つ
貴
族
た
ち—

に
理
性
を
も
っ
て
自
発
的

に
従
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
、
一
般
市
民
の
「
自
由
」
は
達
成
さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
た
ち
は
民
会
で
政
治

生
活
に
関
与
は
し
え
た
も
の
の
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
政
治
的
自
由
と

は
能
動
的
な
政
治
参
加
と
い
う
よ
り
も
「
権
威
」
を
持
つ
指
導
者
を

選
ぶ
の
み
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
政
治
的
自
由
は
貴
族
、
元
老
院
議
員

な
ど
少
数
の
者
に
の
み
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。一
般
市
民
の「
自

由
」
と
は
、
せ
い
ぜ
い
命
令
権
の
保
持
者
の
恣
意
的
な
行
為
か
ら
保

護
さ
れ
る
点—

プ
ロ
ー
ウ
ォ
カ
ー
テ
ィ
オ
ー
（
提
訴
権
）
や
護
民

官
の
役
割
を
想
起
せ
よ—

で
実
現
さ
れ
る
程
度
で
し
か
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
ロ
ー
マ
人
の
「
自
由
」
と
は
、
き
わ
め
て
独
特
な
も

の
と
い
え
よ
う
。
彼
ら
の
い
う
「
自
由
」、す
な
わ
ち
リ
ー
ベ
ル
タ
ー

ス
は
、「
権
威
」
ア
ウ
ク
ト
ー
リ
タ
ー
ス
と
両
立
で
き
る
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
自
由
」
の
概
念
の
貴
族
主
義
的
性
格
は
、

そ
れ
が
本
来
王
政
に
対
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
た
か
ら
で

あ
っ
た
。
紀
元
前
六
世
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
に
エ
ト
ル
リ
ア
人
の
王
を

追
放
し
て
共
和
政
を
樹
立
し
た
の
は
貴
族
で
あ
り
、
彼
ら
の
指
導
の

も
と
で
ロ
ー
マ
は
国
家
の
制
度
を
整
え
、
ロ
ー
マ
市
民
の
「
自
由
」

を
確
保
す
る
形
式
を
作
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。「
自
由
」
は
そ

う
し
た
状
況
の
な
か
で
観
念
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

ほ
か
に
も
、ミ
ラ
ー
の
よ
う
に
、隣
接
す
る
ギ
リ
シ
ア
都
市
国
家
の
「
自

由
」eleuteria

と
比
較
し
て
、
よ
り
ギ
リ
シ
ア
（
と
く
に
ア
テ
ネ
）
的

な
民
主
的
「
自
由
」
を
想
定
す
る
よ
う
な
例
も
認
め
ら
れ
る
。
ポ
リ
ュ
ビ

オ
ス
に
依
拠
し
つ
つ
、
民
会
で
の
市
民
の
役
割
を
重
視
す
る
こ
の
考
察
は

重
要
な
論
点
を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
ラ
ー
フ
ラ
ウ
プ
の
指

摘
を
あ
げ
て
お
く
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、ギ
リ
シ
ア
的
な「
自

由
」
と
ロ
ー
マ
的
「
自
由
」
を
安
易
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
常
識
的
に
考
え
て
、
該
博
な
知
識
を
も
つ
ミ
ラ
ー
な

ら
と
も
か
く
、
我
々
が
徹
底
し
た
網
羅
的
検
討
抜
き
に
ギ
リ
シ
ア
と
ロ
ー

マ
市
の
同
一
性
を
指
摘
す
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

ま
た
、
ラ
ー
フ
ラ
ウ
プ
は
、「
ロ
ー
マ
に
お
い
て
、
一
般
に
、「
個
人
的

-

私
的
な
」
自
由
概
念
を
「
公
共
的-

政
治
的
な
」
自
由
概
念
に
適
用
可

能
か
ど
う
か
は
、
つ
ね
に
文
脈
に
応
じ
て
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
指

摘
し
て
お
り
、
そ
の
区
別
を
適
用
す
る
こ
と
が
、
ロ
ー
マ
市
民
の
「
自
由
」

認
識
の
研
究
に
決
定
的
な
変
革
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
そ

の
点
に
関
し
て
、
南
川
が
、
引
用
の
冒
頭
で
「「
自
由
」、
と
り
わ
け
政
治

的
「
自
由
」
と
は
…
」
と
、
考
慮
に
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
鑑
み
て
も
、

氏
の
説
明
は
、
若
干
ラ
ー
フ
ラ
ウ
プ
寄
り
の
見
解
だ
と
い
え
る
。
だ
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
を
お
お
む
ね
ロ
ー
マ
共
和
政
下
の
「
自
由
」
に
関

す
る
最
大
公
約
数
的
な
説
明
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。

（
8
）

（
7
）

（
9
）
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引
用
し
た
両
論
考
が
共
通
し
て
あ
げ
る
、
ロ
ー
マ
市
民
の
「
自
由
」
認

識
の
特
異
性
は
、「
自
由
」
概
念
が
「
権
威
」auctoritas

概
念
と
《
両
立
》

し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
る
。実
際
、ロ
ー
マ
に
お
い
て「
自
由
」と「
権
威
」

は
《
両
立
》
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
論
者
が
用
い
る
《
両
立
》
と
い
う

表
現
が
妥
当
か
ど
う
か
は
措
く
と
し
て
、
少
な
く
と
も
、「
自
由
」
と
「
権

威
」
を
関
連
さ
せ
て
考
察
す
る
必
要
を
示
し
て
い
る
点
で
重
要
な
指
摘
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、リ
ヴ
ィ
ウ
ス
を
一
読
し
た
か
ぎ
り
で
残
る
印
象
は
、

確
か
に
、「
自
由
」
と
「
権
威
」
と
の
奇
妙
に
密
接
な
関
係
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
諸
研
究
が
結
論
と
し
て
示
し
て
い
る
、「
規
律
と
服
従
に
縛
ら

れ
た
自
由
」
と
か
、「
せ
い
ぜ
い
命
令
権
の
保
持
者
の
恣
意
的
な
行
為
か

ら
保
護
さ
れ
る
点
で
実
現
さ
れ
る
程
度
で
し
か
な
か
っ
た
」
な
ど
の
否
定

的
な
評
価
は
、あ
ま
り
役
に
は
立
た
な
い
。
ロ
ー
マ
市
民
は
あ
き
ら
か
に
、

彼
ら
自
身
の「
自
由
」を「
自
由
」と
し
て
謳
歌
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
自

由
」
と
「
権
威
」
が
き
わ
め
て
密
接
に—

こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
親
密

に—

か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
今
日
的
な
自
由
認
識
か
ら
み

れ
ば
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
評
価
を
下
し
た
く
も
な
る
の
だ
が
、
そ
の
前
に
、
そ

れ
を
単
に
差
異
と
し
て
受
け
入
れ
、
な
ぜ
ロ
ー
マ
市
民
が
そ
の
よ
う
な
状

態
を
「
服
従
」
だ
と
か
「
そ
の
程
度
の
」
な
ど
と
感
じ
る
こ
と
な
く

0

0

0

0

0

0

0

た
ん

に
「
自
由
」
と
し
て
享
受
し
謳
歌
し
た
の
か
、
我
々
は
そ
れ
を
問
題
に
す

べ
き
だ
ろ
う
。
実
際
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
王
政
時
代
の
歴
史
を
述
べ
た
第
一

巻
に
お
い
て
、
こ
う
い
っ
て
い
る
。

サ
ビ
ニ
起
源
の
者
た
ち
は
、
タ
テ
ィ
ウ
ス
王
の
死
以
来
、
彼
ら
の
側

に
王
を
抱
か
な
か
っ
た
の
で
、
彼
ら
が
同
等
の
権
利
を
有
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
が
持
っ
て
い
る
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
を
失
う
こ

と
を
恐
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
王
は
彼
ら
の
側
か
ら
選
ば
れ
る
こ
と
を

望
ん
だ
。
ロ
ー
マ
起
源
の
者
た
ち
は
、
外
人
の
王
と
い
う
考
え
を
は

ね
つ
け
た
。
だ
が
、
人
び
と
の
意
向
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
、
王
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
が
、彼
ら
の
自
発
的
な
意
志
な
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
か
れ
ら
は
い
ま
だ
甘
い
自
由
と
い
う
も
の
を
味
わ
っ

た
こ
と
が
な
い
か
ら
だ(1, 17, 2-3)

。

こ
の
記
述
が
、
暗
黙
に
共
和
政
か
ら
元
首
政
に
い
た
る
自
分
の
時
代
の

政
治
的
状
況
を
是
と
し
、
類
推
的
に
王
政
時
代
の
そ
れ
を
否
定
的
に
判
断

す
る
よ
う
な
遠
近
法
的
倒
錯
に
陥
っ
て
い
る
、
と
い
う
評
価
を
下
す
の
は

た
や
す
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
嘲
笑
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
現
実

的
に
は
ほ
と
ん
ど
不
可
避
で
あ
っ
て
、
我
々
が
そ
の
よ
う
な
配
置
か
ら
免

れ
て
い
る
と
は
到
底
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
リ
ヴ
ィ
ウ

ス
が
こ
の
記
述
を
行
っ
た
と
き
、
今
日
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
た
ち
こ
そ

「
自
由
」
で
あ
る
、
と
感
じ
て
い
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
先
の
引
用
の
後
半
部
に
お
け
る
説
明
に
も
、
疑
問
を
呈
さ
ざ
る

を
え
な
い
。
ロ
ー
マ
市
民
の
「
自
由
」
が
「
権
威
」
と
密
接
に
関
わ
り
あ
っ

て
い
た
が
ゆ
え
に
「
貴
族
主
義
的
性
格
」
を
も
っ
た
、
と
い
う
指
摘
に
ゆ

ず
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
「
本
来
王
政
に
対
置

す
る
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
」、
な
お
か
つ
王
政
を
打
倒
し
た
「
貴
族
」

の
指
導
の
も
と
で
「
自
由
」
概
念
を
形
成
し
た
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
説



41 【論説】ティトゥス・リヴィウス、ストア的歴史家の自由概念

明
は
は
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
、
ロ
ー
マ
市
民
が
獲
得
し
た
「
自
由
」
は
王
政
の
打
倒
に

よ
っ
て
得
ら
れ
た
。
そ
の
打
倒
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
た
の
が
パ
ト
リ
キ

patricii
、
あ
る
い
は
後
に
パ
ト
リ
キ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
人
物
た

ち
で
あ
っ
た
こ
と
も
疑
い
よ
う
が
な
い
。
ま
た
、
あ
と
で
分
析
す
る
よ
う

に
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
、「
王
政regnum

」
あ
る

い
は
「
王rex

」
と
い
う
言
葉
は
「
自
由
」
と
は
な
は
だ
し
く
対
立
す
る

も
の
と
し
て
明
白
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
今
日
の
共
和
政
最
初
期

の
歴
史
研
究
が
あ
き
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
王
政
打
倒
当
時
に

「
パ
ト
リ
キ
」
と
呼
ば
れ
る
カ
ー
ス
ト
化
さ
れ
た
身
分
層
が
明
確
に
存
在

し
て
い
た
か
ど
う
か
は
き
わ
め
て
不
確
実
で
あ
る
。
ま
た
、
王
政
打
倒
直

後
に
「
コ
ン
ス
ク
リ
プ
テ
ィconscripti

（
語
義
的
に
は 

共
に
登
録
さ

れ
た
者
た
ち 

の
意
）」
と
呼
ば
れ
る
、
経
済
的
に
は
ほ
と
ん
ど
パ
ト
リ
キ

と
変
わ
ら
な
い
力
を
も
っ
て
い
た
ロ
ー
マ
市
民
が
元
老
院
議
員
と
し
て
追

加
登
録
さ
れ
、
コ
ン
ス
ルconsul

に
も
就
任
し
た
、
と
い
う
指
摘
が
あ

る
以
上
、
彼
ら
が
、
王
政
打
倒
に
一
役
買
っ
た
と
い
う
推
測
が
き
わ
め
て

自
然
に
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
共
和
政
初
期
段
階
に
お
け
る
パ
ト
リ

キ
の
権
勢
を
過
大
評
価
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、今
日
主
流
で
あ
る
ロ
ー
マ
共
和
政
に
お
け
る
「
自
由
」

研
究
は
、
当
の
研
究
が
提
示
し
た
「
自
由
」
概
念
の
特
異
性
で
あ
る
、「
権

威
」
概
念
と
の
密
接
な
関
わ
り
の
理
由
を
十
全
に
示
し
え
て
は
い
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
に
あ
た
り
、
上
述
の
議

論
は
肯
定
で
き
る
部
分
、
批
判
す
べ
き
部
分
の
両
者
を
含
め
て
有
意
義
な

も
の
で
あ
る
。「
自
由
」
と
「
権
威
」
の
密
接
な
関
連
を
明
示
す
る
に
は

こ
の
あ
と
の
分
析
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
以
下
の
二

点
に
関
し
て
は
、
共
通
認
識
が
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

Ⅰ
．「
自
由
」
と
い
う
用
語
を
、
個
別
に
考
察
す
る
こ
と
を
避
け
る
。

た
と
え
ば
、
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
「
権
威
」
な
ど
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス

の
テ
ク
ス
ト
上
で
「
自
由
」
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
別
の
用
語

と
の
関
係
に
お
い
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
用
語
と
「
自
由
」

と
い
う
用
語
の
差
異
に
お
い
て
、「
自
由
」
を
捉
え
る
努
力
を
払
わ

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

Ⅱ
．
今
日
の
自
由
概
念
と
、
ロ
ー
マ
共
和
政
時
代
の
「
自
由
」
概
念
の

区
別
の
徹
底
。
す
な
わ
ち
、
古
代
ロ
ー
マ
の
「
自
由
」
を
考
察
す
る

際
に
、
今
日
の
自
由
観
を
不
当
に
侵
入
さ
せ
る
こ
と
を
避
け
る
と
い

う
こ
と
。
で
き
る
か
ぎ
り
類
推
的
な
判
断
を
避
け
、
テ
ク
ス
ト
に
現

れ
る
記
述
に
最
大
限
の
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

２
．
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
、
あ
る
い
は
そ
の
歴
史
叙
述
に
関
す
る
研
究
史

さ
て
、も
う
ひ
と
つ
の
研
究
群
を
忘
れ
ず
に
概
観
し
て
お
こ
う
。リ
ヴ
ィ

ウ
ス
当
人
、
あ
る
い
は
『
創
設
以
来
』
に
つ
い
て
、
近
代
の
歴
史
学
は
ど

の
よ
う
に
語
っ
て
き
た
の
か
。
教
科
書
的
に
確
認
す
る
な
ら
、
一
般
的
に

了
解
さ
れ
て
い
る
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
像
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
、
北
イ
タ
リ
ア
の
、
手
工
業
が
さ
か
ん
な
富
裕
都
市
パ

タ
ウ
ィ
ウ
ム
で
生
ま
れ
（
紀
元
前
五
九
年
）、そ
こ
で
没
し
た
（
後
一
七
年
）

（
10
）

（
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）（
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と
さ
れ
、一
生
の
大
半
を
ロ
ー
マ
市
で
す
ご
し
、三
十
二
歳
の
年
か
ら
『
創

設
以
来
』
を
十
巻
ず
つ
ま
と
め
て
刊
行
し
、
全
一
四
二
巻
す
べ
て
を
刊
行

し
て
生
涯
を
終
え
た
。
彼
は
パ
タ
ウ
ィ
ウ
ム
の
貴
族
階
級
か
、
騎
士
階
級

の
出
自
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
ロ
ー
マ
市
民
権
を
も
つ
、
れ
っ
き
と
し
た

ロ
ー
マ
市
民
で
あ
っ
た
が
、
と
く
に
政
治
家
お
よ
び
軍
人
の
経
験
が
あ
る

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、『
創
設
以
来
』
以
外
に
も
、
セ
ネ
カ
の
書

簡
な
ど
か
ら
、
哲
学
、
あ
る
い
は
弁
論
術
の
著
作
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
は
や
く
に
散
逸
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
彼
の
哲
学
的
素
養
に
か
ん
し
て
、
当
時
の
教
養
人
の
域
を
出
な
か
っ

た
と
す
る
説
、
ス
ト
ア
哲
学
に
造
詣
が
深
か
っ
た
と
す
る
説
が
あ
る
。

歴
史
学
に
お
い
て
は
、
当
然
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
像
は
、

そ
の
著
作
、『
創
設
以
来
』
の
実
証
的
価
値
に
関
連
付
け
て
語
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
も
っ
ぱ
ら
近
代
の
歴
史
学
を
基
準
と
し
た
観
点
か
ら
み
て
、
歴

史
家
と
し
て
い
か
に
適
格
で
あ
っ
た
か
に
議
論
が
集
中
す
る
こ
と
に
な

る
わ
け
だ
。
そ
の
点
で
い
え
ば
、
彼
は
、
た
と
え
ば
プ
ル
タ
ル
コ
ス
や
ポ

リ
ュ
ビ
オ
ス
な
ど
の
歴
史
家
と
比
較
し
て
、
と
く
に
芳
し
い
評
価
を
え
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
世
紀
に
、
と
り
わ
け
モ
ム
ゼ
ン
や
ニ
ッ

セ
ン
ら
に
よ
っ
て
『
創
設
以
来
』
の
歴
史
的
信
憑
性
に
疑
問
符
が
つ
け
ら

れ
て
以
来
、
膨
大
な
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る

決
定
的
な
回
答
が
得
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
近
年
で
は
、
議
論
は
む
し
ろ
活

発
な
様
相
を
呈
し
て
さ
え
い
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
同

時
代
人
に
向
け
た
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
「
愛
国
心
」
や
「
修
辞
的
」
な

効
果
を
期
待
し
た
粉
飾
あ
る
い
は
改
組
の
可
能
性
で
あ
り
、
信
憑
性
の
低

い
、
あ
る
い
は
捏
造
の
可
能
性
の
あ
る
史
料
を
典
拠
と
し
た
際
に
歴
史
家

と
し
て
必
要
な
批
判
的
態
度
が
あ
っ
た
か
否
か
、
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
自

身
の
政
治
的
信
念
あ
る
い
は
党
派
性
が
歴
史
解
釈
に
影
響
を
与
え
た
か
否

か
（
ウ
ォ
ル
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
彼
の
政
治
的
態
度
は
親
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
派

で
あ
り
、
す
な
わ
ち
保
守
派
で
あ
っ
た
と
い
う
）、
な
ど
で
あ
る
。
傾
向

と
し
て
は
、
信
憑
性
を
疑
う
研
究
者
が
、
よ
り
積
極
的
に
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
像

を
提
示
し
て
い
る
の
が
み
て
と
れ
よ
う
。
近
年
で
は
、
考
古
学
の
発
掘
の

成
果
か
ら
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
限
ら
ず
、
古
代
の
歴
史
叙
述
の
信
頼
性
は
よ

り
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
信
憑
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
究
極
的
な

一
致
を
み
る
の
は
、
ま
だ
当
分
先
の
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
議
論
は
、
基
本
的
に
は
歴
史
叙
述
家
が
参
照
し
た
典
拠
の
信
憑
性
（
お

よ
び
そ
れ
を
採
用
す
る
叙
述
家
の
態
度
）
の
問
題Q

uellenkritik

に
行

き
着
く
の
だ
が
、
本
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
を
過
度
に
意
識
す
る
必

要
は
な
い
。
あ
る
記
述
が
仮
に 

無
断 

引
用
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
採

用
し
た
の
が
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
ま
し
て
、
研
究
者
が
い
う
よ
う
に
、
彼
が
、
と
き
に
そ
の
典
拠
を
修

辞
的
に
粉
飾
し
た
と
い
う
の
な
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、

自
身
の
記
述
を
説
得
的
に
綴
ろ
う
と
い
う
彼
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
認

め
て
よ
い
の
で
あ
る
。

本
論
は
こ
の
よ
う
な
論
争
の
結
果
（
目
的
）
と
直
接
関
係
し
て
い
な

い
。
研
究
者
が
提
示
す
る
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
像
に
関
し
て
だ
が
、
一
九
世
紀
以

来
二
世
紀
に
わ
た
っ
て
揺
れ
動
い
て
い
る
も
の
を
前
提
に
テ
ク
ス
ト
の
検

証
を
進
め
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
わ
た
し
は
そ
の
よ
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う
な
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
像
に
懐
疑
的
で
あ
る
。
歴
史
叙
述
の
信
憑
性
を
問
う
た

め
に
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
像
を
構
築
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
像

そ
の
も
の
を
少
な
か
ら
ず
歪
曲
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々

は
、
い
っ
た
ん
人
格
化
さ
れ
た
著
者
像
か
ら
離
れ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
分
析

か
ら
出
発
す
る
と
い
う
態
度
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
際
に

彼
ら
の
提
示
し
た
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
像
は
、
こ
の
考
察
の
よ
き
道
標
と
な
っ
て

く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
自
由
」
概
念
の
考
察
は
、
今
日
の
諸
研
究
の

成
果
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
た
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
党
派
的
な
意
図
、
プ
ラ
グ
マ

テ
ィ
ッ
ク
な
意
図
、
修
辞
的
な
意
図
、
あ
る
い
は
た
ん
に
無
批
判
に
史
料

を
採
用
す
る
と
い
う
行
為
の
な
か
に
潜
む
非
意
図
的
な
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
意

志
に
こ
そ
、
向
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章　

リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
諸
用
語
の
配
置

冗
長
な
問
題
設
定
が
続
い
た
が
、
よ
う
や
く
テ
ク
ス
ト
の
分
析
に
入
る

こ
と
が
で
き
る
。
さ
て
、
現
存
す
る
『
創
設
以
来
』
に
お
い
て
、「
自
由

libertas

」「
自
由
なliber

」
あ
る
い
は
「
自
由
に
す
るlibero

」
な
ど
、

派
生
的
な
語
も
含
め
て
「
自
由
」
な
る
用
語
が
九
四
七
回
登
場
す
る
。
こ

の
な
か
に
は
、
今
日
我
々
が
用
い
て
い
る
諸
言
語
で
は
明
確
に
区
別
さ
れ

て
い
る
、「
子
ど
も
た
ち
」
を
意
味
す
るliberi

や
、「
書
物
」
や
「
記
録
」

を
意
味
す
るliber

な
ど
、
外
形
上
の
区
別
が
不
可
能
な
用
語
が
含
ま
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
の
語シ
ニ
フ
ィ
ア
ン

の
外
形
上
の
同
型
性
は
、libertas

と
い
う

ラ
テ
ン
語
が
ど
の
よ
う
な
射
程
を
も
っ
て
い
た
か
を
考
え
る
う
え
で
、
き

わ
め
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
が
ゆ
え
に
、
捨
象
し
て
考
え
る
べ

き
で
は
な
い
。

冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
、
王
政regnum

の
顛

覆
と
と
も
に
ロ
ー
マ
市
民
の
「
自
由
」
の
歴
史
が
始
ま
る
、
と
い
っ
て
い

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
と
り
わ
け
、
こ
の
あ
た
り
の
記
述
を
検
証
す
る
こ
と
は

重
要
で
あ
る
。
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
、
前
三
九
〇
年
の
ガ
リ
ア
人
に
よ
る
ロ
ー

マ
市
占
拠
以
降
の
歴
史
を
叙
述
し
た
六
巻
の
冒
頭
に
新
た
な
序
文
を
置
い

て
お
り
、
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

ロ
ー
マ
市
が
建
設
さ
れ
て
以
来
、〔
ガ
リ
ア
人
に
〕
占
拠
さ
れ
る
ま

で
の
あ
い
だ
に
、
ロ
ー
マ
人
が
、
最
初
は
王
た
ち
の
も
と
で
、
つ
い

で
コ
ン
ス
ル
と
デ
ィ
ク
タ
ー
ト
ル
、
そ
し
て
一
〇
人
委
員
と
コ
ン
ス

ル
格
ト
リ
ブ
ー
ヌ
ス
の
も
と
で
行
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
母
市
外
で

の
戦
争
と
、
母
市
内
で
の
紛
争
を
、
わ
た
し
は
五
つ
の
巻
に
記
し
た
。

わ
た
し
の
記
し
た
こ
と
は
、
遠
く
離
れ
た
物
事
を
記
述
す
る
の
が
困

難
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
ま
り
の
古
さ
の
た
め
非
常
に
曖
昧
模
糊
と
し

て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
真
実
に
値
す
る
も
の
だ
け
を
守
り
伝
え

る
記
録
が
こ
の
時
代
を
通
じ
て
少
な
く
、
ま
た
た
と
え
神
官
た
ち
の

記
録
や
そ
の
他
の
公
的
・
私
的
な
文
書
に
何
ら
か
の
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
た
と
し
て
も
、
母
市
が
焼
け
た
と
き
に
大
部
分
が
消
失
し
た
こ

と
も
、
こ
の
曖
昧
さ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
引
き
続
き
わ
た
し
が

記
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
ま
る
で
根
元
か
ら
切
ら
れ
た
木
が
芽
を

出
し
て
生
長
す
る
よ
う
に
、
第
二
の
起
源
か
ら
、
前
に
も
ま
し
て
鬱

（
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勃
と
再
生
し
た
ロ
ー
マ
市
の
、
い
っ
そ
う
栄
光
に
満
ち
、
よ
り
確
か

に
伝
わ
る
事
蹟
で
あ
る
（6, 1, 1-3

）。

つ
ま
り
、
創
設
か
ら
前
三
九
〇
年
ま
で
の
古
い
時
代
の
歴
史
の
再
現
に

積
極
的
な
ハ
リ
カ
ル
ナ
ッ
ソ
ス
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
な
ど
の
歴
史
叙
述

と
ち
が
い
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
、
記
録
の
少
な
さ
に
応
じ
た
慎
ま
し
い
分
量

し
か
割
り
当
て
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
巻
か
ら
第
五
巻

ま
で
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
そ
の
典
拠
と
し
て
、「
最
古
の
典
拠
」
と
呼
ば
れ

る
前
三
世
紀
末
の
ク
ィ
ン
ク
テ
ィ
ウ
ス
・
フ
ァ
ビ
ウ
ス
・
ピ
ク
ト
ル
お
よ

び
カ
ル
プ
ニ
ウ
ス
・
ピ
ソ
、
さ
ら
に
は
、
い
わ
ゆ
る
後
期
年
代
記
作
家
と

呼
ば
れ
る
、
前
一
世
紀
の
ガ
イ
ウ
ス
・
リ
キ
ニ
ウ
ス
・
マ
ケ
ル
、
ヴ
ァ
レ

リ
ウ
ス
・
ア
ン
テ
ィ
ア
ス
、
お
よ
び
ク
ィ
ン
ク
テ
ィ
ウ
ス
・
ア
エ
リ
ウ
ス
・

ト
ゥ
ベ
ロ
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
元
来
、
後
期
年
代
記
作
家
は
、
自
分
の

所
属
す
る
氏
族gentes

に
都
合
の
よ
い
捏
造
を
行
っ
た
と
さ
れ
、
そ
れ

ゆ
え
、
き
わ
め
て
評
判
が
悪
い
。
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
、
そ
れ
ら
の
著
作
を
疑

い
、
数
あ
る
著
作
者
の
意
見
の
不
一
致
を
嘆
き
な
が
ら
も
、
な
か
で
も
整

合
性
の
高
そ
う
な
意
見
を
選
択
し
て
歴
史
を
叙
述
し
て
い
る
の
が
み
て
と

れ
る
。
ま
た
、
第
一
巻
の
序
言
で
記
し
て
い
る
と
お
り
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
、

自
分
の
時
代
（
紀
元
前
後
一
世
紀
）
に
伝
わ
る
伝
承
に
つ
い
て
、「
真
実

に
値
す
る
歴
史
的
な
証
拠
を
基
礎
と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
現
在
に
基
礎

を
置
き
、
詩
的
な
伝
説
に
よ
っ
て
粉
飾
さ
れ
て
い
る
」
と
評
価
し
、「
そ

れ
を
（
真
実
と
し
て
）
確
認
す
る
つ
も
り
も
な
け
れ
ば
否
定
す
る
つ
も
り

も
な
い
」
と
述
べ
、
伝
承
を
詳
し
く
述
べ
る
の
は
、
そ
こ
に
追
究
さ
れ
る

べ
き
精
神
的
な
価
値
が
あ
る
か
ら
だ
、
と
強
調
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
実
証
的
な
評
価
は
と
も
か
く
、
彼
は
、
自
分
の
時
代
に
伝
わ
る
古
い

伝
承
が
ロ
ー
マ
市
民
の
思
考
を
あ
る
程
度
理
念
化
し
て
伝
え
て
い
る
と
み

な
し
、
そ
れ
を
自
著
に
反
映
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、

ロ
ー
マ
市
の
最
初
の
時
代
を
扱
う
部
分
に
は
、
曖
昧
な
記
憶
し
か
伝
わ
っ

て
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
だ
け
、
彼
個
人
の
理
念
的
な
意
図
が
色
濃
く
、

そ
し
て
シ
ン
プ
ル
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
く
、
本
論
に
と
っ
て

は
都
合
が
よ
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
と
く
に
ロ
ー
マ
創
設
か
ら
王
政
顛
覆
ま
で

を
描
く
一
巻
か
ら
、
平
民
お
よ
び
パ
ト
リ
キ
の
政
治
闘
争
を
描
い
た
一
〇

巻—

闘
争
の
帰
結
で
あ
る
前
二
八
七
年
の
ホ
ル
テ
ン
シ
ウ
ス
法
成
立
の

直
前—

ま
で
に
注
目
し
つ
つ
、
全
体
を
見
渡
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
碩
学
ラ
ー
フ
ラ
ウ
プ
の
い
う
、
政
治
的
（
公
的
）
な
自
由

と
個
人
的
（
私
的
）
な
自
由
と
の
区
別
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
わ
た
し

に
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
不
要
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、

本
論
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
に
登
場
す
る
人
物
が
各
自
ど
の

よ
う
な
「
自
由
」
観
を
抱
い
て
い
る
か
で
は
な
く
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
個
人
の

考
え
る
「
自
由
」
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

１
．
「
自

リ
ベ
ル
タ
ス由
」
の
位
置

い
よ
い
よ
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
テ
ク
ス
ト
の
検
証
に
入
ろ
う
。「
自
由
」

概
念
の
射
程
を
見
定
め
る
こ
と
は
、
そ
の
語
と
隣
り
合
う
別
の
用
語
と
の

関
係
を
見
定
め
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
一
巻
か
ら
一
〇
巻
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に
い
た
る
記
述
か
ら
、「
自
由
」
と
関
わ
る
用
語
を
抜
き
出
し
た
結
果
、

以
下
の
語
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
（
登
場
順
、
数
字
は
回
数
／
総
数

二
五
四
回
）。

甘
美
な
・
好
ま
し
いdulcedis(3), 

祖
国patria(8), 

市
民

populus(9), 
未
熟
なim

m
aturus(1), 

成
熟
し
たm

aturus(1), 

擁

護
者vindex(4), 
確
実
なsolidum

(1), 

平
民plebs(9), 

市
民
団

civitas(8), 

寛
容
なtolerabilis(1), 

抑
え
る
・
上
に
立
つprem

o(1), 

頭
・
兆
しcaput(3), 
声voces(2), 

護
民
官tribunus(1), 

分
離

secessio(1), 

砦m
unim

entum
(1), 

保
護
・
砦praesidium
(1), 

過

度
のnim

ius(1), 

徳virtus(1), 
母
市urbe(2), 

選
挙suffragium

(6), 

節
度m

odus(1), 

平
等
のaequalis(2), 
擁
護custodia(1), 

共
同

体publica(1), 

援
助auxilium

(1), 

特
権praem

ium
(1), 

援
助

stabilim
en(1), 

擁
護
す
るdefenso(1)

な
ど
。

こ
こ
に
あ
げ
た
語
は
、
す
べ
て
文
字
ど
お
り
「
自
由
」
用
語
の
左
右

両
隣
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
（
若
干
の
前
置
詞ad

やin
な
ど
が
挟
ま

れ
る
も
の
も
含
む
）。
書
く
こ
と
の
特
性
上
、
不
可
避
的
に
生
じ
る
〈
両

隣
〉
に
配
置
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
用
語
は
「
自
由
」
と
関
連
し
て
い
る
と
考

え
て
よ
い
。
頻
度
的
に
は
や
は
り
、「
自
由
な
ロ
ー
マ
市
民libertatem

 
populi Rom

ani(4, 24, 4)

」
や
、「
平
民
の
自
由libertatem

 
plebes(2, 23, 2)

」、「
自
由
な
祖
国libera patria(2, 40, 8)

」
な
ど

の
例
が
多
い
。と
は
い
え
、パ
ト
リ
キpatricii

や
父
た
ちpatres

は
け
っ

し
て
配
置
さ
れ
な
い
と
い
う
点
を
過
大
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
。
パ
ト
リ

キ
や
父
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、自
由
人liberos

で
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
に
「
自

由
」
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
自
由
な
市

民
団libertatem
 civitatem

」
と
い
う
表
現
に
は
、
む
ろ
ん
、
平
民
だ

け
で
な
く
、
パ
ト
リ
キ
や
父
た
ち
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ

り
、
パ
ト
リ
キ
か
平
民
か
に
よ
っ
て
、「
自
由
」
の
使
用
・
不
使
用
が
明

確
に
二
分
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、「
自
由
」
と

い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
と
き
に
は
、
対
象
に
パ
ト
リ
キ
あ
る
い
は
父
た
ち

が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
た
ん
にcivitas

やpopulus

と
い
う
括

り
に
な
る
傾
向
が
あ
る
点
で
あ
る
。
だ
が
さ
し
あ
た
り
、
そ
れ
よ
り
注
目

す
べ
き
こ
と
が
ふ
た
つ
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、「
成
熟
し
たm

aturas(2, 1, 6)

〜
未
熟
な

im
m
aturas(2, 1, 3)

」、
あ
る
い
は
、「
節
度m

odus(3, 67, 6)

〜
過

度nim
ius(3, 57, 6)

」
な
ど
の
、「
自
由
」
を
修
飾
し
て
い
る
語
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
語
に
は
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
が
「
自
由
」
と
い
う
言
葉
を
評
価
す
る

と
き
の
彼
の
判
断
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
こ

の
表
現
に
よ
れ
ば
、「
自
由
」
に
は
、in(m

)-

と
い
う
打
ち
消
し
の
接
頭

辞
の
つ
い
た
形
容
詞
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
、
正
反
対
の
状
態
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「im

-m
aturus

（
成
熟
し
て
い
な
い
）」

と
し
て
の
自リ
ベ
ル
タ
ス由で
あ
り
、「nim

ius

（
過
度
の
）」
と
し
て
の
自リ
ベ
ル
タ
ス由で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
が
「
自
由
」
を
真
に
望
ま
し
い
も
の
と
し
て

語
る
と
き
、
そ
れ
は
、「solidam

 libertatem

確
固
た
る
自
由(2, 2, 

6)

」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
か
ら
さ
ら
に

付
け
加
え
て
お
け
ば
、〝
甘
美
な
〞、
あ
る
い
は
〝
好
ま
し
い
〞
を
意
味
す

るdulcedis

と
い
う
言
葉
が
「
自
由
」
を
修
飾
す
る
と
き
（「libertatis 

（
32
）

（
31
）
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dulcedine

甘
美
な
自
由(1, 17, 3)

」）、「
自
由
」
と
い
う
用
語
自
体

が
も
つ
二
義
的
状
態
を
正
確
に
示
し
う
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。「
甘
美
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
好
ま
し
い
」
も
の
で
あ
り
、
同

時
に
、「
節
度
」
を
失
わ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。

も
う
ひ
と
つ
の
注
目
す
べ
き
点
は
、
擁
護
や
援
助
を
意
味
す
る
語
の
多

様
さ
で
あ
ろ
う
。〝
擁
護
者
〞
を
意
味
す
るvindex(2, 1, 8)

、
あ
る
い

は
〝
保
護
〞
や
〝
援
助
〞、〝
砦
〞
を
意
味
す
るpraesidium

(2, 55, 4)

やstabilim
en(5, 12, 8-10)

、 custodia(custos, 4, 12, 8)

な
ど
、

よ
く
似
た
意
味
の
語
が
数
多
く
「
自
由
」
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
用
語
の
頻
出
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
。
先
に
述
べ
た
よ

う
に
、「
自
由
」
に
成
熟
と
未
熟
、
節
制
と
過
度
の
二
つ
の
側
面
が
あ
る

こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
問
題
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、

リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
、「
自
由
」
そ
の
も
の
が
二
義
的
な
も
の
で
あ
る

以
上
、「
過
度
」
や
「
未
熟
」
に
至
ら
ぬ
よ
う
促
す
何
か
が
必
要
と
さ
れ

る
の
は
当
然
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
、「
擁
護
者
」
だ
と
か
「
援
助
」
だ

と
か
呼
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
の
う
ち
、
特

にvindex

に
は
解
放
者
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
用
法
の
違

い
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
彼
は
並
外
れ
て
尖
鋭
な
自
由
の
擁
護

者vindex

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
も
同
じ
く

0

0

0

尖
鋭
な
〔
自
由
の
〕
擁
護

者custos

で
あ
っ
た
（2, 1, 8

）」。
こ
の
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
記
述
か
ら
読

み
と
れ
る
の
は
、「
自
由
」
を
も
た
ら
す
者
（
解
放
者
）
が
、vindex

で

あ
り
、custos

は
、
得
た
「
自
由
」
を
保
護
す
る
者
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
ふ
た
つ
の
語
は
、
そ
の
意
味
が
重
な
り
あ
っ
て
い

る
と
は
い
え
、
ま
っ
た
く
同
じ
語
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま

た
、「praesidium

保
護
」
や
「stabilim

en

援
助
」
な
ど
の
用
語
は
、

「prae-sido

あ
ら
か
じ
め
固
定
さ
せ
る
」
や
、
あ
る
い
は
「stabilio

固

定
す
る
、
強
固
に
す
る
、
永
続
さ
せ
る
」
な
ど
か
ら
転
じ
た
用
語
で
あ
り
、

上
述
の
「solidam

 libertatem

確
固
た
る
自
由
」
と
い
う
表
現
と
強
く

結
び
つ
い
て
い
る
の
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
未
熟
」
と
か
、「
過

度
」
の
方
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
「
自
由
」
を
適
切
な
場
所

に
留
め
て
お
く

0

0

0

0

0

こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
わ
け
だ
。

〈
隣
接
〉
と
い
う
条
件
を
緩
和
し
、
文
章
、
あ
る
い
は
節
全
体
に
ま
で
目

を
配
る
と
、
そ
の
頻
度
が
増
え
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
じ
よ
う
な
意
味
を

も
つ
新
た
な
用
語
も
見
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
先
に
あ
げ

たm
odus

やnim
ius

に
加
え
て
、「
抑
制
」
を
意
味
す
るm

oderatio

やinhibitio(3, 59, 1-4)

、
あ
る
い
は
「
度
を
越
え
る
」
を
意
味
す
る

excedo(3, 65, 10-11)

な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は

「
自
由
」
の
周
囲
に
「
節
度
」
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
用
語
を
張
り
め
ぐ

ら
せ
、
ま
た
そ
の
「
節
度
」
を
「
守
る
こ
と
」
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
置

い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
、
前
四
四
九
年
、
一
〇
人
委
員decem

viris

の

専
制
に
憤
激
し
て
〝
聖
な
る
山m

ons sacer

〞
に
市
外
退
去
（
分
離

secessio
）
を
敢
行
し
た
平
民
た
ち
に
対
し
て
派
遣
さ
れ
た
元
老
院
の
使

節legatus
（
一
〇
人
委
員
辞
任
後
の
コ
ン
ス
ル
、
ル
キ
ウ
ス
・
ヴ
ァ
レ

リ
ウ
ス
と
マ
ル
ク
ス
・
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
で
、
親
平
民
の
立
場
を
と
り
、

平
民
た
ち
に
よ
っ
て
〝
自
由
の
担
い
手liberator

〞
と
評
価
さ
れ
た(3, 

（
34
）

（
33
）



47 【論説】ティトゥス・リヴィウス、ストア的歴史家の自由概念

53, 1-2)

）
を
通
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
奇
妙
な
言
葉
を
伝
え
さ
せ
て
い

る
。

こ
れ
〔
平
民
の
憤
激
〕
に
対
し
て
、
使
節
は
言
う
。『
諸
君
は
評
議

を
経
て
、
真
に
正
当
な
要
求
を
出
し
た
。
こ
ち
ら
か
ら
進
ん
で
諸
君

に
提
示
し
て
も
よ
い
く
ら
い
だ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
諸
君
は
自
由
の
あ

の
擁
護
手
段
を
求
め
、
他
人
を
攻
撃
す
る
放
縦

0

0licentiae

の
保
証

を
求
め
は
し
な
い
か
ら
だ
。
だ
が
諸
君
の
激
怒
は
是
認
す
る
よ
り
、

む
し
ろ
放
念
す
べ
き
だ
。
と
く
に
そ
の
わ
け
は
、
諸
君
が
残
虐
を
憎

ん
で
残
虐
へ
突
き
進
み
、
ま
た
、
諸
君
自
身
が
自
由
で
あ
る
前
に
、

い
ち
早
く
敵
手
を
専
制
支
配
下
に
お
こ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。

我
々
の
市
民
団
は
決
し
て
静
穏
に
な
ら
ぬ
の
だ
ろ
う
か
。
父
た
ち
に

よ
る
平
民
の
処
罰
で
あ
れ
、
平
民
に
よ
る
父
た
ち
の
処
罰
で
あ
れ
、

そ
れ
ら
を
免
れ
な
い
の
か
。
諸
君
に
は
剣
よ
り
も
む
し
ろ
楯
が
必
要

だScuto vobis m
agis quam

 gladio opus est
。
平
等
の
権

利
を
有
し
て
市
民
団
に
生
き
る
一
介
の
市
民
に
は
、
不
法
を
加
え
も

せ
ず
、
蒙
り
も
せ
ぬ
こ
と
で
十
二
分
で
は
な
い
か
。
た
と
え
い
つ
の

日
か
、
諸
君
が
人
の
恐
れ
る
存
在
に
な
ろ
う
と
も
、
諸
君
自
身
の
公

職
者
と
法
を
取
り
戻
し
て
我
ら
の
生
命
、
財
産
に
関
す
る
裁
定
を
諸

君
の
手
中
に
握
る
な
ら
ば
、
そ
の
時
、
諸
君
は
個
々
の
問
題
を
事
柄

に
応
じ
て
裁
く
で
あ
ろ
う
。
今
は
、自
由
を
回
復
す
る
こ
と
で
足
る
』

(3, 53, 6-10)

。

こ
の
、「
自
由
」
の
「
剣
と
楯
」
に
よ
る
喩
え
が
、二
人
の
〝liberator

〞

の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
た
こ
と
を
我
々
は
銘
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
自
由
」

は
、
自
ら
を
護ま
も

る
「
楯scutum

」
を
必
要
と
し
て
い
る
の
だ
（
付
記
し

て
お
け
ば
、
必
ず
し
も
「
剣gladius

」
は
要
ら
な
い
、
と
い
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
。「
剣
」
も
必
要
だ
が
、
こ
れ
か
ら
は
「
楯
」
の
方
が
よ
り

必
要
に
な
ろ
う
、
と
い
っ
て
い
る
）。

「
自
由
」
の
周
囲
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
「
節
度
」
を
越
え
て
し
ま
っ

た
場
合
、
と
く
に
引
用
の
傍
点
部
に
あ
る
よ
う
に
、licentia

あ
る
い
は

luxuria

（
放
縦
）と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。「
護
民
官
と
平
民
の
、

こ
の
勝
利
は
不
健
全
な
放
縦luxuriam

へ
と
転
じ
る(3, 64, 1-3)

」。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
のlicentia

、

luxuria

も
ま
た
、「
自
由
」
の
ひ
と
つ
の
状
態
に
は
変
わ
り
な
い
の
で
あ

り
、別
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
と
っ

て
、「
自
由
」
と
は
、
正
し
く
二
面
的
な
、
あ
る
い
は
連
続
的
な
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
い
か
に
「
自
由
」
を
獲
得
す
る
か
、

の
み
な
ら
ず
、
獲
得
し
た
「
自
由
」
を
い
か
に
適
切
に
保
ち
う
る
か
に
特

別
な
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
い
ま
や
我
々

は
、
第
二
巻
の
冒
頭
の
文
章
を
、
よ
り
精
確
に
理
解
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
私
は
、
す
で
に

0

0

0

自
由
と
な
っ
た
ロ
ー
マ
市
民
の
戦
時
、
平

時
の
事
蹟
を
述
べ
よ
う
と
思
う
。
ロ
ー
マ
は
、
年
ご
と
に
選
ば
れ
た

公
職
者
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
る
、
個
人
よ
り
も
法
が
支
配
す
る
共
同

体
に
な
る(2, 1, 1)

。

（
36
）

（
35
）
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特
筆
す
べ
き
こ
と
だ
が
、「
す
で
に
」
と
い
う
語
が
明
確
に
示
し
て
い

る
よ
う
に
、
王
政
を
転
覆
さ
せ
た
と
き
に
、
ロ
ー
マ
市
民
は
〝
解
放
さ
れ

vindico
〞、
も
は
や
「
自
由
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
百

数
十
巻
に
お
よ
ぶ
王
政
打
倒
後
の
政
治
闘
争
の
記
述
は
、「
自
由
」
獲
得

の
物
語
と
い
う
、
近
代
の
歴
史
家
が
抱
い
て
き
た
期
待
と
は
反
対
に
、
い

か
に
勝
ち
得
た
「
自
由
」
を
適
切
に
保
ち
う
る
か
と
い
う
点
か
ら
描
か
れ

る
こ
と
に
な
る
。
い
や
、
こ
の
言
い
方
は
あ
ま
り
正
確
で
は
な
か
ろ
う
。

獲
得
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
、
そ
し
て
維
持
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
自

由
」
は
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
お
い
て
、
明
確
に
分
割
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、

先
に
い
っ
た
よ
う
に
、「
自
由
」
は
、
放
っ
て
お
け
ば
「
放
縦
」
に
陥
る

危
険
を
も
つ
、
き
わ
め
て
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
も
の
と
し
て
、
つ
ね
に

用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
と
っ
て
、「
自
由
」
と
は
獲
得
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、あ
く
ま
で
適
切
に—
「
節
度
」
を
も
っ

て—

維
持
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
り
、
今
日
的

な
意
味
で
自
由
と
い
う
だ
け
で
は
言
い
尽
く
せ
な
い
部
分
こ
そ
が
よ
り
重

要
な
の
で
あ
る
。
彼
が
「
自
由
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
と
き
、
暗
黙
に

そ
こ
ま
で
の
意
味
を
込
め
て
い
る
の
は
ま
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

２
．
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム

リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
お
け
る
「
自
由
」
概
念
を
考
察
す
る
と
き
、重
要
な
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な
る
の
が
、「
節
度
・
抑
制m

odus, m
oderatio, etc.

」
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
「
節
度
」
と
い
う
語
は
、そ
の
内
側
に
「
自

由
な
」
主
体
を
含
ん
で
い
る
が
、
外
側
に
は
、
そ
の
語
が
対
象
と
し
て
い

る
何
も
の
か
が
想
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
市
民
が「
自
由
」

を
「
抑
制
」
す
る
と
き
、
そ
の
外
側
に
は
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。『
創

設
以
来
』
を
紐
解
い
て
い
け
ば
、「
自
由
」
と
同
じ
よ
う
に
、
た
え
ず
そ

の
「
抑
制
」
さ
る
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る

だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
ペ
リ
ウ
ムim

perium

（
支
配
権
の
意
、
英

語
のem

peror

〔
皇
帝
〕
の
語
源
）
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う

な
明
確
な
表
現
が
あ
る
。

共
同
体
を
育
む
の
は
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
の
穏
や
か
な
抑
制tranquilla 

m
oderatio im

perii

で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
育
ん
で
こ
そ
、
力
も
十

分
に
成
熟
し
て
自
由
の
よ
き
実
り
を
生
む
に
い
た
る
の
で
あ
る(2, 

1, 6)

。

王
や
、
コ
ン
ス
ル
、
一
〇
人
委
員decem

viris

、
そ
し
て
皇
帝

im
perator

な
ど
、
ロ
ー
マ
を
統
率
す
る
者
が
そ
の
権
限
と
し
て
帯
び
た

の
が
、こ
の
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
で
あ
る
と
さ
れ
る
。実
際
、『
創
設
以
来
』に
は
、

こ
の
よ
う
な
「
自
由
」
と
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
の
対
カ
ウ
ン
タ
ー
ポ
イ
ン
ト

位
法
的
（
相
互
作
用
的
）

な
表
現
が
頻
繁
に
現
れ
る
。
つ
ま
り
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
、
イ
ン
ペ

リ
ウ
ム
も
ま
た
、「
自
由
」
と
同
じ
く
二
面
的
／
連
続
的
な
様
相
を
呈
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
例
も
見
て
み
よ
う
。

彼
ら
は
訴
え
て
い
た
。
自
分
た
ち
は
外
地
で
自
由
と
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
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libertate et im
perio

の
た
め
に
戦
い
な
が
ら
、
母
市
で
は
市
民

に
よ
っ
て
身
柄
を
拘
束
さ
れ
、圧
迫
さ
れ
て
い
る
。
平
民
の
自
由
は
、

平
時
よ
り
戦
時
の
ほ
う
が
、
市
民
団
の
間
に
い
る
よ
り
敵
の
さ
な
か

に
い
る
方
が
、
か
え
っ
て
確
実
な
の
だ
、
と(2, 23, 2)

。

こ
こ
で
は
、
先
の
例
と
ち
が
い
、「
自
由
」
と
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
は
あ
く

ま
で
、et

と
い
う
接
続
語
で
並
列
さ
れ
て
い
る
の
が
見
て
と
れ
る
。
平

民
に
と
っ
て
、「
自
由
」
と
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
の
た
め
に
戦
う
こ
と
が
可
能

で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
の
文
章
は
、
両
者
が
排
他
的
二
項
対
立
を
成
し
て

は
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
好
例
で
あ
る
。

ガ
イ
ウ
ス
・
テ
レ
ン
テ
ィ
リ
ウ
ス
・
ハ
ル
サ
が
、
そ
の
年
の
護
民
官

で
あ
っ
た
。
彼
は
、
両
コ
ン
ス
ル
の
不
在
に
よ
り
今
や
護
民
官
の

活
動
の
余
地
が
与
え
ら
れ
た
と
考
え
、
連
日
平
民
に
む
か
っ
て
父
た

ち
の
傲
岸
不
遜superbiam

を
訴
え
、
と
く
に
コ
ン
ス
ル
の
イ
ン

ペ
リ
ウ
ム
に
対
し
て
、
自
由
な
市
民
団
の
寛
容
を
許
さ
な
い
ほ
ど

に
過
大
で
あ
るm
axim

e in consulare im
perium

 tam
quam

 
nim
ium
 nec tolerabile liberae civitati invehebatur

、
と

攻
撃
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、名
称
だ
け
は
王
政

0

0

ほ
ど
憎
々
し
く
な
い
が
、

実
質
は
ほ
と
ん
ど
王
政

0

0

以
上
に
厭
わ
し
い
か
ら
だ
。
現
に
一
人
の
支

配
者
の
代
わ
り
に
二
人
の
支
配
者
を
迎
え
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ

れ
も
抑
制
さ
れ
な
い
、
無
限
低
の
権
限
を
帯
び
、
彼
ら
自
ら
は
何
の

束
縛
も
な
く
、
く
わ
え
て
放
埓
で
あ
り
な
が
ら
、
平
民
に
は
法
の
あ

ら
ゆ
る
恐
怖
と
刑
罰
を
さ
し
向
け
て
い
る(3, 9, 2-4)

。

こ
の
例
文
で
も
、
最
初
の
例
と
同
様
に
「
自
由
な
市
民
団
」
に
対
す

る
「
過
大
なnim

ium

」
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、
そ
の
「
過
大
さ
」
が
、
傍
点
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
と
く

に
傲
岸
不
遜superbia

と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の

superbia

と
い
う
語
は
、super

（
度
を
越
え
る
）+bis

（
倍
）
に
分
け

て
考
え
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
の
だ
が
、
き
わ
め
て
過
大
で
あ
る
こ
と
を
意

味
す
る
語
で
あ
っ
て
、
よ
く
い
わ
れ
る
〝
傲
岸
不
遜
（Loeb

版
（
英
語
）

で
はhaughty

、
あ
る
い
はtyrant

な
ど
と
訳
さ
れ
る
）〞
は
、
今
日
的

な
意
訳
で
あ
る
。
こ
の
語
は
と
く
に
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
が
過
度
で
あ
る
場
合

に
限
っ
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
意
味
的
に
は
過
度

の
自
由
が
「
放
縦licentia

」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
も
ま
た
、「
自
由
」
と
同
じ
よ
う
に

二
面
的
／
連
続
的
で
あ
っ
て
、
節
度
を
越
え
て
し
ま
わ
な
い
努
力
が
必
要

と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
も
ち
ろ
ん
、「
王
政regnum

」
と
い
う

語
に
も
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
自
由
」
を
損
な
う
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
の

過
大
さ
、
す
な
わ
ちsuperbia

は
、「
王
政
」
と
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

周
知
の
と
お
り
、王
政
時
代
の
ロ
ー
マ
に
お
け
る
、最
後
の
王
、タ
ル
ク
ィ

ニ
ウ
ス
は
、そ
の
先
々
代
の
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
王
と
区
別
し
て
、タ
ル
ク
ィ

ニ
ウ
ス
・
ス
ペ
ル
ブ
ス
（
傲
岸
不
遜
の
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
）
と
、呼
ば
れ
る
。

『
創
設
以
来
』
に
お
い
て
、彼
の
名
お
よ
び
、彼
の
名
が
象
徴
す
る
「
王
政
」

は
、
彼
を
追
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
る
共
和
政
時
代
を
通
じ
て
、「
自
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由
」を
損
な
う
き
わ
め
て
忌
避
さ
れ
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
の
だ
が（
後

述
）、
今
日
的
な
考
え
方
か
ら
い
っ
て
も
納
得
し
や
す
い
も
の
だ
ろ
う
。

南
川
が
い
う
よ
う
に
、「
自
由
」
と
排
他
的
対
立
関
係
に
あ
る
と
い
え
そ

う
な
の
は
、
ま
ち
が
い
な
く
「
王
政
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス

自
身
は
、
一
〇
人
委
員
辞
任
後
に
コ
ン
ス
ル
に
な
る
あ
の liberator 

の

ひ
と
り
、
マ
ル
ク
ス
・
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
以
下
の
よ
う
に
い
わ
せ
て
い
る

こ
と
を
付
け
加
え
て
お
こ
う
。

彼
は
〔
一
〇
人
委
員
に
対
し
て
〕
一
〇
人
の
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
と
呼

び
か
け
、
ヴ
ァ
レ
リ
ウ
ス
氏
族
と
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
氏
族
の
面
々
が

先
頭
に
立
っ
て
、
王
た
ち
を
追
放
し
た
こ
と
を
忘
れ
る
な
、
と
迫
っ

た
。
そ
の
昔
、
人
び
と
の
忌
み
嫌
っ
た
の
は
王
と
い
う
そ
の
名
で
は

な
い
。
そ
も
そ
も
ユ
ピ
テ
ル
大
神
は
そ
の
名
〔Iuppiter Rex

ユ

ピ
テ
ル
王
〕
で
呼
ぶ
の
が
掟
で
あ
り
、
母
市
の
建
設
者
ロ
ム
ル
ス
、

代
々
の
後
継
者
は
王
と
呼
ば
れ
た
し
、
そ
の
名
は
祭
祀
の
た
め
に
今

も
恒
例
の
肩
書
き
と
し
て
留
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
か
つ
て
人
び

と
が
憎
悪
し
た
の
は
王
の
傲
岸
不
遜
と
暴
虐
だ
っ
たsuperbiam

 
violentiam

que tum
 perosos regis(3, 39, 3-5)

。

「
王
」
や
「
王
政
」
と
い
う
言
葉
は
忌
み
嫌
わ
れ
た
が
、
そ
も
そ
も
、

そ
の
原
因
は
、
そ
の
名
に
あ
る
の
で
は
な
く
、superbia

に
あ
っ
た
の

だ
、
と
い
う
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
指
摘
は
、
確
か
に
「
自
由
」
や
イ
ン
ペ

リ
ウ
ム
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、「
王
政
」
も
ま
た
、
二
面
的
／
連
続

的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

の
点
は
と
く
に
強
調
さ
れ
て
よ
い
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
王
、
コ

ン
ス
ル
、
一
〇
人
委
員
、
い
ず
れ
が
帯
び
る
に
せ
よ
、
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
が

superbia

（
＝
非
常
な
過
大
さ
）
に
陥
ら
な
い
か
ど
う
か
、な
の
で
あ
る
。

五
月
十
五
日
が
来
た
〔
前
四
四
九
年
〕。
公
職
者
は
全
く
選
挙
さ
れ

ず
、
も
は
や
一
〇
人
委
員
な
ら
ぬ
私
人
一
〇
名
が
、
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム

を
揮
う
気
持
も
衰
え
な
け
れ
ば
、
公
職
を
顕
示
す
る
職
務
標
識
も
そ

の
ま
ま
に
立
ち
現
れ
る
。
ま
こ
と
紛
れ
も
な
く
、
こ
れ
ぞ
王
政
と
思

わ
れ
る
。
人
々
は
永
久
に
失
わ
れ
た
自
由
を
悼
み
嘆
く
。
擁
護
〔
解

放
〕
者
は
誰
ひ
と
り
な
く
、や
が
て
現
わ
れ
よ
う
と
も
思
わ
れ
な
い
。

市
民
自
身
が
意
気
消
沈
し
た
の
み
な
ら
ず
、
近
隣
の
市
民
す
ら
ロ
ー

マ
人
を
侮
り
は
じ
め
、
自
由
な
き
と
こ
ろ
に
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
が
あ
る

こ
と
を
憤
慨
し
て
い
たim

perium
que ibi esse ubi non esset 

libertas indignabantur(3, 38, 1-2)

。

強
調
部
分
が
主
張
す
る
よ
う
に
、「
自
由
」
な
き
と
こ
ろ
に
、
イ
ン
ペ

リ
ウ
ム
だ
け
が
存
在
す
る
こ
と
は
激
し
く
避
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ

れ
は
、
ロ
ー
マ
市
民
団
に
と
っ
て
き
わ
め
て
危
機
的
な
状
況
を
示
し
て
い

る
。
両
者
は
、
一
方
が
存
在
す
る
た
め
に
他
方
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
お
互
い
が
「
節
度
」
を
保
つ
こ
と
、
そ
し
て
と
き
に

相
手
に
対
し
て
「
寛
容clem

entia(3, 58, 4)

」
で
あ
る
こ
と
が
強
く

要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
、「
自
由
」
も
、
イ
ン

（
37
）

（
38
）
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ペ
リ
ウ
ム
も
、
両
者
と
も
が
良
い
面
も
悪
い
面
も
含
め
て
連
続
的
な
も
の

と
し
て
最
初
か
ら
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
か
使
用

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
用
法
に
従
う
か
ぎ
り
、「
自
由
」

が
共
同
体
に
お
け
る
支
配
者
の
地
位
に
つ
く
な
ど
と
い
う
こ
と
は
不
可
能

で
あ
り
、た
ん
な
る
矛
盾
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、き
わ
め
て
「
過

大
な
」、
共
同
体
に
と
っ
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
事
態
と
し
て
受
け
と
ら

れ
る
だ
ろ
う
。「
自
由
」
は
そ
も
そ
も
、
今
日
、
い
わ
れ
る
自
由
と
は
、

そ
の
意シ

ニ

フ

ィ

エ

味
す
る
と
こ
ろ
の
射
程
が
ち
が
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
リ

ヴ
ィ
ウ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
依
存
す
る
か
ぎ
り
、
ロ
ー
マ
時
代
の
「
自
由
」

は
、
今
日
の
自
由
と
比
較
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
自
由
で
は
な
か
っ
た
、
と
い

う
こ
と
は
、
文
字
ど
お
り
の
意
味
で
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
り
、
ほ
と
ん

ど
何
も
い
っ
て
い
な
い
に
等
し
い
。

第
三
章　

調
和
す
る
「
自
リ
ベ
ル
タ
ス由
」

リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
み
ら
れ
る
、「
自
由
」
や
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
の
こ
の
よ
う

な
用
法
は
、
実
際
、
よ
く
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
き
わ
め
て
「
共
同
体

（
あ
る
い
は
公
共
）publicum

, res publica

」
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
二
面
的
／
連
続
的
な
「
自
由
」、
二
面
的
／
連
続
的
な
イ
ン

ペ
リ
ウ
ム
、
こ
れ
ら
を
評
価
す
る
か
、
非
難
す
る
か
は
、
い
つ
も
、「
共

同
体
」
の
「
調
和con-cordia

」
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
は
、そ
の
著
作
〝D

e Re Publica

（
慣
例
に
従
い
、『
国

家
』
と
略
記
）〞
に
お
い
て
、「
共
同
体res publica

」
と
は
、「
市
民
の

も
のres populi

」
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
市
民
と
は
、
何
ら
か
の
方

法
で
集
め
ら
れ
た
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
集
合
で
は
な
く
、
法
に
つ
い
て
の
合

意
と
利
益
の
共
有
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
た
民
衆
の
集
合
で
あ
る
、
と
言
っ

て
い
る
（1, 39

）。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
共
同
体
に
お
い
てconcordia

は
、「
安
寧
の
た
め
の
最
強
最
善
の
絆
」
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
イ
ン

ペ
リ
ウ
ム
（
支
配
）
の
側
に
立
つ
に
せ
よ
、「
自
由
」
の
側
に
立
つ
に
せ
よ
、

他
方
の
側
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
自
ら
の
「
節
度
」
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
、「
共
同
体
」
の
「
調
和
」
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、一
方
、

「
節
度
」
を
保
ち
え
ず
、
相
手
に
対
し
て
「
度
を
越
え
た
」
ふ
る
ま
い
が

な
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
「
共
同
体
」
を
「
不
調
和dis-

cordia

」
へ
と
導
い
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
よ
う
に
。

ま
た
、
傲
岸
不
遜
な
王
を
追
放
し
て
あ
の
大
き
な
栄
誉
に
輝
い
た

ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
に
し
ろ
、
未
熟
な
自
由
を
熱
望
す
る
あ
ま
り
以
前

の
王
た
ち
の
誰
か
か
ら
王
権
を
も
ぎ
と
っ
て
い
た
ら
、
疑
い
も
な

く
当
の
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
自
身
が
こ
の
上
な
い
共
同
体publico

の
災

厄
を
招
い
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
牧
人
た
ち
、
流
れ
者
た
ち

か
ら
な
る
あ
の
平
民
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
市
民
か
ら
の
離
脱
者
た
ち

が
、
不
可
侵
の
聖
域
の
保
護
下
な
り
、
自
由
の
も
と
な
り
、
処
罰

免
除
の
も
と
に
入
り
、
王
の
畏
れ
か
ら
解
放
さ
れ
、
護
民
官
の
攻
撃

の
嵐
に
煽
ら
れ
始
め
、〔
も
と
も
と
彼
ら
に
は
〕
他
人
の
都
市
で
父

た
ち
と
争
い
始
め
て
い
た
ら
、
妻
子
の
絆
と
か
、
長
く
な
じ
ん
だ
土

地
そ
の
も
の
へ
の
愛
着
が
彼
ら
の
心
を
一
つ
に
結
ぶ
ま
で
に
至
っ

（
39
）
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て
い
な
い
時
、
ど
ん
な
事
態
に
な
っ
て
い
た
ろ
う
。
ま
だ
成
長
し

切
ら
な
い
共
同
体
は
不
調
和
の
た
め
に
離
散
し
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ

うD
issipatae res nondum

 adultae discordia forent(2, 1, 
3-5)

。
秩
序
の
不
調
和discordia

、
こ
の
都
市
の
宿
弊
た
る
父
た
ち
と
平

民
の
抗
争—
そ
の
間
、
我
々
は
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
の
節
度
を
、
諸
君

は
自
由
の
節
度
を
欠
い
たdum

 nec nobis im
perii nec vobis 

libertatis est m
odus(3, 67, 6)

。

リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
一
読
し
て
き
わ
め
て
単
純
化
さ

れ
た
図
式
的
な
印
象
を
与
え
も
す
る
。
し
か
し
、
彼
の
「
自
由
」
や
「
イ

ン
ペ
リ
ウ
ム
」
の
二
面
的
／
連
続
的
な
用
法
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、
そ

れ
ら
が
相
互
作
用
に
よ
っ
て
一
定
し
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、concordia

と

目
さ
れ
る
も
の
は
絶
え
ず
そ
の
場
所
を
変
え
て
お
り
、
公
職
者
や
平
民
ト

リ
ブ
ー
ヌ
ス
、
あ
る
い
は
元
老
院
に
よ
る
微
妙
な
舵
取
り
が
要
求
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、こ
の
よ
う
な
形
式
化
を
逸
脱
す
る
揺
れ
が
、

む
し
ろ
複
雑
な
ロ
ー
マ
固
有
の
政
治
学
を
起
動
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
共
同
体
」
中
心
的
な
言
説
を
も
っ
て
、
ロ
ー

マ
市
民
、
あ
る
い
は
そ
の
「
自
由
」
は
「
共
同
体
」
に
従
属
し
た
の
だ
、

な
ど
と
早
急
に
結
論
す
べ
き
で
も
な
い
。
我
々
は
、
こ
れ
ま
で
そ
う
し
て

き
た
よ
う
に
、
こ
のpublicum

に
つ
い
て
も
、
も
っ
と
慎
重
な
態
度
を

と
る
べ
き
で
あ
る
。

１
．
「
節

モ
デ
ラ
テ
ィ
オ
度
」
と
「
公
私
」
の
区
別
に
つ
い
て

『
創
設
以
来
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
市
民
は
、「
自
由
」
や
イ

ン
ペ
リ
ウ
ム
の
「
節
度
」
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
抑
制
」、
あ

る
い
は
、
そ
の
反
対
を
意
味
す
る
「
過
大
さ
」
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ

う
な
状
態
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
、こ
の
「
節
度
」
は
、今
日
、

我
々
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
道
徳
的
で
、
抽
象
的
な
も
の
で
は
な
く
、

当
時
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
実
践
的
な
見
地
か
ら
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
が
、「
公
的
な
も
のpublicum

」と「
私

的
な
も
のprivatum

」
の
区
別
で
あ
る
。
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、「
公

的
」
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、「
自
由
」
や
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
は
ま
さ
し
く
、

「
節
度
」
を
保
ち
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
、「
私
的
」
で
あ
る
か

ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
た
し
か
に
「
過
大
」
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
断
っ
て
お
く
が
、
こ
こ
で
わ
た
し
が
い
っ
て
い
る
の
は
、

ラ
ー
フ
ラ
ウ
プ
の
い
う
よ
う
な
区
別
、
す
な
わ
ち
、
共
同
体
全
体
を
顧
慮

し
た
政
治
的
自
由
と
、
共
同
体
成
員
そ
れ
ぞ
れ
の
要
求
す
る
自
由
と
の
区

別
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
、「
公

的
な
も
の
」
と
「
私
的
な
も
の
」
が
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
て
い
た
の
か
、

そ
の
区
別
自
体
を
問
題
に
し
て
い
る
。

で
は
、
実
際
に
例
を
あ
げ
て
検
証
し
て
み
よ
う
。

五
月
十
五
日
が
来
た〔
前
四
四
九
年
〕。公
職
者
は
全
く
選
挙
さ
れ
ず
、

も
は
や
一
〇
人
委
員
な
ら
ぬ
私
人
一
〇
名
が
、
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
を

（
40
）

（
41
）

（
42
）
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揮
う
気
持
も
衰
え
な
け
れ
ば
、
公
職
を
顕
示
す
る
職
務
標
識
も
そ
の

ま
ま
に
立
ち
現
れ
るprivati pro decem

viris neque anim
is 

ad im
perium

 inhibendum
 im
m
inutis neque ad speciem

 
honoris insignibus prodeunt

。
紛
れ
も
な
く
、
こ
れ
ぞ
王
政

と
思
わ
れ
る
。
人
々
は
永
久
に
失
わ
れ
た
自
由
を
悼
み
嘆
く
。
解
放

者
は
誰
ひ
と
り
な
く
、
や
が
て
現
わ
れ
よ
う
と
も
思
わ
れ
な
い
。
市

民
自
身
が
意
気
消
沈
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
近
隣
の
市
民
す
ら
ロ
ー

マ
人
を
侮
り
は
じ
め
、
自
由
な
き
と
こ
ろ
に
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
が
あ
る

こ
と
を
憤
慨
し
て
い
た(3, 38, 1-2)

。

こ
れ
は
先
に
、
後
半
部
の
「
自
由
な
き
と
こ
ろ
に
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
が
あ

る
」
と
い
う
点
に
注
目
し
て
あ
げ
た
例
だ
が
、
今
回
は
と
く
に
前
半
部
に

注
目
す
る
。
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
を
保
持
す
る
一
〇
人
委
員
が
選
挙
に
よ
ら
ず

任
期
を
延
長
し
た
こ
と
が
、「
私
人
」
と
呼
ば
れ
る
原
因
に
な
っ
て
お
り
、

そ
の
こ
と
が
王
政
に
比
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
彼
ら
が
、〝liberator

〞

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
っ
て
、「
一
〇
人
の
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
王decem

 
Tarquinios

」(3, 39, 3)

と
呼
ば
れ
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
よ
か
ろ

う
。
傲
岸
不
遜
の
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
王
は
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
、
あ
る
い
は

そ
の
他
年
代
記
作
家
の
示
す
と
こ
ろ
で
は
、「
彼
は
、
市
民
の
決
議
も

得
な
け
れ
ばneque populi iussu

、
父
た
ち
の
承
認
も
な
くneque 

auctoribus patribus

王
位
に
つ
い
た
人(1, 49, 3)

」
で
あ
り
、「
歴

代
の
王
の
中
で
、
こ
の
人
だ
け
が
、
共
同
体
全
般
の
こ
と
を
元
老
院
に
諮

問
す
る
と
い
う
以
前
の
王
た
ち
の
受
け
つ
い
で
き
た
慣
習
を
破
り
、
一
族

腹
心
に
諮
っ
て
共
同
体
の
こ
と
を
切
り
回
し
、
戦
争
、
講
和
、
条
約
、
同

盟
を
、
市
民
や
元
老
院
に
諮
る
こ
と
な
く
、
意
の
ま
ま
に
相
手
国
を
選
ん

で
自
身
の
一
存
で
締
結
し
、
ま
た
、
破
棄
し
た(1, 49, 7)

」
の
で
あ
り
、

「（
神
殿
建
立
の
）
労
働
に
平
民
を
駆
り
立
て
た(1, 56, 3)

」
の
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
息
子
は
情
欲
に
任
せ
て
他
人
の
妻
を
姦
通
し
た(1, 57-58)

。

伝
承
に
よ
っ
て
か
、
あ
る
い
は
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
当
人
の
意
図
に
よ
っ
て
か
は

知
る
べ
く
も
な
い
が
、
お
よ
そ
、「
私
人
」
と
呼
ぶ
に
こ
れ
ほ
ど
ふ
さ
わ

し
い
者
は
い
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
人
物
と
し
て
、
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
が
仕

立
て
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
見
逃
せ
な

い
。〔

セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
王
の
〕
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
自
体
は
非
常
に
穏
や
か
で
、

中
庸
を
得
て
い
て
も
、
や
は
り
一
人
者unius

の
支
配
で
あ
る
が

ゆ
え
に
、
彼
は
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
を
手
放
す
つ
も
り
だ
っ
た
、
と
述
べ

る
著
作
者
た
ち
が
い
る
。
身
内
の
も
の
〔
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
・
ス
ペ

ル
ブ
ス
〕
の
犯
罪
が
、
祖
国
に
自
由
を
も
た
ら
す
べ
き
計
画
を
、
彼

の
考
慮
半
ば
に
中
断
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
と
い
う
の
で
あ
る(1, 

48, 9)

。

リ
ヴ
ィ
ウ
ス
自
身
、
こ
の
伝
承
に
お
そ
ら
く
懐
疑
的
な
が
ら
、『
創
設

以
来
』
序
文
で
記
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
倫
理
的
価
値
を
認
め
て
こ
れ
を

書
き
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
勘
案
す
る
に
、「
私
人
」

と
し
て
ふ
る
ま
う
、
と
い
う
こ
と
は
、
何
に
も
ま
し
て
、「
王
」
と
し
て
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ふ
る
ま
う
こ
と
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
、
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
を
、
父
た
ち

あ
る
い
は
元
老
院
に
諮
る
こ
と
な
く
、
ま
た
市
民
の
同
意
を
得
る
こ
と

な
く
用
い
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
仮
に
そ
の
イ
ン
ペ

リ
ウ
ム
の
保
持
が
選
挙
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
元
老
院
に
よ
っ
て
認
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
役
職m

agistratus

」（
と
く
に
こ

こ
で
は
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
を
保
持
す
る
上
級
役
職
で
あ
る
、
デ
ィ
ク
タ
ト
ー

ルdictator

、
コ
ン
ス
ル
、
プ
ラ
エ
ト
ー
ルpraetor

、
プ
ロ
コ
ン
ス
ル

proconsul

な
ど
）
に
就
い
て
い
る
こ
と
は
何
ら
「
公
」
で
あ
る
こ
と
の

保
証
た
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
た
え
ず
そ
の
行
使
の
是
非
を
「
公
」
に
問

う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
公
」
た
り
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

同
様
の
こ
と
が
、「
自
由
」
に
か
ん
し
て
も
い
え
る
。

こ
こ
〔
元
老
院
〕
で
圧
倒
的
反
対
意
見
に
よ
っ
て
凱
旋
式
が
否
決
さ

れ
た
と
き
、
護
民
官
ル
キ
ウ
ス
・
イ
キ
リ
ウ
ス
が
両
コ
ン
ス
ル
の

凱
旋
式
を
市
民
に
提
案
し
た
。
こ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
多
く
の
人
が

進
み
出
た
が
、
な
か
で
も
ガ
イ
ウ
ス
・
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
が
声
を

励
ま
す
。
両
コ
ン
ス
ル
は
、
敵
に
勝
利
し
た
凱
旋
式
で
な
く
、
父
た

ち
に
勝
利
し
た
凱
旋
式
を
挙
げ
よ
う
と
望
ん
で
い
る
。
徳
に
対
す

る
名
誉
で
な
く
、
一
護
民
官
へ
の
私
的
尽
力privato m

erito in 
tribunum

に
対
す
る
見
返
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
凱

旋
式
が
市
民
に
よ
っ
て
議
せ
ら
れ
た
例
は
な
い
。
そ
の
名
誉
の
評
価

と
判
断
は
い
つ
も
元
老
院
に
属
し
た
。
こ
の
最
高
身
分
の
尊
厳
は
王

た
ち
で
さ
え
減
じ
は
し
な
か
っ
た
。
護
民
官
た
ち
は
、
い
か
な
る
公

共
の
評
議publicum

 consilium

の
存
在
も
許
す
ま
い
と
ば
か
り
、

万
事
に
権
限
を
押
し
通
す
べ
き
で
は
な
い
。
各
自
、
自
ら
の
権
利
、

自
ら
の
尊
厳
を
保
持
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
市
民
団
は
自
由
で
あ
ろ

う
。
法
は
均
し
く
あ
ろ
う
、
と
。
ほ
か
に
も
年
配
の
父
た
ち
が
同
趣

旨
の
見
解
を
数
多
く
述
べ
た
が
、全
護
民
官
が
提
案
を
受
け
入
れ
た
。

そ
の
時
は
じ
め
て
元
老
院
の
承
認
な
く
、
民
会
決
議
に
よ
っ
て
凱
旋

式
が
挙
げ
ら
れ
た(3, 63, 8-11)

。

こ
の
発
言
は
、
あ
の
〝liberator

〞、
ヴ
ァ
レ
リ
ウ
ス
と
ホ
ラ
テ
ィ
ウ

ス
の
二
人
の
コ
ン
ス
ル
の
戦
勝
に
対
す
る
凱
旋
式
を
提
案
し
た
護
民
官
へ

の
反
対
表
明
で
あ
る
。
発
言
者
ガ
イ
ウ
ス
・
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
は
、
そ
の

パ
ト
リ
キ
系
氏
族
名
が
示
す
と
お
り
、
パ
ト
リ
キ
側
の
領
袖
の
よ
う
な
存

在
で
あ
り
、
そ
の
発
言
は
反
平
民
色
の
濃
い
も
の
で
あ
る
が
、
リ
ヴ
ィ
ウ

ス
は
是
で
あ
る
と
も
非
で
あ
る
と
も
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で

の
彼
の
用
法
に
従
う
な
ら
、
こ
の
パ
ト
リ
キ
側
の
発
言
の
論
理
自
体
に
問

題
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
文
章
で
は
、と
く
に
前
半
の
強
調
部
分
、

す
な
わ
ち
、「
一
護
民
官
へ
の
私
的
尽
力
」、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
あ
く
ま

で
、
二
人
の
コ
ン
ス
ル
の
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が

非
難
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
が
い
つ
も
口
に
す
る
、「
自
由

の
砦m

unim
entum

 libertati(3, 37, 5)

」
で
あ
る
護
民
官
が
、「
公

共
の
評
議publicum

 concilium

」
を
妨
げ
る
、
と
い
う
く
だ
り
は
、

あ
き
ら
か
に
、「
自
由
」
概
念
の
「
過
大
さ
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
が

見
て
と
れ
よ
う
。
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実
際
、
自
由
を
守
る
べ
く
節
度
を
保
つ
の
は
困
難
で
あ
っ
て
、
誰

し
も
、
口
に
は
平
等
を
望
む
と
称
し
て
自
ら
高
く
持
す
う
ち
他
者

alium
を
圧
迫
す
る
に
至
る
。
ま
た
、
人
々
は
、
他
人
を
恐
れ
る
ま

い
と
心
が
け
る
う
ち
、
わ
れ
と
わ
が
身
を
人
の
恐
れ
る
存
在
に
し
て

し
ま
う
。
現
に
我
々
は
、
自
ら
不
法
を
し
り
ぞ
け
て
お
き
な
が
ら
、

そ
の
不
法
を—
加
え
る
か
、
蒙
る
か
、
他
に
方
法
は
な
い
か
の
よ

う
に—

他
者aliis
に
課
す
の
で
あ
る(3, 65, 11)

。

こ
の
例
は
歴
史
的
な
叙
述
で
は
な
く
、
前
四
四
七
年
の
ロ
ー
マ
市
の
人

心
の
不
一
致discordia

に
対
す
る
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
本
人
の
述
懐
で
あ
る
。

こ
の
言
説
は
、
少
し
難
解
で
は
あ
る
が
、
非
常
に
重
要
な
観
点
を
提
示
し

て
い
る
。
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
、
公
私
を
別
つ
の
は
、
職
業
と
私
生
活

で
あ
っ
た
り
、
国
家
と
そ
れ
以
外
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
だ
が
、
リ
ヴ
ィ

ウ
ス
に
と
っ
て
は
違
う
。
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム—

支
配
す
る
権
限—

に

と
っ
て
、「
公publicum

」
と
い
う
も
の
が
、
支
配
を
受
け
る
元
老
院

議
員
や
パ
ト
リ
キ
も
含
め
た
市
民
、
す
な
わ
ちpopulus

で
あ
る
よ
う

に
、「
自
由
」
に
と
っ
て
の
、「
公
」
と
は
、
ロ
ー
マ
市
の
何
ら
か
の
「
役

職m
agistratus

」
に
就
い
て
い
る
者
、
あ
る
い
は
そ
の
「
役
職
」
そ
の

も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
、populus

で
あ
り
、
と
く
に
こ
の
場
合
、

隣
に
い
る
者
、「
他
者alius

」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、あ
る
人
物
が
、「
役
職
」

に
就
い
て
い
る
か
、
そ
う
で
な
い
か
は
無
関
係
で
は
な
い
に
し
て
も
、
重

要
で
は
な
い
。
ま
た
、
支
配-

被
支
配
と
公
私
の
区
別
も
関
連
し
て
い
な

い
。
た
と
え
一
介
の
市
民
で
あ
ろ
う
と
、「
共
同
体publicum

」
全
体

の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
行
動
す
る
者
は
、「
公
的
」
で
あ
り
、
ま
た
そ
う

あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
考
慮
し
な
い
者
は
必
然
的
に
「
私
的
」
で

あ
る
。
要
す
る
に
、「
公
私
」
の
区
別
は
、
実
践
的
な
観
点
か
ら
し
か
な0

さ
れ
え
な
い

0

0

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、「
自
由
」
の
「
節
度
」
を
保
つ
、
と
い
う
こ
と
は
、
よ
く

い
わ
れ
る
よ
う
な
、
父
た
ち
や
パ
ト
リ
キ
に
服
従
す
る
こ
と
で
は
ま
っ
た

く
な
い
し
、
ま
た
「
自
由
」
が
「
共
同
体
」
に
従
う
と
い
っ
て
も
、
そ
れ

が
必
要
以
上
に
「
自
由
」
を
制
限
す
る
わ
け
で
も
な
い
。「
節
度
」
を
保

つ
と
は
、「
自
由
」
の
側
に
せ
よ
、
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
の
側
に
せ
よ
、
主
体

的
に
「
共レ

ス

・

プ

ブ

リ

カ

同
体
＝
公
の
こ
と
」
を
念
頭
に
お
い
て
ふ
る
ま
う
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
れ
が
結
果
と
し
て
「
共
同
体
」
に
「
調
和concordia

」

を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
ロ
ー
マ
人
に

と
っ
て
、「
節
度
」
の
語
は
、「
平
等
な
自
由
」
と
語
る
だ
け
で
は
、
真
に

公
平

0

0

な
「
自
由
」
は
実
現
し
な
い
、
と
い
う
認
識
か
ら
出
て
き
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

２
．
「
徳virtus

」
と
「
権
威auctoritas

」

前
四
四
六
年
の
コ
ン
ス
ル
、
パ
ト
リ
キ
系
氏
族
の
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
ク
ィ

ン
ク
テ
ィ
ウ
ス
・
カ
ピ
ト
リ
ヌ
ス
は
、
平
民
に
対
し
て
行
っ
た
演
説
の
な

か
で
、
次
の
よ
う
に
い
っ
た
と
い
う
（
こ
の
長
大
な
演
説
は
、
リ
ヴ
ィ
ウ

ス
に
よ
れ
ば
、
市
民
本
意
の
護
民
官
が
述
べ
た
い
か
な
る
も
の
よ
り
も
、

平
民
に
受
け
た
と
さ
れ
る(3, 69, 1)

）。

（
43
）
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な
る
ほ
ど
私
も
、ク
ィ
リ
ー
テ
ス
〔Q

uirites; 

ロ
ー
マ
市
民
〕
よ
、

諸
君
に
好
か
れ
た
い
。
し
か
し
、
や
が
て
諸
君
が
私
に
対
し
て
い
か

な
る
心
を
抱
こ
う
と
、
私
が
は
る
か
に
望
む
の
は
諸
君
自
身
の
健
在

な
の
だ
。
自
然
の
な
り
ゆ
き
で
起
こ
る
こ
と
だ
が
、
公
共
の
利
益

以
外
、
何
一
つ
心
に
か
け
ぬ
人
よ
り
もnihil praeter publicum

 
com

m
odum

 videt
、
大
衆
の
も
と
で
、
己
の
た
め
に
弁
論
す
る

者
が
、
と
か
く
喜
ば
れ
る
。
た
だ
し
、
公
に
媚
び
る
追
従
者
た
ち

adsentatores publicos
、
諸
君
を
戦
争
状
態
に
も
平
和
状
態
に

も
お
こ
う
と
し
な
い
あ
の
平
民
の
友
〔
護
民
官
〕
な
る
連
中
は
諸
君

に
取
り
入
っ
て
諸
君
を
煽
動
し
、
せ
き
た
て
る
の
だ
と
、
ひ
ょ
っ
と

し
て
諸
君
自
身
が
そ
う
考
え
る
の
な
ら
、そ
の
か
ぎ
り
で
は
な
い(3, 

68, 9-10)

。

少
な
く
と
も
キ
ケ
ロ
の
時
代
か
ら
、
こ
の
「「
公publicum
」
に
媚

び
る
追
従
者
」
と
、
真
の
政
治
家
の
相
違
は
弁
論
家
の
修
行
中
の
論
題
で

あ
り
、
ま
た
、「
共
同
体publicum

」
に
よ
せ
る
主
要
な
関
心
の
ひ
と

つ
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
ま
で
の
考
察
が
示
す
と
お
り
、「
自
由
」や「
イ

ン
ペ
リ
ウ
ム
」
が
つ
ね
に
一
定
せ
ず
、
二
面
的
あ
る
い
は
連
続
的
な
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
、
ま
た
そ
の
善
し
悪
し
が
、「
公
私
」
の
区
別
に
結
び

つ
い
て
い
た
以
上
、「
自
由
な
ロ
ー
マ
市
民
」
が
「
公
」
に
対
し
て
い
か

に
ふ
る
ま
う
か—

そ
の
結
果
い
か
ん
に
よ
っ
て
、「
自
由
」
は
「
節
度
」

あ
る
も
の
と
な
ろ
う—

が
、
主
要
な
関
心
と
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

そ
こ
で
重
視
さ
れ
た
の
が
、 

真
の
政
治
家 

に
備
わ
る
「
徳virtus

」

で
あ
る
。「
徳
」
の
概
念
は
、
先
験
的
か
つ
経
験
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
備
え
た
者
は
、
自
然
に
「
共
同
体
」
を
「
協
調
」
に
導
く
の
で
あ

り
、
ま
た
、
同
時
に
「
共
同
体
」
を
「
協
調
」
に
導
く
者
は
そ
れ
を
備
え

て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
徳
は
ひ
と
え
に
そ
の
活
用
に
か
か
っ

て
い
る
」
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、《
実
践
》
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
語
は
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ロ
ー
マ
市
民
の
自
由
は
徳virtute

に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
策
略
で
愚
弄
さ
れ
て
い
る(3, 10, 10

）。

徳Virtute

が
自
由
を
回
復
し
た
。
寛
容
あ
っ
て
こ
そ
秩
序
の
調
和

は
確
実
に
な
る
の
だ
、
と(3, 58, 4)

。

両
コ
ン
ス
ル
は
、
敵
に
勝
利
し
た
凱
旋
式
で
な
く
、
父
た
ち
に
勝
利

し
た
凱
旋
式
を
挙
げ
よ
う
と
望
ん
で
い
る
。
徳virtute

に
対
す
る

名
誉
で
な
く
、
一
護
民
官
へ
の
私
的
尽
力
に
対
す
る
見
返
り
が
求
め

ら
れ
て
い
る
の
だ(3, 63, 9)

。

そ
こ
で
デ
ィ
ク
タ
ト
ー
ル
〔
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
ク
ィ
ン
ク
テ
ィ
ウ
ス
・

カ
ピ
ト
リ
ヌ
ス
〕
は
「
徳virtute

を
称
え
よ
」
と
叫
ん
だ
。「
ガ

イ
ウ
ス
・
セ
ル
ウ
ィ
リ
ウ
ス
よ
、
共
同
体
を
自
由
に
せ
よ
！
」(4, 

14, 7)
。

キ
ケ
ロ
の
規
定
に
従
え
ば
、「
自
然
本
性
に
よ
っ
て
、
徳virtus

と
勇

（
44
）

（
45
）

（
46
）

（
47
）
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気
に
お
い
て
も
っ
と
も
卓
越
し
た
人
は
よ
り
弱
い
者
を
指
導
す
る
の
み
で

な
く
、
後
者
も
も
っ
と
も
優
れ
た
人optim

as

に
従
う
こ
と
を
欲
す
る
」

と
い
う
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
マ
市
民
が
、
上
下
関
係
を
必
然
的
な
も
の
と
し

て
い
る
と
い
う
指
摘
は
正
し
い
。
彼
ら
は
、
政
治
の
み
な
ら
ず
、
生
活
全

般
に
お
い
て
、
た
し
か
に
、
非
対
称
的
な
《
権
力
関
係
》
を
必
然
的
な
も

の
と
し
て
導
入
し
て
い
た
の
で
あ
り
、し
た
が
っ
て
、優
れ
た
者—

「
徳
」

を
持
っ
た
者—

に
そ
う
で
な
い
者
が
従
う
と
い
う
意
味
で
、
ロ
ー
マ
市

民
が
、 〝
貴エ
リ
ー
ト族

主
義
的
〞で
あ
っ
た
の
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
、「
徳
」
と
は
実
践
に
お
い
て
の
み
発
揮
さ

れ
え
る
も
の
で
あ
っ
て
、キ
ケ
ロ
が
い
う
よ
う
に
、そ
の
「
徳
」
が
「
家
柄
」

や
「
富
」、「
名
声
」
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

り
、「
自
由
」
な
市
民
に
は
そ
れ
を
見
き
わ
め
る
目
が
必
要
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
や
キ
ケ
ロ
が
こ
の
法
的
強
制
力
を
ま
っ
た

く
も
た
な
い
「
徳
」
と
そ
の
指
導
を
こ
と
さ
ら
強
調
す
る
の
は
、
も
と
よ

り
そ
の
実
践
性
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
「
自
由
」
が
、
そ
う

で
あ
る
が
ゆ
え
に
し
ば
し
ば
「
放
縦
」
へ
と
至
る
と
い
う
認
識
が
つ
ね
に

あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
実
践
的
か
つ
技
術
的
な
方
策
と
し
て

意
図
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
も
し
、ロ
ー
マ
市
民
に
と
っ
て
、

こ
の
上
下
関
係
が
言
葉
の
真
の
意
味
で
〝
必
然
的
な
〞
こ
と
と
し
て
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
た
な
ら
、
彼
ら
は
と
り
た
て
て
そ
れ
を
強
調
し
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
る
）。
つ
ま
り
、こ
の《
権
力
関
係
》は
あ
く
ま
で
共
同
体
の「
自

由
」
行
使
を
前
提
に
し
た
、「
自
由
」
あ
っ
て
の
《
権
力
関
係
》
な
の
だ
。

し
た
が
っ
て
、
先
に
引
用
し
た
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
例
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う

に
、
こ
の
「
徳
」
は
父
た
ち
に
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
共
同

体
の
「
協
調
」
を
達
成
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
平
民
の
実
現
し
た
「
自

由
」
は
、
彼
ら
の
も
っ
て
い
た
「
徳
」
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
「
徳
」
と
よ
く
似
た
概
念
と
し
て
、
か
の
「
ロ
ー
マ
人
固
有
の
概

念
」、「
権
威auctoritas

」
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
む
し
ろ
「
徳
」

と
「
権
威
」
の
差
異
を
示
す
ほ
う
が
生
産
的
で
あ
ろ
う
。

こ
のauctoritas

に
つ
い
て
、
ラ
テ
ン
語
辞
典
は
、
こ
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
。（
一
）
所
有
権
。（
二
）
上
位
者
が
下
位
者
の
行
為
を
認
め

る
こ
と
。（
三
）
保
証
、
信
用
、
確
実
さ
。（
四
）
元
老
院
見
解
。（
五
）

指
導
。（
六
）
権
力
、
力
、
権
威
。（
七
）
個
人
の
資
質
と
し
て
の
影
響
力
、

指
導
力
。（
八
）
威
厳
、重
み
、根
拠
。（
九
）
個
人
の
意
向
、意
見
。（
一
〇
）

先
例
、
手
本
、
模
範
。（
一
一
）
個
人
の
威
信
、
声
望
。（
一
二
）
個
人
の

影
響
力
、
貫
禄
。（
一
三
）
物
の
価
値
、
評
判
、
人
気
。

ま
た
、「
権
威
者auctor

」
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
一
）
証
人
。（
二
）
報
告
者
。（
三
）
史
家
。（
四
）
著
作
者
、
起
草
者
、

命
名
者
。（
五
）
創
始
者
、
先
導
者
。（
六
）
創
立
者
、
祖
。（
七
）
代
表
。

（
八
）
手
本
、
模
範
。（
九
）
指
導
者
、
権
威
者
。

こ
の
と
お
り
、「
権
威
者auctor

」
の
ほ
う
を
み
れ
ば
よ
り
わ
か
る
の

だ
が
、
作
者
や
、
創
始
者
、
先
導
者
、
祖
な
ど
、
基
本
的
に
〝
始
ま
り
〞

に
関
わ
る
個
人
の
資
質
に
こ
そ
向
け
ら
れ
た
語
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え

よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
語
は
、
平
民
に
も
適
用
さ
れ
え
た
「
徳
」
に
比

し
て
、
父
た
ちpatres —

す
な
わ
ち
ロ
ー
マ
市
の
建
設
に
関
わ
る
者

（
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）

（
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）

（
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（
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で
あ
り
、
ロ
ー
マ
市
民
に
と
っ
て
祖
先
で
あ
る—

と
よ
り
深
く
結
び
つ

い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
平
民
や
パ
ト
リ
キ
な
ど
、
誰
も
が
備
え
え
た
（
と

い
う
か
実
践
に
お
い
て
の
み
示
さ
れ
た
）「
徳
」
と
は
ち
が
い
、「
権
威
」

は
、
よ
り

0

0

先
験
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
と

も
よ
く
示
し
て
い
る
の
が
、「auctoritas patrum

父
た
ち
の
承
認
」

で
あ
ろ
う
。

「
父
た
ち
の
承
認
」
は
、
法
制
史
研
究
に
よ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。
古
く
は
、
と
く
に
選
ば
れ
た
王rex

の
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
を

父
た
ち
（
元
老
院
議
員
）
が
ク
リ
ア
民
会
に
お
い
て
承
認
す
る
こ
と
を

指
し
、
共
和
政
時
代
に
は
、
ク
リ
ア
民
会
、
あ
る
い
は
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民

会
の
決
議
や
公
職
当
選
者
に
対
し
て
父
た
ち
が
前
後
に
与
え
た
承
認
で
あ

り
、ま
た
、公
職
者
に
与
え
る
助
言
を
指
し
た
言
葉
で
あ
る
。「
徳
」
同
様
、

「
父
た
ち
の
承
認
」
に
も
法
的
強
制
力
は
な
く
、
何
ら
か
の
実
践
を
通
じ

て
声
価
に
た
が
わ
ぬ
こ
と
を
示
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ロ
ー

マ
市
建
設
の
祖
で
あ
る
父
た
ち
の
家
系
（
つ
ま
り
パ
ト
リ
キ
）
が
独
占
的

に
保
持
し
た
ア
ウ
ス
ピ
キ
ウ
ム
（
鳥
占
いauspicium

）
の
権
利
と
そ

れ
に
と
も
な
う
「
中
間
王
政interregnum

（
コ
ン
ス
ル
の
任
期
終
了
に

と
も
な
う
引
継
ぎ
の
際
に
、
ア
ウ
ス
ピ
キ
ウ
ム
権ius auspicii

保
持
者

で
あ
る
パ
ト
リ
キ
系
元
老
院
議
員
が
交
代
で
一
時
的
に
中
間
王interrex

と
呼
ば
れ
る
地
位
に
つ
い
た
も
の
で
、
名
称
が
示
す
と
お
り
、
王
政
時
代

の
遺
制
と
考
え
ら
れ
る
）」
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
パ
ト
リ

キ
系
氏
族
は
そ
の
他
に
もpontifex

、flam
en

、salii

な
ど
の
祭
祀
職

を
独
占
し
て
い
た
と
さ
れ
（
身
分
闘
争
の
過
程
で
、
前
三
世
紀
を
通
し
て

順
次
こ
れ
ら
の
聖
職
も
平
民
に
開
放
さ
れ
る
）、
こ
れ
ら
の
祭
祀
職
の
実

践
に
よ
り
パ
ト
リ
キ
を
し
て
「
権
威
」
た
ら
し
め
た
と
い
う
。

少
し
難
解
な
用
語
が
続
い
た
が
、
要
す
る
に
、
パ
ト
リ
キ
が
ロ
ー
マ

市
建
設
の
父
た
ち
か
ら
受
け
つ
い
だ
宗
教
的
権
限
の
た
め
に
、「
権
威

auctoritas

」
が
、
と
く
に
パ
ト
リ
キ
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
り
、
ま
た
、「
承
認auctoritas

」
は
、
と
り
わ
け
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
の

承
認
を
意
味
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
や
キ
ケ
ロ
、
そ
の
他
の
歴
史
叙
述
家
が
記
し

て
い
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
前
一
世
紀
に
は
、
こ
の
「
父
た
ち
の
承
認

auctoritas patrum

」は
制
度
上
は
も
は
や
形
骸
化
し
て
い
た
。
だ
が
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
「
権
威
」
概
念
が
た
だ
ち
に
倫
理
的
実
践
的
価

値
を
失
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
「
権
威
」
も
、「
徳
」
と
同
じ
よ
う

に
、「
自
由
」
を
健
全
に
「
抑
制
」
す
る
べ
く
意
図
的
に
導
入
さ
れ
た
《
権

力
関
係
》
で
あ
り
、
倫
理-

実
践
上
の
技
術
と
し
て
の
価
値
を
依
然
と
し

て
保
持
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
「
権
威
」
が
重
要
な
の
は
、
先

に
も
述
べ
た
と
お
り
、 

著
者 

や
〝
創
始
者
〞
の
意
味
を
も
つ
点
で
あ
り
、

ま
た
「
父
た
ち
」
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
疑
問
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
父
た
ち
が
、 

創
始

者 
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
無
条
件
に
「
権
威
＝
創
始
者
」
と
し
て
認
め

ら
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
？

だ
が
、
例
に
漏
れ
ず
、
こ
の
「
権
威
」
も
、

や
は
り
実
践
に
お
い
て
の
み
価
値
を
も
つ
。「
徳
」と
同
じ
よ
う
に
、も
し
、

父
た
ち
が
「
権
威
＝
創
始
者
」
で
あ
る
な
ら
、彼
ら
は
、当
然
、「
共
同
体
」

に
「
協
調
」
を
も
た
ら
し
う
る
は
ず
な
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
か
ぎ
り
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に
お
い
て
、「
権
威
＝
創
始
者
」
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
先
験
的
と
い
っ
て
も
、
も
っ
と
特
殊
な
、
す
な
わ
ち
経
験
的
な

先
験
性
で
あ
る
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
、
そ
れ
は
経
験
的
な
先
験
性
と
い

わ
れ
う
る
の
か
。
我
々
は
、
ロ
ー
マ
市
民
が
、「
自
由
」
と
「
子
供
た
ち
」、

あ
る
い
は
「
自
由
」
と
「
書
物
」
と
い
う
語
を
外
形
上
、
ほ
と
ん
ど
区
別

し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
す
で
に
確
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
リ
ヴ
ィ

ウ
ス
が
、「
自
由
」
を
、〝
未
熟
〞
や
〝
成
熟
〞
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
表

現
し
た
こ
と
も
確
認
し
た
。
キ
ケ
ロ
は
、『
国
家
』（
第
一
巻
六
六
・
六
七

節
）
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』（
八
・
五
六
二C

〜
五
六
三E

）

を
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
し
て
こ
う
語
っ
て
い
る
。す
べ
て
が
生き

の
ま
ま
の「
自

由
」
な
共
同
体
で
は
、「
私
人
と
公
職
者
の
あ
い
だ
の
い
か
な
る
区
別
も

な
く
な
」
り
、「
す
べ
て
が
自
由
に
満
ち
溢
れ
る
の
で
、
個
人
の
家
は
ど

こ
で
あ
れ
主
人
が
い
な
く
な
り
…
つ
い
に
は
父
親
は
息
子
を
恐
れ
、
息
子

は
父
親
を
な
お
ざ
り
に
しdenique ut pater filium

 m
etuat, filius 

patrem
 neclegat

、
恥
を
知
る
心
は
い
っ
さ
い
失
わ
れ
、
人
々
は
ま
っ

た
く
自
由
と
な
っ
て
市
民
と
居
留
外
国
人
の
区
別
が
な
く
な
り
、
教
師
は

弟
子
を
恐
れ
て
追
従
し
、弟
子
は
教
師
を
あ
な
ど
り
、青
年
は
老
人
の
重
々

し
さ
を
わ
が
物
と
な
し
、
他
方
、
老
人
は
彼
ら
に
忌
み
嫌
わ
れ
な
い
よ
う

に
へ
り
く
だ
っ
て
青
年
の
遊
戯
を
行
う
よ
う
に
な
る
」。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
や
キ
ケ
ロ
が
意
図
的
に
導
き
入
れ
よ
う

と
し
た
《
権
力
関
係
》
と
は
、
い
わ
ば
、
父
と
息
子
の
関
係
で
あ
り
、
教

師
と
弟
子
の
関
係
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
関
係
は
、
け
っ
し
て
逆
転

不
可
能
な
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
同
時
に
か
な
ら
ず
区
別
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
父
や
教
師
が
、

ど
れ
ほ
ど
み
ず
か
ら
の
「
権
威
」
を
正
当
に
《
実
践
》
し
え
た
と
こ
ろ
で
、

人
間
の
自
然
本
性
に
従
え
ば
、
息
子
や
弟
子
が
、
父
や
教
師
と
し
て
ふ
る

ま
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
は
時
間
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
こ
の
時

間
が
、
両
者
を
確
実
に
区
別
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、「
権
威
」
と
「
自

由
」
の
《
両
立
》
と
い
う
言
い
方
は
い
さ
さ
か
安
易
で
あ
り
、
あ
ま
り
適

切
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
関
係
性
に
不
平
等
を
指
摘
す
る
の
も
不

毛
で
あ
る
。
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
親
密
な

0

0

0

関
係
は
、
こ
の
か
ぎ
り
に

お
い
て
、
あ
る
と
み
て
ま
ち
が
い
な
い
。「
自
由
」
と
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
の

対
位
法
的
関
係
を
〝
正
し
く
導
く
も
の
〞
と
し
て
、
こ
の
具
体
的
な

0

0

0

0

「
権

威
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
ラ
テ
ン
語
自
体
が
、「
権
威
」
と

「
自
由
」
の
関
係
を
、「
父
親
」
と
「
子
供
」
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
し
て
捉
え

て
い
る
こ
と
は
、
本
論
の
考
察
す
る
「
自
由
」
概
念
を
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の

み
な
ら
ず
、
ロ
ー
マ
市
民—

ラ
テ
ン
語
を
話
す
人
々—

に
拡
張
し
て

適
用
す
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
先
の
キ
ケ
ロ
の
引
用
に
加
え
て
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
記
述
を
引

用
す
る
。

ま
た
、
護
民
官
の
救
助
権ius auxilii

を
、
市
民
の
提
訴
権

provocatio

を
、
父
た
ち
を
拘
束
す
る
平
民
会
決
議
を
、
法
を
等

し
く
す
る
と
の
名
目
で
我
々
〔
父
た
ち
〕
の
権
利
の
抑
圧
さ
れ
る

の
に
我
々
は
堪
え
忍
ん
だ
。
そ
し
て
今
な
お
忍
ん
で
い
る
。
不
和

（
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は
い
か
に
し
て
終
息
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
つ
の
日
に

ひ
と
つ
の
母
市
を
も
て
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
つ
の
日
に
こ
の
祖
国
が

市
民
共
通
の
も
の
に
な
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
敗
者
の
我
々
は
勝
者
の

諸
君
〔
平
民
〕
よ
り
も
心
静
か
に
落
ち
着
い
て
い
る
。
我
々
が
諸
君

を
恐
れ
る
だ
け
で
は
足
り
ぬ
の
か(3, 67, 9-11)

。

こ
の
記
述
は
、
先
に
引
用
し
た
パ
ト
リ
キ
系
氏
族
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
ク
ィ

ン
ク
テ
ィ
ウ
ス
・
カ
ピ
ト
リ
ヌ
ス
の
平
民
に
対
す
る
演
説
の
一
部
で
あ
る
。

キ
ケ
ロ
お
よ
び
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
こ
の
記
述
か
ら
、《
権
力
関
係
》に
つ
い
て
、

も
う
ひ
と
つ
の
指
摘
が
可
能
に
な
る
。
も
は
や
賢
明
な
読
者
に
は
お
わ
か

り
だ
ろ
う
が
、
こ
の
《
権
力
関
係
》
は
、
往
々
に
し
て
、
上
位
者
が
、
下

位
者
を
〝
恐
れ
るm

etuo

〞
の
で
あ
り
、
上
位
者
自
身
、
そ
の
こ
と
に

自
覚
的
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ロ
ー
マ
市
民
の
「
自
由
」
概
念
に

は
〝
上
下
関
係
〞
が
付
随
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
一
般
的
に
理
解
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
上
下
関
係
と
は
ま
っ
た
く
ち
が
う
、
と
い
う
こ
と
に
あ

ら
た
め
て
注
意
を
喚
起
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

３
．
平
民
に
よ
る
ロ
ー
マ
市
か
ら
の
「
分

セ
ー
ケ
ッ
シ
オ

離
」

リ
ヴ
ィ
ウ
ス
が
、「
自
由
の
砦
」
と
語
る
護
民
官
や
プ
ロ
ウ
ォ
カ
テ
ィ

オ
権
を
、
平
民
は
い
か
に
し
て
獲
得
し
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
論
じ

な
け
れ
ば
、
片
手
落
ち
で
あ
る
。
実
際
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
、
こ
の
歴
史
的
な

過
程
を
、「
自
由
」
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
と
し
て
理
解
し
て

い
た
。

護
民
官
や
プ
ロ
ウ
ォ
カ
テ
ィ
オ
権
を
獲
得
す
る
た
め
に
重
要
な
過
程
と

な
っ
た
の
が
、「
分
離secessio

」
で
あ
っ
た
。
平
民
は
、
パ
ト
リ
キ
へ

の
政
治
的
不
満
に
応
じ
て
数
度
、
集
団
で
の
「
分
離
」
を
試
み
て
い
る
。

は
じ
め
て
こ
の
「
分
離
」
が
敢
行
さ
れ
た
の
は
前
四
九
四
年
、
平
民
の
債

務
奴
隷
制nexum

を
き
っ
か
け
に
起
こ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
と
き
、
護

民
官
を
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
出
来
事
に
か
ん
す
る
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
記
事

は
き
わ
め
て
簡
潔
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
自
身
、
諸
伝
承
に
よ
り

相
違
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る(2, 32, 3)

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、
当
時
か
ら
す
で
に
曖
昧
な
記
憶
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
よ
っ

て
、『
創
設
以
来
』
で
の
扱
い
は
、
む
し
ろ
前
四
四
九
年
の
「
分
離
」
の

比
重
が
き
わ
め
て
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
経
緯
を
簡
単
に
述
べ

る
と
、
前
四
五
一
年
の
プ
ロ
ウ
ォ
カ
テ
ィ
オ
権
を
無
効
と
す
る
一
〇
人
委

員
就
任
に
よ
っ
て
、
コ
ン
ス
ル
と
と
も
に
護
民
官
は
廃
止
さ
せ
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
後
、
選
挙
を
経
ず
任
期
を
延
長
し
た
一
〇
人
委
員
の
「
傲
岸
不

遜
」
が
、
平
民
た
ち
に
二
度
目
の
「
分
離
」
を
敢
行
さ
せ
、
再
び
、
プ
ロ

ウ
ォ
カ
テ
ィ
オ
権
が
復
活
し
、
定
員
一
〇
名
の
護
民
官
が
創
設
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

こ
の
「
分
離
」
は
、
今
日
で
は
「
市
外
退
去
」
な
ど
と
意
訳
さ
れ
、

ま
た
兵
役
拒
否
と
混
同
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
リ
ヴ
ィ
ウ

ス
自
身
、「
兵
役
拒
否abnuo dilectum

」
と
は
区
別
し
て
使
っ
て
お

り
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
分
離
先
と
な
っ
た
、
ア
ウ
ェ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス

の
丘
、
あ
る
い
は
聖
山M

ons Sacer

は
、
市
域
を
示
す
ポ
ー
メ
リ
ウ
ム

pom
erium

の
外
側
（
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
の
行
使
は
、
戦
時
を
除
い
て
こ
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の
領
域
内
に
限
定
さ
れ
た
）、
す
な
わ
ち
市
外
に
あ
り
、
ま
た
聖
山
に
集

ま
っ
た
平
民
に
対
し
て
元
老
院
か
ら
派
遣
さ
れ
た
二
人
の
〝liberator

〞、

ヴ
ァ
レ
リ
ウ
ス
と
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
が
レ
ガ
ー
ト
ゥ
ス
（
使
節
、
外
交
官

legatus
）と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と(3, 53, 6)

も
示
唆
的
で
あ
る
よ
う
に
、

こ
の
「
分
離
」
は
、
ま
さ
に
、
文
字
ど
お
り
ロ
ー
マ
と
い
う
「
共
同
体
」

か
ら
の
分
離
を
意
味
し
た
（
念
の
た
め
付
け
加
え
て
お
く
が
、
現
実
に
平

民
が
そ
れ
を
望
ん
で
い
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、『
創
設
以
来
』
で
ど
の

よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
問
題
に
し
て
い
る
）。

こ
の
「
分
離
」
の
歴
史
学
的
な
考
察
は
抜
き
に
文
字
ど
お
り
の
意
味
に

捉
え
た
う
え
で
、確
認
し
て
お
く
べ
き
基
本
的
な
こ
と
が
い
く
つ
か
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、「
分
離
」
を
敢
行
す
る
平
民
に
対
し
て
一
〇
人
委
員
、
あ
る

い
は
元
老
院
が
派
遣
し
た
の
が
軍
隊
で
は
な
く
、「
使
節
」
で
あ
る
こ
と
、

つ
ま
り
、
強
制
で
は
な
く
説
得
と
い
う
手
段
を
用
い
て
い
る
こ
と
。
ま

た
も
う
ひ
と
つ
は
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
が
、
二
巻
の
冒
頭
、
す
な
わ
ち
共
和
政

の
開
始
期
に
、
平
民
を
、「
牧
人
た
ち
、
流
れ
者
た
ち
か
ら
な
る
あ
の
平

民
、
自
ら
の
市
民
か
ら
の
離
脱
者
た
ちpastorum

 convenarum
que 

plebs, transfuga ex suis populis(2, 1, 4)

」と
呼
ん
で
い
る
こ
と
。

こ
れ
ら
か
ら
判
断
す
る
に
、
そ
も
そ
も
平
民
は
、
債
務
さ
え
な
け
れ
ば
、

「
共
同
体
」
か
ら
「
分
離
」
す
る—

「
共
同
体
」
か
ら
の
離
脱—

と

い
う
窮
極
の《
自
由
》を
保
持
し
て
い
る
。ラ
テ
ン
的
な
比
喩
を
使
う
な
ら
、

ロ
ー
マ
人
は
、
あ
る
〝
著
作
家auctor

〞
の
作
っ
た
〝
書
物liber

〞
を
、

読
ま
な
い

0

0

0

0

、
と
い
う
窮
極
の
《
自
由
》
を
保
持
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
平
民
は
、
パ
ト
リ
キ
に
服
従
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
不
当

に
拘
束
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
元
来
、
移
民
で
あ
っ
た

0

0

0

0

0

0

平
民
は
、

パ
ト
リ
キ
側
にsuperbio

が
あ
れ
ば
、〝
分
離
〞
の
権
利
を
行
使
し
え

た
の
で
あ
る
。
地
中
海
周
辺
の
人
々
が
、
生
地
に
縛
ら
れ
ず
、
地
中
海
を

ま
た
に
か
け
て
都
市
間
を
移
動
し
、
と
き
に
は
集
団
で
植
民
し
て
、
新
た

な
都
市
＝
共
同
体
を
建
設
し
さ
え
し
た
、
と
い
う
側
面
を
つ
ね
に
銘
記
し

て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
考
え
で
は
そ
の
よ
う
な

《
自
由
》
は
「
自
由
」
で
は
な
い
。
つ
ね
に
「
共プ

ブ

リ

ク

ム

同
体
＝
公
共
」
と
い
う

観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
の
が
「
自
由
」
で
あ
り
、「
分
離
」
は
た
ん
に
「
分

離
」
と
し
て
し
か
映
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
も
は
や
「
不
調
和

discordia

」と
も
呼
べ
ず
、し
た
が
っ
て
、悪
し
き「
自
由
」で
さ
え
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
、
今
日
の
認
識
か
ら
い
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
道
理
に
か
な
っ

た
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。〝
書リ
ベ
ル物
〞
は
読
ま
れ
て
こ
そ
、「
自リ
ベ
ル由
」
な

の
だ
。終

章　

ロ
ー
マ
人
の
「
自
リ
ベ
ル
タ
ス由
」
概
念
に
つ
い
て

我
々
は
、
こ
こ
ま
で
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
る
「
自
由
」

の
周
囲
に
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
が
い
か
に
し
て
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る

の
か
を
検
証
し
て
き
た
。
そ
の
際
、
た
え
ず
「
自
由
」
を
言
葉
の
網
目
の

な
か
に
お
き
な
お
し
、「
自
由
」
を
中
心
化
せ
ぬ
よ
う
細
心
の
注
意
を
払

う
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
読
者
に
混
乱
の
印
象
を
与
え
た
か
も
し

れ
な
い
が
、
論
点
は
、
次
の
諸
点
に
あ
っ
た
。
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Ⅰ
．「
自
由
」
と
い
う
語
が
、
そ
も
そ
も
、
二
面
的
／
連
続
的
な
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、「
放
縦
」
と
「
自

由
」
は
、分
断
さ
れ
な
い
連
続
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
。

そ
れ
ゆ
え
、「
自
由
」
を
適
切
に
保
つ
た
め
の
「
護ま
も

り
」
が
重
視
さ

れ
た
こ
と
。

Ⅱ
．「
自
由
」は
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
と
対
位
法
的
関
係
に
あ
り
、一
方
の「
過

大
さ
」
は
、
一
方
を
損
な
う
と
い
う
こ
と
。
そ
こ
か
ら
「
節
度
」
と

い
う
考
え
が
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
。

Ⅲ
．「
自
由
」
や
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
は
、
つ
ね
に
「
公
」
と
い
う
尺
度
で

測
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。

Ⅳ
．「
公
」
は
、
役
職
や
元
老
院
議
員
な
ど
、
支
配
者
層
を
意
味
せ
ず
、

市
民
全
体
を
意
味
す
る
こ
と
。

Ⅴ
．
人
々
に
「
自
由
」
や
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
の
「
節
度
」
を
保
た
せ
る
何

か
を
、
自
発
的
な
「
徳
」
や
、
あ
る
い
は
父
た
ち
の
「
権
威
」
と
呼

ぶ
こ
と
。

以
上
の
五
点
が
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
「
自
由
」
概
念
に
お
い
て
と
く
に
重

要
な
点
で
あ
り
、
彼
は
、
こ
の
観
点
か
ら
伝
承
を
解
釈
し
て
い
る
と
い
っ

て
よ
い
の
で
あ
る
（
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
伝
承
に
恣
意
的
な
捏
造
が
加
え

ら
れ
た
な
ど
と
考
え
る
必
要
は
な
い
）。「
自
由
」
を
、最
初
か
ら
「
放
縦
」

も
含
め
た
二
面
的
／
連
続
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を
適
切
に
「
抑

制
」
す
べ
く
、
自
発
的
な
「
徳
」
に
も
と
づ
く
《
権
力
関
係
》
を
、
そ
れ

に
頼
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、〝
父
と
子
〞
あ
る
い
は
〝
教
師
と

弟
子
〞
と
い
う
実
践
的
か
つ
具
体
的
な
関
係
と
し
て
の
「
権
威
」
と
い
う

《
権
力
関
係
》
を
意
図
的
に
導
入
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
自
由
」
概
念
は
、

端
的
に
い
っ
て
、
ふ
つ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る—

と
い
う
よ
り
は
、
不

可
解
な
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る—

よ
り
も
、
複
雑
か
つ
高
度
な
も
の
で

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、も
っ
と
も
重
要
な
点
は
、「
自
由
」

が
、
適
度
な
実
践
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
「
自
由
」
た
り

う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
生
ま
れ
た
瞬
間
に
ひ
と
が
有
し
て
い
る
と
い

わ
れ
る
、
先
験
的
な
近
代
的
自
由
概
念
と
は
、
根
本
的
に
そ
の
意
味
の
中

心
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
テ
ク
ス
ト

が
「
自
由
」
を
論
じ
る
際
に
特
徴
的
な
こ
と
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
使
の

実
践
的
諸
側
面
に
の
み
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
近
代
の
歴
史
学

者
が
ロ
ー
マ
の
「
自
由
」
を
低
く
見
積
も
っ
て
し
ま
っ
た
原
因
の
一
端
は

こ
こ
に
あ
る
し
、
ま
た
同
じ
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
ひ
と
が
自
由
で0

あ
る

0

0

べ
き
か
否
か
は
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
は
問
題
関
心
の
外
な
の
で

あ
る
。

我
々
が
こ
の
『
創
設
以
来
』
を
読
む
と
き
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
、
歴
史
的

出
来
事
を
記
述
し
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
市
民
と
父
た
ち
の
繰
り
広
げ

る
「
節
度
」
と
「
過
度
」
あ
い
だ
で
、「
自
由
」
と
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
が
揺

れ
動
く
様
を
一
四
二
巻
に
わ
た
っ
て—

今
日
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
そ
の
う
ち
三
三
巻
に
過
ぎ
な
い
が—

執
拗
に
描
き
つ
づ
け
た
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
印
象
す
ら
受
け
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
歴
史
叙
述
で

あ
る
『
創
設
以
来
』
の
信
憑
性
を
疑
う
論
者
が
よ
く
い
う
よ
う
に
、
そ
し

て
そ
う
い
う
論
者
が
わ
れ
知
ら
ず
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
（
当
然
わ
た
し
も

（
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そ
こ
か
ら
逃
れ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
）、
た
し
か
に
、
自
身
の
生

き
た
紀
元
前
後
一
世
紀
の
社
会
状
況
が
そ
の
記
述
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と

い
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
れ
ゆ
え
き
わ
め
て
実
践
的
な

書
物
で
あ
ろ
う
。

今
日
の
自
由
概
念
と
の
相
違
を
め
ぐ
っ
て
、
以
上
五
点
の
う
ち
、
と
く

に
決
定
的
な
の
は
、「
公
プ
ブ
リ
ク
ム」

に
対
す
る
考
え
方
の
ち
が
い
で
あ
る
。
周
知

の
と
お
り
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
プ
ル
タ
ル
コ
ス
や
、
ハ
リ
カ
ル
ナ
ッ
ソ
ス
の

デ
ュ
オ
ニ
シ
オ
ス
が
羨
望
と
驚
き
を
も
っ
て
評
価
し
て
い
た
が
、
ロ
ー
マ

人
は
、
他
の
共
同
体
の
宗
教
に
対
し
て
寛
容
で
、
ま
た
移
民
や
敗
者
に
対

し
て
も
次
々
に
市
民
権
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
が
誇
ら
し

げ
に
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、
と
き
に
は
サ
ビ
ニ
系
の
移
民
で
あ
る
ク
ラ
ウ

デ
ィ
ウ
ス
家
を
そ
の
声
望
に
応
じ
て
父
た
ち
と
同
列
に
扱
い
さ
え
し
た
。

つ
ま
り
、
彼
ら
ロ
ー
マ
人
の
「
共プ
ブ
リ
ク
ム

同
体
」
は
基
本
的
に—

も
ち
ろ
ん
例

外
は
い
く
ら
で
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
が—

開
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の
う
え
で
、
ロ
ー
マ
人
は
、
自
ら
の
「
共プ
ブ
リ
ク
ム

同
体
」
を
、「
市
民
の
も
の

res populi

」
と
属
格
で
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
共プ
ブ
リ
ク
ム

同
体
」

に
お
い
て
、「
自
由
」
を
一
義
的
に
善
い
も
の
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は

危
険
だ
っ
た
。
ま
し
て
や
、
ロ
ー
マ
が
地
中
海
大
に
拡
大
し
、
カ
エ
サ
ル

ら
に
よ
る
市
民
権
の
ば
ら
撒
き
に
よ
っ
て
市
民
が
飛
躍
的
に
増
大
し
て
い

た
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、「
自
由
」
は
き
わ
め
て
危
険
な
も

の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ロ
ー
マ
の
拡
大
と
は
、
当

然
、
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
の
強
大
化
を
意
味
し
た
が
、
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
の
強
大

化
は
必
然
的
に
対
位
法
関
係
に
あ
る
「
自
由
」
を
も
増
大
さ
せ
る
か
ら
で

あ
る
。
も
し
、こ
の
膨
れ
上
が
っ
た
「
自
由
」
が
「
徳
」
を
失
い
「
放
縦
」

に
い
た
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
も
は
や
父
た
ち
の
「
権
威
」
で
そ
れ

を
適
切
に
導
く
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
状
況
を
考

慮
す
る
な
ら
、
彼
は
む
し
ろ
〝
人ポ
プ
ラ
レ
ス

民
派
〞
に
も
〝
門オ
プ
テ
ィ
マ
テ
ス

閥
派
〞
に
も
、
驚
異

的
に
公
平
か
つ
透
明
な
態
度
で
歴
史
を
物
語
っ
て
い
る
。
だ
が
、
に
も
か

か
わ
ら
ず
、『
創
設
以
来
』
の
中
に
、「
自
由
」
に
対
す
る
あ
き
ら
か
な
危

惧
の
念
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
彼
が
意
図
し

た
と
お
り
に
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
公プ
ブ
リ
コ刊

自
体
が
、
当
時
、

市
民
の
急
増—

す
な
わ
ち
、
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
と
「
自
由
」
の
増
大—

に
よ
っ
て
父
た
ち
の
「
権
威
」
の
維
持
が
き
わ
め
て
困
難
に
な
っ
て
い
た

「
共レ
ス
・
プ
ブ
リ
カ

同
体
」
が
、《
帝
国
》
へ
の
道
を
突
き
進
む
こ
と
に
対
す
る
批
判
あ
る

い
は
警
鐘
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
共
和
政
時
代
の
ロ
ー
マ
人
の
「
自
由
」

概
念
を
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
評
価
す
る
者
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス

の
こ
う
し
た
意
図
を
、
ま
る
で
隠
さ
れ
た
真
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
釈

し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
？　

さ
も
な
け
れ
ば
、
彼
ら
は
『
創
設
以

来
』
と
い
う
書リ
ベ
ル物
を
読
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
テ
ク
ス
ト
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
「
自
由
」

概
念
は
、
ま
っ
た
く
彼
独
自
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？

わ
た
し
は
以
下

に
あ
げ
た
い
く
つ
か
の
点
か
ら
、
そ
う
は
思
っ
て
い
な
い
。
ま
ず
、
彼
の

よ
う
に
「
公
プ
ブ
リ
ク
ム」

を
中
心
に
お
く
視
点
は
、
前
二
世
紀
に
初
め
て
ラ
テ
ン
語

の
歴
史
叙
述
（『
起
源origines

』）
を
残
し
た
大
カ
ト
ー
、
あ
る
い
は
キ

ケ
ロ
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
伝
統
的
な
視
点
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ

れ
ゆ
え
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
視
点
が
特
別
に
個
性
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も

（
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な
け
れ
ば
、
特
別
に
私
的
な
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
、
彼
は
歴
史
家
と
し

て
名
を
残
し
た
が
、
哲
学
者
と
し
て
当
時
か
ら
評
価
を
得
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
。
哲
学
的
に
は
、
む
し
ろ
彼
は
凡
庸
で
す
ら
あ
っ
た

だ
ろ
う
（
こ
れ
は
お
そ
ら
く
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
は
褒
め
言
葉
で
あ
ろ
う
）。

ま
た
、
こ
の
『
創
設
以
来
』
は
、
公プ
ブ
リ
コ刊

さ
れ
る
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
、

そ
し
て
実
際
に
公プ
ブ
リ
コ刊

さ
れ
た
書
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
彼
の
歴
史
叙
述

に
当
時
か
ら
決
定
的
な
反
論
が
あ
っ
た
と
い
う
話
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

そ
し
て
、「
自
由
」
を
、
そ
も
そ
も
二
面
的
／
連
続
的
な
も
の
と
し
て
、

リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
、何
の
説
明
も
な
し
に
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
も
湧
い
て
こ
よ
う
。
物
事
を
連
続
性
の

な
か
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
点
に
か
ん
し
て
、
そ
れ
を
ロ
ー
マ
人
に

特
有
の
も
の
の
見
方
だ
と
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
は
な
い
か
？

そ
こ
に

は
、
ス
ト
ア
哲
学
の
痕
跡
を
見
い
だ
す
の
が
正
解
な
の
で
は
あ
る
ま
い

か
？

実
際
、
キ
ケ
ロ
は
ギ
リ
シ
ア
に
遊
学
し
、
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
な
哲

学
を
実
地
に
学
ん
で
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
も
ち
ろ
ん
、
ス
ト
ア
哲
学
も

含
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
ま
ち
が
い
な
く
、
そ
の
キ
ケ

ロ
の
著
作
を
読
ん
で
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て

こ
の
思
想
の
流
行
が
表
面
化
す
る
の
は
紀
元
後
一
世
紀
後
半
以
降
の
こ
と

で
あ
り
、
な
ら
ば
、
そ
れ
に
先
ん
じ
た
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
哲
学
的
に
も
優
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？

い
や
、
こ
の
問
題
の
焦
点
は
、
じ
つ
は
ス
ト
ア
哲
学
に
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
《
連
続
性
》
の
観
点
が
、
ス
ト
ア
哲
学
に
よ
る
の
か
、
ロ
ー

マ
人
固
有
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
こ
の
二
者
択
一
に
か
か
わ
ら
ず
、
さ
ま

ざ
ま
な
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
ス
ト
ア
哲
学
の
倫
理
思
想

を
好
ん
で
受
け
入
れ
る
理
由
を
、
ロ
ー
マ
人
が
す
で
に
も
っ
て
い
た
こ
と

に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
帝
政
期
に
変
質
し
て
い
く

「
自
由
」
を
批
判
し
た
ス
ト
ア
哲
学
者
た
ち
は
、「
自
由
」
の
理
想
像
を
共

和
政
時
代
の
記
憶
の
な
か
に
見
い
だ
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
よ
り

古
い
時
代
の
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
テ
ク
ス
ト
が
ま
さ
に
証
明
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

「
自
由
」
は
、
そ
の
適
度
な
実
践

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
、
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
だ
が
、
帝
政
期
に
、
そ
れ
は
皇
帝
＝
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
に
よ
っ
て
庇
護

さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
か
じ
め
認
め
ら
れ
た
権
利
、
徹
頭
徹
尾

先
験
的
な
概
念
に
変
質
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
描
い
た
共

和
政
時
代
に
お
い
て
、「
自
由
」
の
護
り
が
意
味
し
て
い
た
の
は
、
あ
く

ま
で
放
縦
と
逸
脱
の
陶
冶
だ
っ
た
。
皇
帝
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
権
利
と

し
て
一
方
的
に
護
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。

こ
の
時
代
、
し
ば
し
ば
コ
イ
ン
に
刻
ま
れ
た
皇
イ
ン
ペ
ラ
ト
ー
ル
帝
の
顔
と
「
公
共
の
自

由libertas publica

」
あ
る
い
は
「
公
共
の
自
由
の
保
護
者adsertor 

libertatis publicae

」
と
い
う
言
葉
は
、
共
和
政
時
代
に
あ
っ
た
、「
自

由
」
と
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
、
そ
し
て
「
徳
」
と
「
権
威
」
が
織
り
な
し
た
複

雑
で
高
度
な
関
係
が
も
は
や
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
、
如
実
に

現
わ
し
て
い
る
。

（
75
）

（
76
）

（
78
）

（
77
）
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【
註
】

（
1
）
本
論
で
は
、と
く
に
ラ
テ
ン
語
のlibertas

（
一
般
に
自
由
と
訳
さ
れ
る
）

を
、
今
日
的
な
自
由
と
区
別
し
て
鉤
括
弧
つ
き
（「
自
由
」）
で
用
い
る
。

ま
た
、
同
様
に
、auctoritas

（
権
威
）
やvirtus

（
徳
）
な
ど
も
、「
権

威
」、「
徳
」
な
ど
と
す
る
。

（
2
）Th. M

om
m
sen, "D

ie Patricische Claudier", in: Zuerst gedruck 
im

 Jahre
 1861, FR I 1864, pp. 285-318.

（
3
）
Ｅ
・
マ
イ
ヤ
ー
『
ロ
ー
マ
人
の
国
家
と
国
家
思
想
』
鈴
木
一
州
訳
、

岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
、
二
一
一
‐
三
頁
。（E. M

eyer, Rom
ischer 

staat und Staatsgedanke
, 3 aufl., Zurich/Stuttgart 1964.

）

（
4
）
Ｊ
・
ブ
ラ
イ
ケ
ン
、
村
上
淳
一
、
石
井
紫
郎
訳
『
ロ
ー
マ
の
共
和
政
』

山
川
出
版
社
、
一
九
八
四
年
。

（
5
） K

. A
. R

aaflaub, "Freiheit in A
then und R

om
: Ein Beispiel 

divergierender politischer Begriffsentw
icklung in der A

ntike", 
H
istorische Zeitschrift 238, 1984, pp.529-567.(

以
後
、"A

then 
und Rom

"

と

略

記); id., Entdeckung der Freiheit, M
unchen 

1985(

以
後
、"Freiheit"

と
略
記).

（
6
） 

南
川
高
志
『
ロ
ー
マ
皇
帝
と
そ
の
時
代
』
創
文
社
、
一
九
九
五
年
、

二
八
‐
九
頁
。

（
7
）F. M

illar, "The Political C
haracter of the C

lassical Rom
an 

Republic, 200-151 B.C.", JRS
 74, 1984, pp. 1-19; id., "Politics, 

Persuasion and the People before the Social W
ar(150-90 B.C.)", 

JRS
 76, 1986, pp. 1-11; id., "Political Pow

er in M
id-republican 

R
om

e: curia or com
itium

?" JRS
 7

9
, 1

9
8
9
, pp. 1

3
8
-1

5
0
; id., 

"Popular Politics at Rom
e in the Late Republic", in: I. M

alkin/Z. 
W

. Rubinsohn(eds.), Leaders and M
asses in the Rom

an W
orld. 

Studies in H
onor of Zvi Yavetz

, Leiden/N
ew

 Y
ork/Koln 1995, 

pp. 91-113. 

こ
れ
に
対
す
る
主
な
反
論
と
し
て
、
パ
ト
ロ
ネ
ジ
‐
ク
リ

エ
ン
テ
ー
ラ
関
係
を
再
評
価
す
るL. A

. Burckhardt, "The Political 
Elite of the Rom

an Republic: Com
m
ents on Recent D

iscussion of 

the Concepts nobilitas and hom
o novus", H

istoria
 39, 1990

が

あ
る
が
、
こ
の
ク
リ
エ
ン
テ
ー
ラ
関
係
が
史
料
上
積
極
的
に
は
認
め
ら
れ

な
い
と
す
るP. A

. Brunt, "Clientela", in: id., The Fall of the Rom
an 

Republic and Related Essays, O
xford 1988, pp. 382-442

の
方
が

説
得
的
。

（
8
）Raaflaub, "A

then und Rom
", pp.529-531.

（
9
）Ibid., pp.564-567.

（
10
）
パ
ト
リ
キ
は
「
パ
ト
レ
ス
（
父pater,　

pl.patres

）
の
後
裔
」
を

意
味
す
る
。
パ
ト
レ
ス
（
父
た
ち
）
は
元
老
院
議
員
、
王
政
の
時
代
に
は

王
の
諮
問
会
の
メ
ン
バ
ー
を
指
し
た
言
葉
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
市
民
団
の
構

成
上
、
一
般
に
貴
族
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。Plutarchus, Rom

ulus, 13

に
よ
れ
ば
、
ロ
ム
ル
ス
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
百
人
の
相
談
役
を
パ
ト
リ

キ
ウ
ス
と
、そ
し
て
そ
の
集
ま
り
を
セ
ナ
ー
ト
ゥ
ス（
元
老
院
）と
称
し
た
。

リ
ヴ
ィ
ウ
ス
を
読
む
に
あ
た
っ
て
注
意
す
る
な
ら
、
こ
の
「
パ
ト
レ
ス
」

は
、
基
本
的
に
は
一
般
名
詞
と
し
て
の
「
父
た
ち
」
を
示
し
、
よ
り
限
定

す
る
と
し
て
も
、
た
ん
に
ロ
ー
マ
に
貢
献
し
た
過
去
の
偉
大
な
者
に
対
し

て
広
範
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
と
く
に 

貴
族 

を
意
味
し
な

い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、3, 52, 3-4

に
お
い
て
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

平
民
の
父
た
ち
を
示
す
例
も
当
然
あ
る
。「
パ
ト
レ
ス
」
が
特
定
の
家
系

を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
文
脈
に
応
じ
て
判
断
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
本
論
は
、
貴
族
と
父
た
ち
が
同
じpatres

と
い
う
言
葉
で

区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろpatres

の
貴
族
と

い
う
訳
が
意
訳
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

（
11
） G. D

e Sanctis, Storia dei rom
ani, I2, 1967, Firenze, 228f. 

パ

ト
リ
キ
に
よ
る
役
職
の
独
占
と
カ
ー
ス
ト
化
を
共
和
政
期
以
降
の
漸
次

的
な
現
象
で
あ
る
と
す
る
考
察
は
、A

. M
om

igliano, "The Rise of the 
plebs in the A

rchaic A
ge of Rom

e", Raaflaub, K. A
. (ed.), Social 

Struggles in Archaic Rom
e, N

ew
 Perspectives on the Conflict of 

the O
rders, Berkeley/Los A

ngels/London 1986, pp. 105-129.

（"Rise of the Plebs"

と
略
記
）; id., "The O

rigins of Rom
e", The 

C
am

bridge A
ncient H

istory, 2
nded., vol.7

 part 2
, 1

9
8
9
, pp. 
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52-112.

（"O
rigins"

と
略
記
）
な
ど
に
受
け
つ
が
れ
、ほ
ぼ
通
説
で
あ
る
。

（
12
）M

om
igliano, "Rise of the Plebs", pp. 184-187; "O

rigins", pp. 
52-112. 

古
い
コ
ン
ス
ル
表Fasti

に
見
ら
れ
る
平
民
氏
族
名
を
、
後
代

の
捏
造
で
は
な
く
、
コ
ン
ス
ク
リ
プ
テ
ィ
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

（
13
）
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
、
歴
史
家
に
必
須
の
条
件
と
し
て
、
史
料
の
研
究

の
ほ
か
、
歴
史
の
舞
台
と
な
っ
た
場
所
を
実
際
に
訪
問
す
る
こ
と
、
政
治

家
お
よ
び
軍
人
と
し
て
の
経
験
を
あ
げ
て
い
る
（Historiae

, 17, 25e; 
25f

）
が
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
政
治
家
や
軍
人
と
し
て
の
経
験
も
な
い
ば
か

り
か
、
ギ
リ
シ
ア
を
訪
れ
た
こ
と
さ
え
な
い
と
い
う
。
オ
ウ
グ
ル
ヴ
ィ
ー

は
、
元
老
院
や
公
職
に
就
か
な
か
っ
た
こ
と
が
、
元
老
院
会
議
の
議
事
録

や
条
約
の
本
文
、
法
、
大
神
官
団
の
記
録
に
直
接
あ
た
る
こ
と
を
不
可
能

に
し
た
た
め
に
、そ
の
歴
史
叙
述
に
深
刻
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
。

R. M
. O

gilvie, Early Rom
e and the Etruscans, London, 1976, pp. 

15-29.

（
14
）
セ
ネ
カ
に
よ
る
と(Epistulae, M

orales ad Lucilium
, 100, 9)

、

リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
「
哲
学
に
も
歴
史
に
も
数
え
ら
れ
る
対
話
と
、
哲
学
的
内

容
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
本
を
書
い
た
」
と
い
う
。

（
15
）
毛
利
晶
「
伝
説
と
ロ
ー
マ
の
歴
史
記
述
」『
ギ
リ
シ
ア
と
ロ
ー
マ
古
典

古
代
の
比
較
史
的
考
察
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
八
年
、
三
三
五
頁
。

（
16
）P

. G
. W

alsh
, Livy: H

is H
istorical A

im
s and M

ethods
, 

Cam
bridge 1961, p. 49.

（
17
）H

. N
issen, Kritische U

ntersuchungen uber die Q
uellen der 

vierten und funften Dekade des Livius, Berlin 1863.

（
18
）
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
み
な
ら
ず
、
ロ
ー
マ
の
歴
史
叙
述historiography

に
関
す
る
概
括
的
な
研
究
と
し
て
、A

. M
om

igliano, Studies in 
H
istoriography

, N
ew

 Y
ork, 1996, 

石
川
勝
二
「
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
リ
ウ
ィ

ウ
ス
と
初
期
ロ
ー
マ
の
歴
史—

ロ
ー
マ
の
歴
史
叙
述
の
問
題
性
に
つ
い

て
」『
愛
媛
大
学
教
育
学
部
紀
要
』（
人
文
・
社
会
科
学
）二
一
、一
九
八
九
年
。

（
19
）P. G

. W
alsh, op. cit., pp.20-45, pp.110-137. 

ロ
ー
マ
の
歴
史
叙

述
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
不
公
平
、
す
な
わ
ち
共
和
政
の
最
後
の
一
世
紀

の
政
治
的
な
厳
し
い
対
立
が
反
映
し
た
不
公
平
は
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
も
見
ら

れ
る
と
い
う
。

（
20
）T

. J. C
ornell, "A

lcune riflessioni sulla form
azione della 

tradizione storiografica su rom
a arcaica", in: Rom

a arcaica e 
le recenti scoerte archeologiche

, M
ilano 1980, pp. 19-34.; id., 

"The V
alue of the Literary Tradition Concering A

rchaic Rom
e", 

in: K
. A

. Raaflaub ed., Social struggles in Archaic Rom
e: N

ew
 

Perspectives on the Conflict of the O
rders, Berkley, Los A

ngels 
and London 1986, pp.52-76.

（
21
）
た
と
え
ば
、
ウ
ォ
ル
シ
ュ
や
オ
ウ
グ
ル
ヴ
ィ
ー
が
指
摘
す
る
党
派
性

だ
が
、
政
治
的
な
転
換
期
で
も
あ
っ
た
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
時
代
に
、
あ
る
程

度
の
教
養
を
も
ち
、
投
票
権
を
有
す
る
ロ
ー
マ
市
民
が
、
何
ら
か
の
政
治

的
意
見
を
も
っ
て
い
る
の
は
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、『
創
設
以

来
』
に
現
わ
れ
た
記
述
か
ら
党
派
性
を
指
摘
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
て
、

た
ん
に
歴
史
的
信
憑
性
を
疑
う
た
め
に
過
度
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
ふ

し
が
あ
る
。

（
22
）D

avid
 W

. P
ackard

, A
 concordance to Livy

, H
arvard 

U
niversity Press, 1968. 

こ
の
数
字
は
、
あ
く
ま
で
現
存
す
る
『
創
設

以
来
』
に
よ
る
。

（
23
）
ガ
リ
ア
人
の
ロ
ー
マ
市
占
拠
の
と
き
の
火
災
に
よ
り
、
カ
ピ
ト
リ
ウ

ム
を
除
き
ほ
と
ん
ど
が
焼
失
し
、大
神
官
が
日
々
の
出
来
事
を
記
し
た『
大

年
代
記A

nnales M
axim

i

』
な
ど
、
そ
れ
以
前
の
こ
と
を
記
し
た
古
い

記
録
な
ど
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。も
っ
と
も
、こ
の
火
災
に
よ
っ

て
記
録
が
失
わ
れ
た
か
ど
う
か
を
疑
う
説(B. W

. Frier, Libiri annales 
ponificum

 m
axim

orum
: The O

rigins of the Annalsitic Tradition
, 

Rom
a 1979

な
ど)

も
あ
る
。

（
24
）
ガ
リ
ア
人
の
ロ
ー
マ
占
拠
に
い
た
る
ま
で
の
歴
史
に
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ

シ
オ
ス
は
全
二
〇
巻
中
一
三
巻
を
割
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス

は
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
と
同
じ
第
一
次
ポ
エ
ニ
戦
争
勃
発
ま
で
に
区

切
っ
て
も
、
一
六
巻
中
わ
ず
か
五
巻
に
す
ぎ
な
い
。
古
い
時
代
の
歴
史
の

記
述
に
積
極
的
で
あ
っ
た
歴
史
家
と
し
て
、
グ
ナ
エ
ウ
ス
・
ゲ
ッ
リ
ウ
ス

や
、
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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（
25
） R. M

. O
gilvie(A Com

m
entary on Livi Books I-V

, O
xford 1965, 

pp. 5-17)

は
、
後
期
年
代
記
作
家
の
三
人
の
う
ち
、
リ
キ
ニ
ウ
ス
・
マ

ケ
ル
は
マ
リ
ウ
ス
派
、
ヴ
ァ
レ
リ
ウ
ス
・
ア
ン
テ
ィ
ア
ス
は
ス
ッ
ラ
派
で

あ
っ
た
と
し
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
こ
の
二
つ
を
と
く
に
主
要
な
典
拠
と
し
た

と
い
っ
て
い
る
。

（
26
） Fr. Klingner

は
、
後
期
年
代
記
作
家
は
共
和
政
初
期
の
半
ば
空
白
の

時
代
の
出
来
事
を
、
あ
る
家
柄
の
者
が
立
て
た
武
勲
に
仕
立
て
上
げ
た

と
し
て
、
非
難
し
て
お
り(Rom

ische G
eistesw

elt, M
unchen 1961, 

p.81)

、
ま
たE. Badian

は
、
後
期
年
代
記
作
家
を
短
編
作
家
か
小
説

家
と
し
て
扱
う
べ
き
だ
と
い
っ
て
い
る("The Early H

istorians", in: T. 
A
. D

orey, ed., Latin H
istorians. London, 1966, p.18)

。
だ
が
、D

. 
Tim

pe

の
よ
う
に
、
後
期
年
代
記
は
修
辞
学
的
で
、
自
ら
の
家
を
誇
示

し
よ
う
と
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
目
的
意
識
に
即
し
て
書
か
れ
た
も

の
の
、
彼
ら
は
元
老
院
議
員
で
あ
り
、
当
然
、
他
の
元
老
院
議
員
の
目
も

あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
過
度
の
捏
造
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
を
否

定
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
者
も
い
る("Erw

agung zur jungeren 
A
nnalistik", In: Antike u. Abendland

 2, 1979, pp.99-119)

。
こ
の

指
摘
は
妥
当
で
あ
る
。

（
27
）第
一
巻
の
序
言
で
、リ
ヴ
ィ
ウ
ス
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
さ

ら
に
、
わ
た
し
の
主
題
は
、
七
百
年
以
上
も
遡
り
、
そ
れ
自
身
の
重
要
性

に
よ
っ
て
ど
ん
ど
ん
重
み
を
増
し
て
い
る
頼
り
な
い
起
源
か
ら
探
求
す
る

と
い
う
、
際
限
の
な
い
苦
労
を
招
い
て
い
る
。
ま
た
同
時
に
、
起
源
と
そ

れ
に
連
な
る
時
代
に
つ
い
て
の
著
述
も
、
ま
と
も
に
満
足
を
与
え
る
代
物

で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
疑
わ
し
い
も
の
に
思
わ
れ
た
。
と
い
う
の
も
、
そ

れ
ら
の
著
述
は
、
ひ
と
び
と
の
意
志
が
そ
れ
と
は
意
識
す
る
こ
と
な
く
作

用
し
て
い
る
現
代
に
、
あ
ま
り
に
早
急
に
適
用
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る(1, 1, 4)

」。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。「
こ
う
し
た

年
代
の
不
一
致
は
歴
史
を
混
乱
さ
せ
て
お
り
、
公
職
者
の
就
任
順
を
と
っ

て
み
て
も
〔
著
作
者
に
よ
っ
て
〕
各
人
各
様
な
の
で
、
い
っ
た
い
前
任
者

に
続
い
て
誰
と
誰
が
コ
ン
ス
ル
に
な
っ
た
の
か
、
各
年
に
ど
ん
な
出
来
事

が
起
こ
っ
た
の
か
、
ま
た
そ
の
遙
か
昔
に
属
す
る
典
拠
も
、
当
の
著
作
家

た
ち
に
よ
っ
て
さ
え
、
定
か
に
し
が
た
い
だ
ろ
う(2, 21, 4)

」。
こ
の
よ

う
な
記
述
は
他
に
も
い
く
つ
か
散
見
さ
れ
る
。

（
28
）「
都
市
が
確
た
る
基
礎
を
築
く
以
前
の
時
代
に
属
す
る
そ
の
よ
う
な
伝

承
は
、
む
し
ろ
現
在
に
基
礎
を
置
い
て
お
り
、
ま
た
む
し
ろ
真
実
に
値
す

る
歴
史
的
証
拠
よ
り
も
詩
的
な
伝
説
に
よ
っ
て
粉
飾
さ
れ
て
い
る
。
わ
た

し
は
、
そ
の
よ
う
な
伝
承
を
確
か
め
る
つ
も
り
も
な
け
れ
ば
、
否
定
す
る

つ
も
り
も
な
い(1, 1, 6)

」。

（
29
）Livius, 1, 1, 7-9. 

と
く
に
、「
こ
こ
〔
伝
承
〕
に
は
、
わ
た
し
が
す

べ
て
の
読
者
に
深
く
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
人

生
や
モ
ラ
ル
と
い
う
も
の
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
和
時
に
も
戦
時
に
も
、
権
威
あ
る
支
配
が
築
か

れ
、
広
が
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
、
人
々
は
、
い
か
に
規
律
へ

の
緊
張
を
次
第
に
失
い
、
モ
ラ
ル
が
遠
ざ
け
ら
れ
て
し
ま
う
か
、
伝
承
は
、

こ
の
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る(1, 1, 9)

」。

（
30
） Raaflaub, "A

then und Rom
", pp.564-567.

（
31
）Tribunus Plebis

は
平
民
ト
リ
ブ
ー
ヌ
ス
と
訳
す
の
が
無
難
だ
が
、

慣
例
に
従
い
護
民
官
と
す
る
。

（
32
）「
父
た
ち
の
見
る
と
こ
ろ
、
両
コ
ン
ス
ル
が
平
民
一
辺
倒
の
あ
ま
り
、

父
た
ち
の
安
全
と
自
由patrum

 salutis libertatisque

は
パ
ト
リ
キ
の

役
人
に
先
ん
じ
て
平
民
の
役
人
が
顧
慮
す
る
有
様
で
あ
り
、
ま
た
政
敵
た

ち
は
自
ら
下
し
た
処
刑
に
既
に
飽
き
て
お
り
、
明
ら
か
に
彼
ら
の
放
縦
に

両
コ
ン
ス
ル
が
正
面
か
ら
対
抗
す
る
ま
で
も
な
い
の
で
あ
っ
た
。
元
老
院

と
て
ず
い
ぶ
ん
弱
腰
で
評
議
し
た
と
語
る
人
が
多
か
っ
た
。
父
た
ち
は
両

コ
ン
ス
ル
提
案
の
法
を
承
認
し
た
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
か
に
も
、

共
同
体
の
政
情
騒
然
た
る
折
、
父
た
ち
が
時
勢
に
屈
し
た
の
は
疑
い
な

か
っ
た(3, 59, 4-5)

」。
こ
の
文
章
は
み
る
べ
き
箇
所
が
多
い
が
、
さ
し

あ
た
り
、父
た
ち
に
も
「
自
由
」
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
け
ば
よ
い
。

（
33
）「
し
か
し
な
が
ら
、
人
々
の
意
向
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
、
王
に
よ
っ

て
支
配
さ
れ
る
こ
と
が
、
彼
ら
の
普
遍
的
な
意
志
な
の
で
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
か
れ
ら
は
い
ま
だ
甘
い
自
由libertatis dulcedine

と
い
う

も
の
を
味
わ
っ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
だ(1, 17, 3)

」。
他
に
も
、〈
隣
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接
〉
条
件
を
緩
和
す
れ
ば
、「
そ
の
一
方
で
は
忠
言
し
て
、
王
を
追
放
す

る
流
儀
が
ひ
ろ
ま
る
の
を
拱
手
傍
観
し
て
は
な
ら
な
い
と
説
い
た
。
自

由
そ
の
も
の
が
充
分
に
甘
美
な
の
だSatis libertatem

 ipsam
 habere 

dulcedinis(2, 9, 2)

」
と
い
う
例
（
ロ
ー
マ
を
追
放
さ
れ
た
タ
ル
ク
ィ
ニ

ウ
ス
王
の
一
族
が
、
各
地
の
都
市
に
援
助
を
求
め
た
と
き
の
言
葉
）
が
あ

る
。
ま
た
、キ
ケ
ロ
の「
国
家
に
つ
い
て
」第
一
巻
四
七
節（
岡
道
男
訳
、『
キ

ケ
ロ
ー
選
集
８
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
四
二
頁
に
、
以
下
の
よ
う

な
記
述
が
あ
る
。「
し
た
が
っ
て
自
由
は
、
市
民
の
権
限
が
最
大
で
あ
る

共
同
体
を
除
い
て
、
い
か
な
る
定
住
地
も
も
た
な
い
。
た
し
か
に
自
由
よ

り
甘
美
な
も
の
は
何
一
つ
あ
り
え
ず
、
ま
た
そ
れ
は
公
平
で
な
け
れ
ば
、

け
っ
し
て
自
由
で
は
な
い
」。

（
34
）
ロ
ー
マ
で
は
、
奴
隷
所
有
者
が
奴
隷
を
法
廷
で
奴
隷
解
放
の
意
志
を

表
明
す
る
際
、
奴
隷
に
杖
で
軽
く
触
れ
た
と
い
い
、
そ
の
杖
をvindicta

と
呼
ん
だ
。
言
語
学
的
に
はvim

-decere

で
「
力
の
表
明
」
と
な
る
ら

し
い
。
解
放
奴
隷
とvindicta

（
杖
）の
結
び
つ
き
を
示
す
伝
承
を
、リ
ヴ
ィ

ウ
ス
も
述
べ
て
い
る(2, 5, 9-10)

。

（
35
）
こ
の
文
章
中
の
、
使
節
の
発
言
は
、
対
照
法
に
よ
る
き
わ
め
て
修
辞

的
な
も
の
で
あ
る
。
文
中
、「
自
由
‐
放
縦
」、「
是
認
‐
放
任
」、「
自
由

‐
専
制
」、「
父
た
ち
‐
平
民
」、
そ
し
て
最
後
に
「
剣
‐
楯
」
な
ど
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
の
発
言
内
容
は
、
あ
る
程
度
、
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
伝

承
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
が
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
強
調
の
意
図

が
き
わ
め
て
多
分
に
感
じ
ら
れ
る
文
章
で
あ
る
。

（
36
）
護
民
官tribunus

（tribunus plebis

）
に
関
し
て
、
諸
説
あ
る
も
の

の
、リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、前
四
九
四
年
の
平
民
に
よ
る
市
外
退
去
（
分

離secessio

）
後
に
、
父
た
ち
に
認
め
さ
せ
た
の
が
、
こ
の
役
職
で
あ
っ

た
と
さ
れ
る
。
平
民
の
援
助
権auxilium

を
も
っ
た
。
定
員
は
、
少
な

く
と
も
前
四
四
九
年
以
後
、
一
〇
名
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
前
は
リ
ヴ
ィ
ウ

ス
の
時
代
か
ら
す
で
に
明
確
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、2, 33, 2-3

に
記

さ
れ
て
い
る
。

（
37
） 

南
川
、
前
掲
書
、
二
九
頁
。

（
38
）
た
と
え
ば
、「
市
民
は
誰
に
も
王
た
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
し
か
も
、
ロ
ー

マ
に
お
い
て
自
由
を
危
う
く
す
る
者
の
存
在
す
る
こ
と
を
許
し
は
し
な
い

(2, 2, 5)

」
な
ど
。

（
39
）
キ
ケ
ロ
は
『
国
家
』
に
お
い
て
、「
調
和concordia

」
に
関
し
て
、

以
下
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「
琴
や
笛
、
さ
ら
に
歌
そ
の
も
の
や
音
声

に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
音
か
ら
な
る
あ
る
調
和concordia

を
保
つ
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
変
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
外
れ
る
な
ら
、
訓
練
を

受
け
た
耳
は
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
ま
た
そ
の
調
和
が
き
わ

め
て
多
様
な
声
の
統
御
に
よ
っ
て
一
致
融
合concordia

し
た
も
の
と
な

る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
、
音
に
比
す
べ
き
上
中
下
の
階
級
か
ら
な
る

共
同
体
は
統
御
さ
れ
た
理
性
の
ゆ
え
に
き
わ
め
て
多
様
な
要
素
の
一
致
に

お
い
て
調
和concordia

す
る
。
そ
し
て
、
歌
に
お
い
て
音
楽
家
に
よ
っ

て
調
和concordia

と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
共
同
体
に
お
い
て
は
一
致

concordia

、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
共
同
体
に
お
い
て
安
寧
の
た
め
の

最
強
最
善
の
絆
で
あ
り
、
一
致concordia

は
正
義
な
く
し
て
は
け
っ
し

て
存
在
し
え
な
い(2, 69)

」。

（
40
）
こ
の
文
章
は
、
前
四
四
六
年
の
コ
ン
ス
ル
、
パ
ト
リ
キ
系
氏
族
で
あ

る
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
ク
ィ
ン
ク
テ
ィ
ウ
ス
・
カ
ピ
ト
リ
ヌ
ス
の
長
大
な
演
説

の
一
部
で
あ
る
。
六
七
章
か
ら
六
八
章
ま
で
つ
づ
く
こ
の
演
説
全
体
が
、

平
民
と
父
た
ち
のconcordia

とdiscordia

を
主
題
と
し
て
い
る
。
こ
の

演
説
を
、平
民
に
父
た
ち
へ
の
服
従
を
迫
る
も
の
と
す
る
従
来
の
見
解（
鈴

木
訳
「
建
設
以
来
」（
Ｘ
）
一
三
三
頁
な
ど
）
は
承
服
し
が
た
い
。

（
41
）「
節
度
」
の
よ
う
な
主
題
は
ス
ト
ア
哲
学
に
よ
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
（
と
は
い
え
、
プ
ラ
ト
ン
や
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
な
ど
に
も
同
種
の
主
題
が

繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
）。
ロ
ー
マ
が
ギ
リ
シ
ア
に
進
出
し
は
じ
め
た

前
二
世
紀
以
降
、
こ
の
ス
ト
ア
哲
学
が
、
と
く
に
キ
ケ
ロ
や
ピ
ロ
デ
モ
ス

ら
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
マ
に
導
入
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
の

中
で
も
と
り
わ
け
て
こ
の
ス
ト
ア
哲
学
の
倫
理
思
想
が
流
行
し
た
の
は
、

キ
ケ
ロ
ら
ロ
ー
マ
人
が
重
視
し
た
「
実
践
的
」
観
点
か
ら
み
て
優
れ
て
い

る
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
今
日
の
我
々
か
ら
み
て
、「
節
度
」
は

実
践
的
価
値
と
い
う
よ
り
は
道
徳
的
で
と
も
す
れ
ば
思
弁
的
な
も
の
に
映

る
以
上
、
そ
こ
に
は
、
我
々
と
は
根
本
的
に
ち
が
う
認
識
論
的
布
置
を
見
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い
だ
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。も
っ
と
も
、ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
こ
と
の
ほ
か
嫌
っ

た
マ
ル
ク
ス
・
ポ
ル
キ
ウ
ス
・
カ
ト
ー
（
前
二
三
四
‐
一
四
九
）
が
説
い

て
い
た
の
も
、「
節
度
」
だ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う

（Plutarchus, Cato m
aior, 33

な
ど
）。

（
42
）Raaflaub, "A

then und Rom
", pp. 564-566.

（
43
）「
自
由
」
に
お
け
る
「
公
私
」
を
示
す
別
の
例
と
し
て
次
の
短
い
一
文

を
挙
げ
る
。
こ
の
記
述
は
、
王
政
顛
覆
直
後
の
平
民
の
不
平
を
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。「
他
の
人
た
ち
」
も
「
彼
ら
」
も
平
民
を
指
し
て
い
る
。「
万

人
の
権
利
が
等
し
く
な
っ
た
現
在
、
か
つ
て
の
放
縦
を
し
き
り
に
求
め
、

他
の
人
た
ち
の
自
由
は
彼
ら
の
屈
従
に
他
な
ら
な
い
と
互
い
に
不
平
を
洩

ら
し
始
め
たlibertatem

 aliorum
 in suam

 vertisse servitutem
 inter 

se conquerebantur(Livius, 2, 3, 3)

」。
同
様
の
記
述
に
キ
ケ
ロ『
国
家
』

（
二
巻
四
六
節
）。「
彼
（
ル
キ
ウ
ス
・
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
）
は
、
私
人
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
共
同
体
全
体
を
支
え
、
ま
た
市
民
の
自
由
を
守
る
に

あ
た
っ
て
は
誰
ひ
と
り
私
人
で
な
い
こ
と
を
こ
の
共
同
体
に
お
い
て
初
め

て
教
え
た
」。

（
44
）Cicero, Topica

 83, Laelius, 95-98. 

キ
ケ
ロ
の
『
国
家
』
に
お
い

て
も
、そ
の
種
の
記
述
が
中
心
的
主
題
の
ひ
と
つ
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、第
四
巻
七
節
「
卓
越
し
た
市
民
お
よ
び
高
貴
な
者
に
お
い
て
、

追
従
、
自
慢
、
人
気
取
り
は
浅
薄
の
印
で
あ
る
。
宴
会
や
会
食
や
豪
奢
な

振
舞
い
に
よ
っ
て
人
々
の
評
判
を
自
分
の
た
め
に
得
る
者
は
誰
で
も
、
徳

と
威
厳
か
ら
生
じ
る
真
の
名
誉
が
自
分
に
は
欠
け
て
い
る
こ
と
を
公
共
に

示
す
」、
第
五
巻
八
節
「
…
市
民
の
意
志
に
従
う
よ
り
も
そ
の
利
益
を
は

か
る
者
…
」
な
ど
。

（
45
）
安
井
萌
（「
ウ
ィ
ル
ト
ゥ
ス
、
フ
ィ
デ
ス
、
ノ
ビ
リ
タ
ス—

共
和

政
ロ
ー
マ
の
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
す
る
一
考
察—

」『
西
洋
史
学
』

一
八
六
、一
九
九
七
年
）
は
、
主
に
キ
ケ
ロ
に
即
し
な
が
ら
、virtus

と
、

共
同
体res publica

や
市
民populus

と
の
結
び
つ
き
を
指
摘
し
て
い

る
。

（
46
）
キ
ケ
ロ
『
国
家
』
一
巻
二
節
。
以
下
、「
そ
の
最
大
の
活
用
と
は
共
同

体
の
指
導
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
人
々
（
政
治
に
携
わ
る
こ
と
を
諌
止
す

る
人
々
）
が
片
隅
で
声
高
に
説
い
て
い
る
よ
う
な
こ
と
自
体
を
、
口
先
で

は
な
く
、
実
力
に
よ
っ
て
達
成
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
つ
づ
く
。
同
様
の

テ
ー
マ
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家(Politeia)

』
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
。

（
47
）Iam

 ne virtute quidem
 prem

i libertatem
 populi Rom

ani, sed 
arte dludi(3, 10, 10). 

こ
の
箇
所
は
、鈴
木
一
州
訳「
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
リ
ー

ウ
ィ
ウ
ス
『
ロ
ー
マ
市
建
国
以
来
の
歴
史
』」（『
論
集
神
戸
大
学
教
養
部

紀
要
』
一
九
七
三
‐
八
五
年
）
で
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。「
ロ
ー

マ
人
民
の
自
由
は
威
力
で
抑
圧
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
策
略
で
愚
弄
さ

れ
て
い
る
」。
こ
の
訳
は
、ne..., sed

英
語
で
い
うnot..., but

の
訳
と
し

て
文
意
が
伝
わ
り
に
く
い
の
み
な
ら
ず
、prem

o

（
文
中prem

i

）
の
訳

で
あ
る
「
抑
圧
」
に
も
問
題
が
あ
る
。
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
お
い
て
、prem

o

は
む
し
ろ
、〝
上
に
た
つ
〞と
い
う
方
向
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り（2, 1, 

8

な
ど
）、対
象
を「
圧
迫
」す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
はprem

o

に〝
反
対
〞、

あ
る
い
は
〝
…
か
ら
下
へ
〞
を
意
味
す
る
接
頭
辞
が
つ
い
た
形
、
す
な
わ

ち
「opprem

o

」（2, 23, 2

な
ど
）
や
「deprim

o

」（3, 65, 11

な
ど
）

が
使
わ
れ
て
い
る
。
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
、「
徳virtute

」
は
一
義
的

に
善
い
も
の
で
あ
り
、
対
象
を
「
抑
圧
」
す
る
こ
と
は
な
い
。

（
48
）
こ
の
〝
も
っ
と
も
優
れ
た
者
〞
の
複
数
形optim

ates

は
、
歴
史
学

的
に
は
〝
門
閥
派
〞
と
意
訳
さ
れ
、い
わ
ゆ
る
、共
和
政
後
期
の
〝
人
民
（
市

民
）派populares

〞と
対
を
な
す
政
治
的
党
派
の
一
方
を
な
す
と
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
ロ
ー
マ
人
は
基
本
的
に
政
情
に
応
じ
て
た
び
た
び
党
派
を
変
え

た
の
で
あ
り
、
今
日
の
政
党
と
は
基
本
的
に
異
な
る
。
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
記

述
や
「
公
共
」
に
つ
い
て
の
我
々
の
考
察
か
ら
う
か
が
う
に
、
こ
の
党
派

は
、
は
じ
め
に
「
共
同
体
」
あ
り
き
で
あ
り
、
単
純
な
二
項
対
立
と
し
て

読
ん
で
は
な
ら
な
い
。

（
49
） 

キ
ケ
ロ
『
国
家
』
第
一
巻
五
一
節
。

（
50
）
キ
ケ
ロ
、
同
前
。「
わ
ず
か
の
者
に
よ
っ
て
の
み
見
分
け
ら
れ
認
め
ら

れ
る
徳virtutis

に
つ
い
て
人
々
が
無
知
で
あ
っ
た
た
め
、
有
力
な
富
め

る
者
、
と
く
に
名
家
の
出
身
者
を
最
善
と
み
な
す
一
般
の
誤
っ
た
考
え
に

よ
っ
て
く
つ
が
え
さ
れ
た
」。

（
51
）
南
川
、
前
掲
書
、
八
頁
。
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（
52
）P

. G
. W

. G
lare, ed., O

xford Latin D
ictionary

, C
om

bined 
Edition. O

xford, 1982, pp. 206-207.
（
53
）
マ
イ
ヤ
ー
、
前
掲
書
、
二
一
一
‐
二
頁
。
ブ
ラ
イ
ケ
ン
、
前
掲
書
、

一
四
八
‐
五
〇
頁
。
南
川
、
前
掲
書
、
八
、二
八
‐
九
頁
。
岩
井
経
男
「
父

達
の
承
認 A

uctoritas Patrum

と
元
老
院
見
解 A

uctoritas Senatus

（
１
）」『
文
経
論
叢
』（
弘
前
大
）
二
二
‐
三
、一
九
八
七
年
、
五
三
‐

八
三
頁
（
以
下
「
父
達
の
承
認
（
１
）」
と
略
記
）、
同
「
父
達
の
承

認 A
uctoritas Patrum

と
元
老
院
見
解 A

uctoritas Senatus

（
２
）」

『
文
経
論
叢
』
二
四
‐
三
、一
九
八
九
年
、
六
一
‐
八
頁
（
以
下
「
父
達

の
承
認
（
２
）」
と
略
記
）、
同
「
父
達
の
承
認 A

uctoritas Patrum

と
元
老
院
見
解 A

uctoritas Senatus

（
３
）」『
文
経
論
叢
』
二
五
‐

三
、一
九
九
〇
年
、
一
‐
一
一
頁
。
芹
沢
悟
「
ロ
ー
マ
共
和
政
期
の
政
治

と
法
学—

「
父
祖
の
威
風
」「
父
祖
の
判
例
」
の
運
用
を
め
ぐ
っ
て
」『
亜

細
亜
法
学
』
三
一
‐
二
、一
九
九
七
年
。R. E. A

. Palm
er, The Archaic 

Com
m
unity of the Rom

ans
, C

am
bridge, 1

9
7
0
; J.-C

. R
ichard, 

"Patricians and Plebeians : The O
rigin of a Social D

ichotom
y", 

K
. A

. R
aaflaub(ed.), Social Struggles in Archaic Rom

e, N
ew

 
Perspectives on the Conflict of the O

rders
, B

erkeley/Los 
A
ngels/London 1986, pp.105-129.

（
54
）
諸
伝
承
に
よ
れ
ば
、
ク
リ
ア
制
度
は
初
代
ロ
ー
マ
王
ロ
ム
ル
ス
が
市

民
団
を
三
ト
リ
ブ
ス
（tities, ram

nes, luceres

）
に
分
け
、
各
ト
リ
ブ

ス
を
十
ク
リ
ア
に
区
分
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
区
分
は

軍
事
単
位
で
も
あ
り
、
ま
た
各
ク
リ
ア
に
は
ク
リ
オ
（
ク
リ
ア
長
）
が
お

か
れ
た
。
リ
シ
ァ
ル
（J.-C. Richard, op. cit., p. 109

）
に
よ
れ
ば
、

curiae

の
語
源
はko(co)-w

iria

「
人
々
の
集
ま
り
」「
青
年
男
子
の
集
団
」

で
あ
り
、
市
民
団
を
意
味
す
る
語Q

uirites

と
結
び
つ
く
と
い
う
。
キ
ケ

ロ
の
時
代
に
な
る
と
、
ロ
ー
マ
人
は
自
分
が
ど
の
ク
リ
ア
に
所
属
し
て
い

る
か
さ
え
忘
れ
去
ら
れ
、
ク
リ
ア
民
会
は
パ
ト
リ
キ
系
の
コ
ン
ス
ル
の
リ

ク
ト
ル
三
十
名
を
召
集
し
て
各
ク
リ
ア
を
代
表
さ
せ
た
と
い
う
。

（
55
）Livius, 1, 17, 9. 

「
彼
ら
〔
父
た
ち
〕
は
、
人
民
が
王
を
選
ん
だ
場
合
、

父
た
ち
が
承
認patres auctores

し
て
初
め
て
有
効
で
あ
る
こ
と
を
決

議
し
た
か
ら
で
あ
る
。
今
日
で
も
立
法
や
公
職
選
挙
の
投
票
の
際
、
同
じ

権
利
が
行
使
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
実
効
は
失
わ
れ
た
。
今
は
人
民
が
投
票

に
入
る
に
先
立
ち
、
民
会
の
〔
賛
否
〕
不
明
な
結
果
に
対
し
て
父
た
ち
は

あ
ら
か
じ
め
承
認
し
て
い
るpatres auctores

」。
こ
の
箇
所
は
、
二
代

目
の
王
ヌ
マ
・
ポ
ン
ピ
リ
ウ
ス
を
選
ぶ
際
に
初
め
てauctoritas patrum

が
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
部
分
。
同
様
の
記
述
が
、
キ
ケ
ロ
『
国
家
』
二

巻
二
五
節
に
あ
る
。

（
56
）
ア
テ
ネ
に
お
け
る
ソ
ロ
ン
の
財
産
制
に
比
せ
ら
れ
る
、
ケ
ン
ト
ゥ
リ

ア
制
度
の
創
始
者
は
伝
承
に
よ
れ
ば
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
王
に
帰
さ
れ
、H

. 
M
. Last("The Servian Reform

s", JRS 35, 1945

）
以
来
受
け
入
れ
ら

れ
た
伝
承
だ
が
、
記
述
に
あ
る
よ
う
な
複
雑
な
組
織
を
す
で
に
も
っ
て
い

た
か
は
疑
問
視
さ
れ
る
。
通
説
で
は
市
民
を
三
種
の
財
産
評
価
、
騎
兵

級equites

、
重
装
歩
兵
級classici

、
軽
装
歩
兵
級
（
プ
ロ
レ
タ
リ
ー
を

含
む
）infra-classem

で
分
別
し
た
と
想
定
す
る
。（Richard, op. cit., 

pp.114-120; M
om

igliano, "Rise of Plebs", pp.185-186; 

平
田
隆

一
「
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
制
の
成
立
に
つ
い
て
」『
教
養
部
紀
要
』（
東
北
大
）

三
三
、一
九
八
一
年
、
一
九
三
‐
二
一
六
頁
）。
モ
ミ
リ
ア
ー
ノ
は
平
民
と

infra-classsem

が
対
応
し
、
重
装
歩
兵
は
パ
ト
リ
キ
の
ク
リ
エ
ン
テ
ス

か
ら
な
っ
た
と
す
る
。
こ
の
制
度
に
付
随
し
た
民
会
は
、
上
記
の
財
産
評

価
ご
と
に
序
列
化
さ
れ
た
投
票
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
別
名
で
軍

会exercitus centuriatus

と
も
呼
ば
れ
、
同
時
に
こ
の
制
度
が
軍
事
制

度
だ
っ
た
こ
と
も
示
す
。

（
57
）
研
究
者
の
一
致
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
、
前
三
三
九
年
の
プ
ブ
リ
リ
ウ

ス
法
（
あ
る
い
は
前
三
世
紀
ご
ろ
の
マ
エ
ニ
ウ
ス
法
）
に
よ
っ
て
、
民
会

で
の
投
票
前
に
父
た
ち
の
承
認
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
「
父
た

ち
の
承
認
」
は
次
第
に
形
骸
化
し
た
と
さ
れ
る
。
参
考
、Livius, 8, 12, 

14-16; Cicero, Brutus, 14, 55.
（
58
）
ア
ウ
ス
ピ
キ
ウ
ム
（
鳥
占
いauspicium

）
と
は
、鳥
の
叫
び
声
、飛
翔
、

位
置
、
数
、
食
餌
法
な
ど
に
よ
り
神
意
を
尋
ね
る
こ
と
を
い
う
。
と
く
に

イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
を
と
も
な
う
公
的
行
為
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
た
ア
ウ
ス
ピ

キ
ウ
ム
をauspicia populi Rom

ani

、
あ
る
い
は
、auspicia publica
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と
い
う
。
伝
承
は（Livius, 1, 7, 1-3; Plutarchus, Rom

ulus, 9

な
ど
）、

ロ
ー
マ
建
設
の
際
に
、
ロ
ム
ル
ス
と
レ
ム
ス
が
意
見
の
不
一
致
を
禿
げ
鷹

を
用
い
て
決
定
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

（
59
）
中
間
王
制interregnum

。
共
和
政
時
代
に
は
、
コ
ン
ス
ル
等
イ
ン

ペ
リ
ウ
ム
保
持
者
が
死
亡
あ
る
い
は
辞
任
し
た
際
、中
間
王interrex

が
、

パ
ト
リ
キ
系
元
老
院
議
員
か
ら
次
々
に
選
ば
れ
て
コ
ン
ス
ル
選
挙
の
準
備

を
行
い
、
そ
れ
が
決
ま
る
ま
で
五
日
ご
と
に
交
替
し
て
政
務
を
と
っ
た
。

（
60
）Livius, 4, 6, 2.; 6, 41, 5.; Cicero, de Dom

o Sua
, 38. 

鳥
占
い
に

よ
っ
て
神
意
を
う
か
が
い
知
る
権
利
は
元
来
パ
ト
リ
キ
に
し
か
な
い
と

さ
れ
、
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
を
行
使
す
る
公
職
者
へ
託
さ
れ
た
こ
の
権
利
が
前

任
者
か
ら
後
任
者
へ
と
健
全
に
継
承
さ
れ
な
い
場
合
、「
鳥
占
い
は
父
た

ち
に
帰auspicia ad patres redeunt(Cicero, de Legibus, 3, 4-9. Cf. 

Livius, 1, 32, 1)

」
っ
た
。
こ
の
際
、
パ
ト
リ
キ
系
元
老
院
議
員
に
よ
っ

て
中
間
王
が
指
名
さ
れ
、
鳥
占
い
の
回
復
を
図
っ
た
。
通
説
に
よ
れ
ば
、

こ
の
ア
ウ
ス
ピ
キ
ウ
ム
権
が
、「
父
た
ち
の
承
認auctoritas patrum

」

に
転
成
し
た
と
考
え
る
。

（
61
）
エ
イ
ナ
ル
・
イ
ェ
シ
ュ
タ
ー
ド
（
浅
香
正
訳
『
ロ
ー
マ
都
市
の
起
源
』、

み
す
ず
書
房
、
一
九
八
三
年
、
一
一
四
‐
二
〇
頁
）
は
ラ
テ
ン
‐
サ
ビ
ニ

王
政
期
か
ら
存
在
が
推
測
さ
れ
る
聖
職
と
し
て
、
卜
占
官augres

、
神

祇
官pontifex

、
上
下
級
神
官flam

en

、
サ
リ
ーsalii

な
ど
を
あ
げ
る
。

ロ
ー
マ
人
は
臓
卜
者
が
エ
ト
ル
リ
ア
起
源
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
卜

占
官
の
規
定
が
エ
ト
ル
リ
ア
か
ら
の
輸
入
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
。
つ

ま
り
、
エ
ト
ル
リ
ア
人
が
ロ
ー
マ
の
玉
座
に
君
臨
す
る
以
前
の
ロ
ー
マ
人

に
よ
っ
て
鳥
占
い
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
古
来
、
父
た
ち
が
こ

の
権
能
を
保
持
し
て
い
た
こ
と
を
傍
証
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
62
）R. E. M

itchell("The D
efinition of patres and plebs : A

n End to 
the Struggle of the O

rders", K. A
. Raaflaub(ed.), Social Struggles 

in Archaic Rom
e, N

ew
 Perspective on the Conflict of the O

rders, 
Berkeley/Los A

ngels/London, 1986, pp. 130-174)

は
、
パ
ト
リ

キ
は
純
粋
な
聖
職
者
集
団
で
あ
り
、平
民
と
対
立
す
る
集
団
で
す
ら
な
く
、

両
者
の
身
分
闘
争
は
な
か
っ
た
と
結
論
す
る
。
政
治
と
宗
教
の
差
異
が
明

確
で
な
い
古
代
に
お
い
て
、
宗
教
的
権
限
を
握
る
こ
と
は
当
然
政
治
に
有

利
に
働
く
た
め
、
た
だ
ち
に
パ
ト
リ
キ
と
平
民
の
対
立
が
な
か
っ
た
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
カ
ー
ス
ト
化
さ
れ
た
パ
ト
リ
キ
を
想
定
す

る
場
合
に
は
、宗
教
的
権
限
に
お
い
て
し
か
そ
れ
を
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
、

と
い
う
指
摘
に
妥
当
性
は
あ
る
。

（
63
）Livius, 22, 30, 4; 28, 27, 4; 29, 27, 2; 40, 52, 5; 41, 28, 8

な
ど
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
に
お
い
て
、im

perium
 auspicium

que

の
常
套

句
が
、
頻
出
す
る
。
平
田
隆
一
「
初
期
ロ
ー
マ
共
和
政
に
お
け
る
国

家
権
力
と
宗
教—

im
perium

, auctoritas, auspicia, intercessio, 
sacrosanctitas —

」、（
佐
藤
伊
久
男
・
松
本
宣
郎
編
『
歴
史
に
お

け
る
宗
教
と
国
家—

ロ
ー
マ
世
界
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
』
南
窓
社
、

一
九
九
〇
年
、
一
九
‐
五
〇
頁
、
と
く
に
二
〇
頁
）。

（
64
）D

ionysius, H
., 2, 14, 3. 

「
彼
（
ロ
ム
ル
ス
）
は
民
衆
に
こ
れ
ら
三

つ
の
権
利
を
許
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
役
人
を
選
ぶ
こ
と
、
法
を
承
認
す
る

こ
と
、
王
が
判
断
を
ゆ
だ
ね
た
と
き
、
戦
争
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
、

だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
元
老
院
も
ま
た
決
議
し
な
け
れ
ば
、
民
会

の
決
定
の
効
力
は
完
全
で
は
な
か
っ
た
。
…
し
か
し
、
今
日
で
は
や
り
方

が
変
わ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
い
ま
や
、
元
老
院
は
民
会
の
決
定
を
吟
味

せ
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
民
会
が
元
老
院
の
決
定
に
対
す
る
主
人
と
な
っ

て
い
る
」。
こ
の
後
半
部
は
、
ハ
リ
カ
ル
ナ
ッ
ソ
ス
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ

ス
が
生
き
て
い
た
時
代
に
対
す
る
述
懐
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
信
用
し
て
よ

い
。

（
65
）
キ
ケ
ロ
が
そ
の
著
作
で
「
徳
」
を
説
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の

キ
ケ
ロ
が
有
力
な
政
治
家
で
あ
っ
た
こ
と
自
体
が
、
い
ま
だ
理
念
的
価
値

が
失
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
な
に
よ
り
、
初
代
皇

帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
「「
権
威
」
に
お
い
て
は
万
人
に
抜
き
ん
で
て
い

て
も
「
権
限potestas

」
の
点
で
は
同
僚
公
職
者
を
越
え
る
こ
と
は
な
い
」

（Res Gestae Divi Augusti, 34

）
と
述
べ
た
こ
と
を
あ
げ
て
お
く
。

（
66
） 
市
民
（
と
く
に
父
た
ち
）
か
ら
迫
害
さ
れ
る
市
民
（
平
民
）
を
救
援

す
る
権
利
。
こ
れ
を
確
実
に
実
行
す
る
べ
く
、
護
民
官
は
神
聖
不
可
侵

sacrosanctitas
と
さ
れ
た
。Livius, 3, 55, 7.
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（
67
）
公
職
者
が
市
民
に
対
し
て
死
刑
な
ど
の
最
高
刑
を
科
し
て
も
、
そ

の
市
民
が
プ
ロ
ウ
ォ
カ
テ
ィ
オ
を
表
明
す
れ
ば
、
公
職
者
の
一
存
で

は
刑
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
判
断
は
法
廷
や
民
会
に
移
さ

れ
た
。
こ
の
権
利
は
共
和
政
初
年
の
前
五
〇
九
年
のLex V

aleria de 
provocatione

に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
存
在
は
疑
わ
れ
る
（
マ
イ
ヤ
ー
、

前
掲
書
、
五
一
頁
）。
し
か
し
、
市
民
に
対
し
て
救
援
を
「
求
め
叫
ぶ
」

pro-vocare
慣
行
は
王
政
期
に
由
来
し
て
い
る
（Livius, 1, 26, 6

）
と

考
え
ら
れ
、
法
的
に
承
認
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
禁
止
が
な
い

か
ぎ
り
市
民
の
プ
ロ
ウ
ォ
カ
テ
ィ
オ
の
存
在
自
体
を
否
定
す
る
の
は
ナ
ン

セ
ン
ス
で
あ
る
。

（
68
）Livius, 3, 55, 3.

「
ト
リ
ブ
ス
平
民
会
の
議
決
は
市
民
を
拘
束
す
る

ut, quod tributim
 plebes iussisset, populum

 teneret

」。
前
四
四
九

年
、
ヴ
ァ
レ
リ
ウ
ス
お
よ
び
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
両
コ
ン
ス
ル
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
た
法
。

（
69
）「
分
離secessio

」
は
、
今
日
の
研
究
で
は
、「
市
外
退
去
」
や
、
あ

る
い
は
「
離
反
」
な
ど
と
意
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の

用
語
に
し
た
が
い
「
分
離
」
と
す
る
。
伝
承
に
よ
り
異
な
る
が
、『
創
設

以
来
』
に
従
え
ば
、
一
度
目
の
「
分
離
」
は
所
在
不
明
の
「
聖
山
」
へ
、

二
度
目
の
「
分
離
」
は
ア
ウ
ェ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
丘
か
ら
「
聖
山
」
へ
と

移
動
し
た
と
さ
れ
る
（
キ
ケ
ロ
の
伝
え
で
は
逆
（『
国
家
』
第
二
巻
六
三

節
））。リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
伝
え
を
信
用
す
れ
ば
、よ
り
近
い
ア
ウ
ェ
ン
テ
ィ
ー

ヌ
ス
の
丘
か
ら
、
ノ
ー
メ
ン
ト
ゥ
ム
街
道
を
通
っ
て
、
よ
り
遠
い
「
聖
山
」

に
移
動
し
た
こ
と
に
な
る(3, 52, 1-3)

。

（
70
）
前
四
九
四
年
、前
四
四
九
年
な
ど
、三
度
「
分
離
」
を
行
な
っ
た
。
ま
た
、

リ
ヴ
ィ
ウ
ス(6, 42, 10)

は
前
三
六
七
年
に
そ
の
恐
れ
が
あ
っ
た
こ
と

を
伝
え
て
い
る
。

（
71
）Ibid., 3, 38, 10.; 3, 52, 4.

「
軍
勢
に
平
民
が
つ
き
従
っ
た
。
年
齢

を
問
わ
ず
、
行
け
る
か
ぎ
り
は
誰
ひ
と
り
た
め
ら
わ
な
い
。
そ
の
あ
と
を

妻
た
ち
と
子
供
た
ち
が
追
い
か
け
、
貞
節
も
自
由
も
安
泰
で
な
い
こ
の
都

市
の
誰
に
私
た
ち
を
残
し
て
い
く
の
か
と
、
悲
し
み
に
嘆
き
つ
つ
幾
度
も

問
い
か
け
る
」。
要
す
る
に
、
兵
役
に
つ
い
て
い
た
者
た
ち
だ
け
で
な
く
、

妻
子
も
含
め
た
平
民
全
員
が
「
分
離
」
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
は
、coniuges liberique

（
妻
た
ち
や
子
供
た
ち
）

と
、nec pudicitia nec libertas

（
貞
節
も
自
由
も
…
な
い
）
な
ど
、
修

辞
的
な
韻
律
で
記
さ
れ
て
い
る
。

（
72
）
ポ
ー
メ
リ
ウ
ム
は
、
特
別
の
儀
式
に
よ
っ
て
宗
教
的
に
聖
別
さ
れ
た

境
界
線
を
示
し
、
カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
を
除
く
町
全
体
を
囲
み
、
市
域
と
市
外

を
分
け
た
も
の
で
あ
る
。
ポ
ー
メ
リ
ウ
ム
の
囲
む
都
市
の
規
模
は
後
世
の

ロ
ー
マ
に
く
ら
べ
れ
ば
遥
か
に
小
さ
く
、
カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
の
ほ
か
に
南
の

ア
ウ
ェ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
の
丘
を
も
包
み
込
ん
だ
い
わ
ゆ
る
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス

の
城
壁
よ
り
も
小
さ
い
。

（
73
）
教
師
と
弟
子
の
対
は
、「
共
同
体
」
の
コ
ー
ド
を
知
っ
て
い
る
者
と
、

知
ら
な
い
者
の
対
に
分
け
ら
れ
る
。
父
た
ち
と
は
、
端
的
に
ロ
ー
マ
に
古

く
か
ら
い
て
「
共
同
体
」
に
貢
献
し
た
者
で
あ
り
、
平
民
と
は
端
的
に
移

民
の
新
参
者
で
未
来
に
そ
の
貢
献
が
期
待
さ
れ
る
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
非
難
し
て
い
た
が
、
ロ
ー
マ
で
は
伝
統
的
に
、
息

子
が
六
歳
か
ら
七
歳
に
な
る
と
、
父
親
自
ら
教
育
し
た
こ
と
を
付
け
加
え

て
よ
い
。

（
74
）『
創
設
以
来
』
に
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
点
に
関
し
て
、
確
か
に
、
彼
を

保
守
的
で
あ
る
と
評
価
す
る
の
が
妥
当
な
部
分
も
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
を

そ
う
評
す
る
研
究
者
に
と
き
お
り
み
ら
れ
る
初
歩
的
な
誤
解
な
の
だ
が
、

こ
の
〝
保
守
〞
と
い
う
言
葉
を
、〝
門
閥
派
〞
で
あ
る
こ
と
と
直
結
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
。
カ
エ
サ
ル
の
時
代
以
降
、
保
革
は
逆
転
し
て
い
る
。

（
75
）
修
辞
学
者
の
フ
ァ
ビ
ウ
ス
・
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
に
よ
れ
ば

（Q
uintilianus, institutio, O

ratoria
, 10, 1, 39

）、
リ
ヴ
ィ
ウ
ス
が
息

子
に
宛
て
た
手
紙
に
、
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
と
キ
ケ
ロ
を
完
全
に
体
得
す
る
ま

で
読
め
と
薦
め
て
い
た
と
い
う
。

（
76
）
決
定
的
な
の
は
、
セ
ネ
カ
（
前
四
‐
後
六
五
年
）、
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
（
後

五
五
年
‐
一
三
五
年
）、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
・
ア
ン
ト

ニ
ヌ
ス
（
後
一
二
一
‐
一
八
〇
年
）
で
あ
ろ
う
。
後
一
世
紀
の
半
ば
以
降
、

皇
帝
に
反
抗
し
た
代
表
的
な
人
物（
ト
ラ
セ
ア
・
パ
エ
ト
ゥ
ス
や
ヘ
ル
ウ
ィ

デ
ィ
ウ
ス
・
プ
リ
ス
ク
ス
な
ど
）
が
み
な
ス
ト
ア
哲
学
の
信
奉
者
だ
っ
た



73 【論説】ティトゥス・リヴィウス、ストア的歴史家の自由概念

こ
と
も
あ
り
、
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
の
哲
学
者
追
放
（
後
九
五
年
）
に
つ

な
が
っ
て
い
く
。

（
77
）
皇
帝
政
治
（
こ
こ
で
は
元
首
政principatus

）
に
反
対
し
た
ス
ト
ア

哲
学
者
は
、
共
和
政
の
復
活
を
熱
望
し
た
。「
…
そ
ん
な
（
美
酒
）
を
、

ト
ラ
セ
ア
や
ヘ
ル
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
は
、
頭
に
花
輪
を
乗
せ
て
、
ふ
た
り

の
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
（
王
政
を
打
倒
し
た
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
と
、
カ
エ
サ
ル

を
暗
殺
し
た
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
）
や
カ
ッ
シ
ウ
ス
の
誕
生
日
に
飲
ん
で
い

た
こ
と
だ
ろ
う
。」"quale coronati Thrasea H

eluidiusque bibebant 
Brutorum

 et Cassi natalibus."(Juvenalis, Satura, 5, 36-37)

（
78
）H

. M
attingly, Coins of the Rom

an Em
pire in the British 

M
useum

, London. 

ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
帝
時
代
の
貨
幣
に
は
「
ア
ウ
グ

ス
ト
ゥ
ス
の
自
由libertas A

ugustus

」、
ガ
ル
バ
帝
の
と
き
に
は
加
え

て
「
公
共
の
自
由libertas publica

」、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ヌ
ス
帝
時
代
に

は
「
公
共
の
自
由
の
保
護
者adsertor libertatis publicae

」
な
る
言
葉

が
刻
ま
れ
た
。
最
初
の
も
の
を
除
い
て
、
あ
と
の
二
つ
の
概
念
自
体
は
、

リ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
「
自
由
」
概
念
に
お
い
て
す
で
に
現
れ
て
い
る
も
の
だ
が
、

こ
れ
ら
の
言
葉
が
、
皇
帝
（
イ
ン
ペ
ラ
ト
ー
ル
）
の
顔
と
と
も
に
刻
ま
れ

て
い
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。


