
ポ
リ
ユ
ビ
オ
ス
と
ロ
ー
マ
共
和
政

『
歴
史
』
か
ら
み
た
共
和
政
中
期
の
ロ
ー
マ
国
政
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ポリュビオスとローマ共和政（藤井）

門
要
約
】
　
近
年
、
ロ
ー
マ
共
和
政
を
め
ぐ
る
議
論
が
盛
ん
で
あ
る
。
ク
リ
エ
ン
テ
ラ
を
基
盤
と
し
た
ノ
ビ
レ
ス
貴
族
が
排
他
的
な
貴
族
政
を
展
開
し
た
と

い
う
従
来
の
通
説
に
た
い
し
、
一
般
市
民
の
制
度
的
権
利
を
重
視
す
べ
き
と
の
見
解
が
提
出
さ
れ
、
統
一
的
な
理
解
は
い
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
い
状
況

で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
共
和
政
中
期
の
同
時
代
史
料
、
ギ
リ
シ
ア
人
歴
史
家
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
『
歴
史
騙
を
分
析
し
た
。
議

論
は
、
ま
ず
、
『
歴
史
』
第
六
巻
の
混
合
政
体
論
の
検
討
か
ら
進
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
共
和
政
1
1
民
主
政
」
論
の
重
要
な
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

考
察
の
結
果
、
混
合
政
体
中
の
民
主
政
的
要
素
の
実
態
は
上
層
の
ロ
ー
マ
市
民
で
あ
り
、
混
合
政
体
論
は
一
般
市
民
の
政
治
的
重
要
性
を
示
唆
す
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
『
歴
史
』
全
四
〇
巻
を
体
系
的
に
考
察
し
た
う
え
で
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
前
一
六
〇
年
代
以
降
の
ロ
ー

マ
国
政
を
混
合
政
体
か
ら
の
没
落
と
把
握
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
国
政
変
化
に
一
般
市
民
の
政
治
的
意
義
の
増
大
を
看
取
し
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
た
。
そ
し
て
、
以
上
の
分
析
で
明
ら
か
に
な
っ
た
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
認
識
を
軸
と
し
な
が
ら
、
『
歴
史
』
以
外
の
史
料
も
あ
わ
せ
て
ロ
ー
マ
国
政
を

旦
ハ
体
的
に
検
討
し
、
前
一
六
〇
年
代
以
降
、
一
般
布
民
の
政
治
的
重
要
性
が
国
致
に
お
い
て
顕
著
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
政
治
的
重
要
性
は
静
態
的

な
制
度
的
権
利
で
は
な
く
、
徴
兵
忌
避
な
ど
に
み
ら
れ
る
直
接
的
な
政
治
的
圧
力
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
な
ど
を
、
最
終
的
に
結
論
と
し
て
提
示
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
六
巻
六
号
二
〇
〇
三
年
＝
月

は
　
じ
　
め
　
に

紀
元
前
二
〇
一
年
、
ハ
ン
ニ
バ
ル
率
い
る
カ
ル
タ
ゴ
軍
を
破
っ
た
共
和
政
ロ
ー
マ
は
、
国
家
存
亡
を
か
け
た
第
二
次
ポ
エ
ニ
戦
争
に
最
終
的
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な
勝
利
を
お
さ
め
る
。
こ
の
後
、
約
七
〇
年
ほ
ど
の
共
和
政
中
期
の
時
代
に
、
ロ
ー
マ
の
影
響
力
は
、
西
は
イ
ベ
リ
ア
半
島
、
北
ア
フ
リ
カ
、

東
は
ギ
リ
シ
ア
本
土
、
小
ア
ジ
ア
等
、
地
中
海
の
広
範
囲
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
海
外
戦
略
を
支
え
た
国
内
政
治
に
眼
を
む
け

た
場
合
、
前
三
六
七
年
の
リ
キ
ニ
ウ
ス
・
セ
ク
ス
テ
ィ
ウ
ス
法
以
降
、
バ
ト
リ
キ
と
有
力
プ
レ
ブ
ス
か
ら
次
第
に
形
成
さ
れ
て
き
た
ノ
ビ
レ
ス

貴
族
が
、
国
政
を
排
他
的
に
主
導
し
て
い
た
と
す
る
の
が
、
従
来
の
通
説
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
国
政
の
理
解
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
次
章
で
詳
論
す
る
よ
う
に
、
一
九
八
○

年
代
以
降
、
学
界
で
は
共
和
政
に
お
け
る
…
般
市
民
の
政
治
的
役
割
を
重
視
す
る
見
解
が
提
出
さ
れ
、
貴
族
の
独
占
的
支
配
と
さ
れ
て
き
た
従

来
の
共
和
政
像
が
揺
ら
ぎ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
国
政
の
基
本
的
性
格
を
め
ぐ
る
こ
の
論
争
は
、
主
と
し
て
共
和
政
中
期
、
後
期
を
対

象
と
し
て
、
欧
米
の
み
な
ら
ず
、
わ
が
国
で
も
盛
ん
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
ロ
ー
マ
共
和
政
に
関
心
を
抱
く
の
は
、
ひ
と
り
現
代
の
研
究
者
ば
か
り
で
は
な
い
。
ロ
ー
マ
が
地
中
海
に
覇
を
唱
え
ば
じ
め
た
共

和
政
中
期
の
国
政
は
、
あ
る
ひ
と
り
の
偉
大
な
同
時
代
人
の
注
意
を
も
喚
起
し
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ギ
リ
シ
ア
人
歴
史
家
ポ
リ
ュ
ビ

オ
ス
は
、
ロ
ー
マ
の
海
外
膨
張
を
支
え
た
国
政
に
関
心
を
抱
き
、
周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
分
析
に
自
ら
の
『
歴
史
』
第
六
巻
を
捧
げ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
共
和
政
の
本
質
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
今
日
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
『
歴
史
』
は
、
常
に
立
ち
返
る
べ
き
価
値
の
あ
る
史

料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
ロ
ー
マ
国
政
分
析
を
今
一
度
吟
味
し
、
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
共
和
政
中
期
（
本
稿
で
は
、
こ
れ

を
前
二
〇
一
年
か
ら
前
一
三
三
年
ま
で
と
す
る
）
に
お
け
る
ロ
ー
マ
の
国
政
を
、
構
造
的
か
つ
歴
史
的
に
把
握
す
る
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
を

目
標
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
国
政
の
基
本
的
性
格
を
め
ぐ
る
先
述
の
議
論
に
た
い
し
、
『
歴
史
』
分
析
に
基
づ
く
本
稿
な
り
の
見
解
を
、
最

終
的
に
示
す
こ
と
と
し
た
い
。

　
本
論
に
は
い
る
前
に
、
こ
こ
で
ま
ず
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
と
そ
の
『
歴
史
』
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。

　
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
、
前
回
〇
〇
年
ご
ろ
、
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
半
島
に
あ
っ
た
都
市
メ
ガ
ロ
ポ
リ
ス
の
ア
カ
イ
ア
同
盟
指
導
者
層
の
家
系
に
生
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ポリュビオスとローマ共和政（藤井）

　
　
①

ま
れ
た
。
前
二
世
紀
に
は
い
る
と
、
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
は
西
方
か
ら
ロ
ー
マ
の
脅
威
が
強
ま
っ
て
く
る
が
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
こ
の
国
際
情
勢

の
影
響
を
ま
と
も
に
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
次
マ
ケ
ド
ニ
ア
戦
争
終
結
後
の
前
　
六
七
年
、
ア
カ
イ
ア
同
盟
の
騎
兵
隊
長
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

職
に
あ
っ
た
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
、
一
、
○
○
○
人
の
同
胞
と
と
も
に
ロ
ー
マ
に
抑
留
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
抑
留
後
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

七
二
世
紀
の
終
わ
り
こ
ろ
に
死
去
す
る
ま
で
（
抑
留
は
前
一
五
〇
年
に
終
了
）
、
『
歴
史
』
全
四
〇
巻
を
執
筆
す
る
。
こ
の
『
歴
史
』
は
、
主
と
し

て
薗
二
二
〇
年
か
ら
前
一
四
五
年
ま
で
を
扱
う
長
大
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
完
全
に
現
存
す
る
の
は
第
一
巻
か
ら
第
五
巻
ま
で
で
あ
る
。
し
か

し
、
第
六
巻
以
降
も
断
片
的
に
で
は
あ
る
が
、
相
当
の
分
量
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
『
歴
史
』
を
執
筆
し
た
目
的
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
自
身
か
な
り
明
確
に
表
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
ど
の
よ
う
に
し
て
、

そ
し
て
い
か
な
る
国
政
の
も
と
で
、
ロ
ー
マ
は
全
世
界
を
自
ら
の
支
配
下
に
お
さ
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
彼
は

こ
の
執
筆
目
的
に
従
っ
て
、
前
三
世
紀
か
ら
前
二
世
紀
後
半
に
か
け
て
ロ
ー
マ
が
地
中
海
世
界
に
覇
権
を
広
げ
て
い
く
様
を
叙
述
す
る
の
で
あ

⑤る
。
『
歴
史
』
分
析
を
通
じ
て
、
共
和
政
中
期
の
ロ
ー
マ
国
政
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
本
稿
の
根
拠
は
、
こ
の
『
歴
史
』
の
執
筆
目
的
と
直
接

関
係
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
ロ
ー
マ
国
政
を
歴
史
の
動
因
と
み
な
し
、
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
、

『
歴
史
』
研
究
の
妥
当
性
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。

　
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
『
歴
史
』
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
国
政
を
把
握
す
る
こ
と
の
妥
当
性
は
、
彼
の
同
時
代
性
に
も
求
め
ら
れ
る
。
彼
の
生
き
た
時

代
は
前
二
世
紀
と
ほ
ぼ
重
な
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
ロ
ー
マ
共
和
政
中
期
を
す
っ
ぽ
り
と
覆
う
も
の
で
あ
り
、
彼
の
『
歴
史
隠
も
前
三
世
紀
後

半
か
ら
前
二
世
紀
半
ば
ま
で
を
扱
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
『
歴
史
』
は
ツ
キ
ュ
デ
イ
デ
ス
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
、
同
時
代
備
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

こ
の
『
歴
史
』
の
同
時
代
性
は
、
他
の
歴
史
書
と
比
較
し
た
場
合
、
特
に
き
わ
だ
つ
。
共
和
政
中
期
の
研
究
に
お
い
て
、
一
次
史
料
と
し
て
存

在
す
る
歴
史
書
は
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
『
歴
史
』
の
み
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
も
『
歴
史
嚇
は
集
中
的
な
分
析
に
値
す
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
と
そ
の
『
歴
史
』
の
概
略
を
述
べ
つ
つ
、
国
政
史
研
究
に
お
け
る
『
歴
史
』
の
史
料
的
価
値
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ

ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
先
学
が
言
及
し
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
者
た
ち
に
よ
る
『
歴
史
』
の
扱
わ
れ
方
を
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具
体
的
に
検
討
す
る
と
、
そ
の
史
料
的
価
値
も
安
泰
で
は
な
い
。
学
説
史
上
で
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
発
言
を
認
め
る
学
者
が
い
る
一
方
で
、

『
歴
史
』
は
ロ
ー
マ
の
政
治
を
理
解
す
る
た
め
に
は
ま
っ
た
く
役
に
立
た
な
い
と
す
る
者
も
存
在
し
、
こ
の
両
者
に
、
先
述
の
ロ
ー
マ
共
和
政

の
基
本
的
性
格
を
め
ぐ
る
問
題
が
、
複
雑
に
か
ら
み
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
章
に
お
い
て
は
、
こ
の
学
説
史
を
た
ど
り
な
が
ら
、

『
歴
史
』
が
研
究
史
上
で
い
か
に
読
ま
れ
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
あ
わ
せ
て
本
稿
の
論
点
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
き
た
い
。

①
「
≦
≦
巴
げ
き
鮮
ぎ
慧
§
M
じ
d
㊥
H
ぎ
δ
ざ
い
。
ω
ぎ
α
q
色
霧
ゆ
穿
り
。
巳
。
p

　
這
趨
も
■
①
h
‘
■
た
だ
し
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
生
年
に
つ
い
て
は
、
異
説
も
あ
る
。

　
o
｛
．
国
乏
■
芝
舘
σ
窩
ぎ
謎
撃
§
減
ら
ミ
O
§
§
§
ミ
墜
§
ぎ
セ
ミ
器
押
○
×
h
O
触
F

　
一
㊤
刈
ρ
も
■
一
p
一
■

②
ロ
…
マ
の
ア
ヵ
イ
ァ
同
盟
に
た
い
す
る
介
入
に
つ
い
て
は
、
＝
＜
こ
×
い
く
る
押

　
り
摩
一
陽
℃
讐
。
・
」
＜
H
H
し
ρ
一
〇
∴
卜
。
一
℃
o
ぞ
げ
．
闇
×
×
×
レ
○
。
噛
甲
一
一
を
み
よ
。

③
男
≦
芝
翫
ぴ
鴛
ぎ
ぎ
慧
帖
登
ゆ
2
『
Φ
8
ざ
ピ
。
ω
ぎ
σ
q
①
蕾
門
門
9
⇔
傷
。
芦

　
一
〇
お
も
．
冨
h
｛
＝
『
歴
史
』
に
み
ら
れ
る
も
っ
と
も
時
代
の
遅
い
記
事
は
、
前
一

　
㎝
八
年
の
も
の
で
あ
る
。
o
｛
■
閃
．
芝
■
乏
匙
び
き
r
臨
韓
賜
8
、
詩
ミ
9
ミ
ミ
§
ミ
謎
§

　
ぎ
セ
ミ
霧
押
○
×
8
H
9
目
Φ
刈
ρ
や
ω
刈
ω
■
ま
た
、
い
鐸
。
㌶
P
さ
ら
♪
卜
⊃
ω
に
よ
れ
ば
、

　
ポ
リ
ユ
ビ
オ
ス
は
八
二
歳
で
落
馬
し
て
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

④
℃
。
そ
げ
．
噌
×
×
×
＜
「
◎

⑤
℃
。
そ
げ
‘
H
H
押
押
倉
ど
⑩
る
る
一
ω
曽
Φ
　
ご
。
。
」
マ
鼻
く
H
b
b
－
ρ
＜
固
b
”

　
ω
1
命
×
×
×
H
〆
。
◎
リ
メ

⑥
共
和
政
中
期
の
史
料
で
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
と
と
も
に
重
要
な
歴
史
書
は
、
リ
ウ
ィ

　
ウ
ス
㎎
ロ
ー
マ
建
国
以
来
の
歴
史
睡
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
帝
政

　
成
立
期
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

4 （768）

第
一
章
　
先
行
研
究
と
問
題
の
所
在

　
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
ロ
ー
マ
発
展
の
基
礎
と
し
て
、
そ
の
国
政
に
特
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
ロ
ー
マ

国
政
へ
の
見
解
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
が
、
『
歴
史
』
第
六
巻
の
混
合
政
体
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
、
ロ
ー
マ
国
政
を
君

主
政
、
貴
族
政
、
民
主
政
の
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
が
合
わ
さ
っ
た
混
合
政
体
と
し
て
称
賛
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
共
和
政
中
期
の
ロ
ー
マ
国
政
を

扱
う
研
究
者
が
特
に
着
目
す
る
の
も
、
こ
の
混
合
政
体
論
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
『
歴
史
』
が
国
政
史
研
究
者
に
い
か
に
読
ま
れ
て
き

た
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
彼
ら
が
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
混
合
政
体
論
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
き
た
か
を
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
ポ
リ
ユ
ビ
オ
ス
の
『
歴
史
』
が
ル
ネ
サ
ン
ス
期
後
半
に
西
欧
世
界
に
再
び
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
以
降
、
そ
の
ロ
ー
マ
国
政
に
関
す
る



ポリュビオスとローマ共和政（藤井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

記
述
は
、
そ
の
後
の
政
治
思
想
に
た
い
し
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
き
た
が
、
一
九
世
紀
に
近
代
的
な
ロ
ー
マ
史
学
を
確
立
し
た
モ
ム
ゼ
ン

に
至
っ
て
、
混
合
政
体
論
は
、
ロ
ー
マ
発
展
の
原
因
と
す
る
に
は
あ
ま
り
に
も
画
一
的
な
理
論
で
あ
る
と
し
て
、
厳
し
い
非
難
に
さ
ら
さ
れ
る

　
　
　
　
　
②

こ
と
に
な
っ
た
。
二
〇
世
紀
に
は
い
っ
て
も
、
混
合
政
体
論
に
た
い
す
る
批
判
は
引
き
続
き
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
二
〇
世
紀
初

頭
よ
り
支
配
的
に
な
る
学
界
動
向
を
う
け
た
新
し
い
意
味
合
い
を
持
つ
批
判
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
学
界
動
向
は
、
一
九
　
二
年
の
ド
イ
ツ
人
研
究
者
ゲ
ル
ツ
ァ
ー
に
よ
る
学
位
請
求
論
文
を
も
っ
て
十
二
と
す
る
。
ゲ
ル
ツ
ァ
ー
は
こ
の

論
文
の
な
か
で
、
共
和
政
創
設
以
来
の
バ
ト
リ
キ
と
有
力
プ
レ
ブ
ス
か
ら
構
成
さ
れ
た
ノ
ビ
レ
ス
貴
族
が
重
要
な
公
職
を
ほ
ぼ
独
占
し
つ
つ
、

公
職
か
ら
排
除
さ
れ
た
一
般
の
ロ
ー
マ
市
民
を
も
保
護
・
被
保
護
の
ク
リ
エ
ン
テ
ラ
関
係
に
よ
っ
て
自
ら
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
元

老
院
を
拠
点
と
し
た
独
占
的
な
国
政
運
営
を
実
現
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
彼
の
主
張
を
突
き
詰
め
て
い
っ
た
場
合
、
ロ
ー
マ
共
和
政
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

つ
た
く
の
貴
族
政
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ゲ
ル
ツ
ァ
ー
の
主
張
は
、
そ
の
後
、
ノ
ビ
レ
ス
支
配
論
、
ク
リ
エ
ン
テ
ラ
論
と
し
て
多
く
の
研
究
者
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、

共
和
政
中
期
に
関
す
る
業
績
と
し
て
は
、
特
に
ス
カ
ラ
ー
ド
の
著
作
（
～
九
五
一
年
）
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
書
物
の
な

か
で
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
混
合
政
体
論
は
ほ
と
ん
ど
捨
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ス
カ
ラ
ー
ド
の
目
的
は
、
元
老
院
を
支
配
す
る
貴
族
た

ち
の
離
合
集
散
に
よ
っ
て
共
和
政
中
期
の
ロ
ー
マ
国
政
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
研
究
姿
勢
は
、
ゲ
ル
ツ
ァ
ー
以
降
の

学
界
動
向
の
影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
、
貴
族
の
動
き
で
政
治
を
説
明
す
る
こ
と
に
何
の
違
和
感
も
感
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
彼
に
と

っ
て
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
混
合
政
体
論
は
、
そ
れ
が
貴
族
支
配
の
内
実
を
説
明
せ
ず
、
か
つ
民
主
政
的
要
素
を
内
包
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

和
政
理
解
に
役
立
つ
も
の
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
ス
カ
ラ
ー
ド
に
よ
る
混
合
政
体
論
の
「
無
視
」
の
延
長
線
上
に
あ
る
の
が
、
ニ
コ
レ
の
研
究
（
一
九
八
三
年
）
で
あ
る
。
彼
の
論
文
は
、

ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
混
合
政
体
論
と
ロ
ー
マ
国
政
の
関
係
を
直
接
扱
う
個
別
研
究
で
あ
る
が
、
そ
の
結
論
は
一
見
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、

ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
混
合
政
体
論
に
お
い
て
貴
族
支
輪
要
素
、
す
な
わ
ち
元
老
院
の
役
割
を
も
っ
と
も
重
視
し
て
お
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
ロ
ー
マ
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国
政
を
貴
族
政
と
み
な
し
て
い
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ニ
コ
レ
の
研
究
は
、
混
合
政
体
論
を
貴
族
政
論
に
近
い
も
の
に
読
み
か
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

こ
と
で
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
発
書
を
、
二
〇
世
紀
初
頭
以
降
の
研
究
動
向
の
な
か
に
結
果
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
共
和
政
中
期
の
国
政
史
研
究
に
お
け
る
混
合
政
体
論
の
無
視
、
あ
る
い
は
読
み
か
え
は
、
共
和
政
の
基
本
的
性
格

を
ま
っ
た
く
の
貴
族
政
と
す
る
見
方
と
深
く
関
連
し
な
が
ら
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
一
九
八
○
年
代
に
な
る
と
、
こ
の
共

和
政
理
解
が
大
き
な
見
直
し
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
来
の
研
究
動
向
に
た
い
す
る
批
判
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
重
大
な
も
の
と
し
て
あ

げ
ら
れ
る
の
が
、
一
九
八
四
年
に
発
表
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
研
究
者
ミ
ラ
ー
の
論
文
で
あ
る
。

　
ミ
ラ
ー
は
こ
の
論
文
の
な
か
で
、
実
質
的
に
元
老
院
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
一
般
市
民
の
政
治
的
重
要
性
に
注
目
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
般
の
ロ
ー
マ
市
民
も
、
立
法
の
た
め
の
投
票
権
や
公
職
者
選
挙
に
お
け
る
投
票
権
な
ど
の
制
度
的
権
利
を
保
持
し
て
、
あ
る
程
度
自
律
的
に

国
政
に
参
与
し
て
お
り
、
ノ
ビ
レ
ス
貴
族
が
国
政
を
運
営
す
る
際
に
は
、
一
般
布
民
に
た
い
し
弁
論
で
訴
え
か
け
、
説
得
す
る
必
要
が
あ
り
、

彼
ら
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ミ
ラ
ー
の
主
張
は
、
ロ
ー
マ
共
和
政
に
お
け
る
民
主
政
的
要
素
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

強
調
す
る
た
め
、
従
来
の
共
和
政
理
解
に
た
い
す
る
根
本
的
な
批
判
と
な
っ
た
。

　
こ
の
ミ
ラ
ー
の
論
考
に
お
い
て
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
混
合
政
体
論
は
興
味
深
い
扱
わ
れ
方
を
し
て
い
る
。
ま
ず
彼
は
論
文
冒
頭
で
、
「
わ
れ

ら
が
ポ
リ
ユ
ビ
オ
ス
に
（
℃
。
ぞ
鐵
。
ぎ
ω
g
）
」
と
の
献
辞
を
記
し
、
そ
し
て
本
文
の
な
か
で
も
、
混
合
政
体
論
の
正
当
性
を
宣
言
し
、
ポ
リ
ュ

ビ
オ
ス
の
発
言
を
正
し
く
受
け
入
れ
て
こ
な
か
っ
た
現
代
の
研
究
者
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ロ
ー
マ
共
和
政
に
お
け
る
民
主

政
理
要
素
に
言
及
し
て
い
た
混
合
政
体
論
は
、
ミ
ラ
ー
の
思
想
形
成
に
あ
た
っ
て
、
い
わ
ば
触
媒
と
し
て
の
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ミ
ラ
ー
の
主
張
を
大
方
の
面
で
受
け
継
ぐ
も
の
と
し
て
は
、
リ
ン
ト
ッ
ト
の
論
考
（
一
九
八
七
年
）
が
あ

げ
ら
れ
る
。
彼
も
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
発
言
を
重
視
し
た
う
え
で
、
共
和
政
に
お
け
る
民
主
政
的
要
素
と
し
て
一
般
市
民
の
政
治
的
重
要
性
を
認

　
　
　
　
　
⑦

め
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ミ
ラ
ー
や
リ
ン
ト
ッ
ト
の
主
張
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
研
究
の
大
家
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
『
歴
史
』
の
浩
漸
な
注
釈
書
を
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ポリュビオスとローマ共和政（藤井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

著
し
た
ウ
ォ
ー
ル
バ
ン
ク
は
、
一
九
九
五
年
の
論
考
で
、
混
合
政
体
論
の
正
し
さ
を
確
認
し
、
一
般
市
民
の
政
治
的
権
利
を
認
め
て
い
る
。
こ

の
ウ
ォ
ー
ル
バ
ン
ク
の
主
張
は
、
往
年
の
主
要
著
作
（
一
九
七
二
年
）
に
お
け
る
彼
二
身
の
主
張
と
は
相
当
に
異
な
る
。
そ
こ
で
は
、
ポ
リ
ュ

ビ
オ
ス
の
混
合
政
体
論
は
、
ギ
リ
シ
ア
風
の
政
治
学
か
ら
生
ま
れ
た
あ
ま
り
に
も
機
械
的
な
説
明
で
あ
り
、
ノ
ビ
レ
ス
貴
族
の
支
配
を
保
証
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

る
政
治
構
造
を
説
明
す
る
能
力
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ウ
ォ
ー
ル
バ
ン
ク
の
見
解
の
変
化
で
は
、
国
政
史
研
究
の
成
果
が
ポ

リ
ユ
ビ
オ
ス
研
究
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
先
の
ミ
ラ
ー
の
論
文
以
降
、
共
和
政
に
お
け
る
一
般
市
民
の
政
治
的
役
割
に
関
す
る
考
察
が
盛
ん
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

ミ
ラ
ー
の
主
張
に
反
対
し
た
研
究
者
も
存
在
し
た
。
例
え
ば
、
フ
ラ
イ
ク
（
～
九
九
五
年
）
は
ロ
ー
マ
市
民
全
体
で
の
意
思
統
一
の
重
要
性
を

認
め
な
が
ら
も
、
～
般
市
民
の
主
体
性
を
否
定
し
、
あ
く
ま
で
上
層
市
民
の
主
導
的
立
場
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
研
究
に
お
い
て

は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
混
合
政
体
論
は
思
想
上
の
産
物
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
ミ
ラ
ー
の
主
張
と
と
も
に
、
明
確
に
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

⑩
る
。　

以
上
で
、
モ
ム
ゼ
ン
か
ら
フ
ラ
イ
ク
に
至
る
ロ
ー
マ
国
政
史
研
究
で
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
混
合
政
体
論
が
い
か
に
読
ま
れ
て
き
た
か
を
回
顧

し
た
の
で
あ
る
が
、
混
合
政
体
論
の
扱
い
が
共
和
政
全
体
の
見
方
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
ま
ず
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
共
和
政
を
ま

っ
た
く
の
貴
族
政
と
み
よ
う
と
す
る
論
者
に
と
っ
て
は
、
混
合
政
体
論
は
基
本
的
に
不
要
で
あ
り
、
共
和
政
に
民
主
政
的
要
素
を
み
よ
う
と
す

る
論
者
に
と
っ
て
は
、
混
合
政
体
論
は
よ
っ
て
立
つ
土
台
な
の
で
あ
る
。
『
歴
史
』
か
ら
共
和
政
を
考
え
よ
う
と
す
る
筆
者
に
と
っ
て
、
研
究

史
上
に
み
ら
れ
る
混
合
政
体
論
理
解
と
共
和
政
理
解
の
強
固
な
連
関
は
、
重
要
な
論
点
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
次
章
か
ら
具
体
的
な
考
察
に
は
い
る
が
、
先
行
研
究
が
注
目
し
て
き
た
混
合
政
体
論
に
た
い
し
、
今
　
度
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の

発
言
に
立
ち
返
っ
た
う
え
で
、
本
稿
な
り
の
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
特
に
混
合
政
体
論
に
お
け
る
民

主
政
的
要
素
の
内
容
を
検
討
し
た
い
。
共
和
政
を
貴
族
政
と
す
る
論
者
は
、
こ
れ
を
無
視
し
、
一
般
市
民
の
重
要
性
を
論
ず
る
者
は
、
こ
れ
を

重
視
す
る
。
先
行
研
究
の
見
解
が
大
き
く
分
か
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
混
合
政
体
論
に
お
け
る
民
主
政
的
要
素
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と
は
何
で
あ
る
の
か
、
こ
れ
が
次
章
で
論
じ
る
問
題
で
あ
る
。

①
欄
歴
史
㎏
は
一
五
世
紀
は
じ
め
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
い
て
再
発
見
さ
れ
た
が
、

　
そ
の
ロ
…
マ
国
政
に
関
す
る
記
述
が
注
目
さ
れ
は
じ
め
る
の
は
、
一
六
世
紀
以
降

　
で
あ
る
。
o
｛
．
｝
と
○
巨
α
q
躍
雪
P
℃
o
ぞ
露
窃
．
菊
㊦
m
署
＄
轟
口
。
①
β
≦
Φ
ω
竃
ヨ

　
国
蔑
。
℃
ρ
身
国
≦
≦
讐
Q
勢
p
巳
℃
．
℃
盆
Φ
畠
Φ
冨
r
ミ
◎
貫
O
Φ
泳
く
⑦
甲

　
一
り
ぱ
も
P
も
。
膳
甲
Q
。
①
N
ま
た
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
影
響
力
に
つ

　
い
て
は
、
先
の
文
献
の
他
に
、
喝
．
蜜
石
臼
き
§
免
沁
。
ミ
§
肉
愚
賢
ミ
q
註
ぎ
、
ミ
ら
ミ

　
§
o
曼
ひ
閏
餌
”
o
＜
2
p
ゆ
匹
じ
Q
ロ
餌
o
P
ト
っ
O
O
卜
⊃
叩
唱
ワ
㎝
O
婁
一
ω
介
》
・
鼠
。
ヨ
お
臣
蝉
p
ρ

　
郎
N
凡
§
壽
さ
ミ
§
付
記
執
ミ
豆
油
寒
N
N
§
粋
ミ
帖
§
讐
○
㊤
舅
げ
門
己
α
q
P
一
⑩
謡
w
唱
唱
．

　
駆
①
ム
Φ
に
詳
し
い
。

②
　
8
プ
．
ζ
o
日
ヨ
ω
Φ
戸
沁
q
ミ
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史
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－
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。
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第
二
章
　
混
合
政
体
論
に
お
け
る
民
主
政
的
要
素
の
実
態

　
本
章
で
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
混
合
政
体
論
を
具
体
的
に
検
討
す
る
が
、
そ
の
前
に
、
混
合
政
体
論
を
含
む
『
歴
史
』
第
六
巻
の
史
書
全
体

に
占
め
る
位
置
と
そ
の
内
容
を
簡
潔
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
第
二
次
ポ
エ
ニ
戦
争
の
端
緒
か
ら
、
ロ
ー
マ
が
大
敗
し
た
カ
ン
ネ
ー
の
戦
い
の
お
こ
っ
た
前
｝
＝
六
年
ま
で
は
、
第
三
一
五
巻
で
述

べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
先
立
つ
第
一
－
二
巻
で
は
、
第
二
次
ポ
邸
内
戦
争
に
至
る
ま
で
の
出
来
事
が
前
史
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

叙
述
の
流
れ
を
断
ち
切
っ
て
記
さ
れ
た
の
が
第
六
巻
で
あ
る
が
、
こ
の
巻
の
目
的
は
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
に
よ
っ
て
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
ロ
ー
マ
が
第
二
次
ポ
エ
ニ
戦
争
を
勝
ち
抜
き
、
そ
の
後
の
飛
躍
的
な
影
響
力
拡
大
を
実
現
し
た
原
因
を
国
政
に
求
め
、
こ
れ
を
ロ
ー
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
も
っ
と
も
苦
し
か
っ
た
カ
ン
ネ
ー
で
の
敗
戦
直
後
に
お
い
て
記
述
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
第
六
巻
の
構
成
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
第
｝
1
三
章
ま
で
は
序
論
で
、
続
く
第
四
－
九
章
は
、
い
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ゆ
る
循
環
政
体
論
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
一
〇
章
で
は
、
ス
パ
ル
タ
の
国
政
が
混
合
政
体
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
続
く
第
一

一
a
章
で
は
、
ロ
ー
マ
が
循
環
政
体
を
抜
け
出
し
混
合
政
体
に
至
っ
た
歴
史
的
過
程
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
原
典
の
損
傷
が
非
常

に
激
し
い
部
分
で
あ
る
が
、
通
説
で
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
前
五
世
紀
半
ば
の
十
人
委
員
時
代
以
降
を
、
ロ
ー
マ
が
混
合
政
体
を
獲
得
し
た
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

代
と
比
定
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
第
一
一
a
章
の
次
か
ら
、
ロ
ー
マ
の
混
合
政
体
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
～
章
の
序
論
を
経
て
、
第
一
ニ
ー
一
四

章
で
は
、
混
合
政
体
の
君
主
叢
叢
要
素
で
あ
る
執
政
官
、
貴
族
政
的
要
素
で
あ
る
元
老
院
、
民
主
政
的
要
素
で
あ
る
民
衆
の
役
割
が
そ
れ
ぞ
れ

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
続
く
第
一
五
－
一
八
章
で
は
、
こ
れ
ら
三
者
の
協
力
と
相
互
作
用
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。

　
ロ
ー
マ
の
混
合
政
体
を
論
述
し
た
後
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
、
第
一
九
－
四
二
章
で
ロ
ー
マ
の
軍
制
に
つ
い
て
詳
述
し
、
続
く
第
四
三
一
五
二

章
で
ス
パ
ル
タ
、
カ
ル
タ
ゴ
等
の
諸
都
市
の
国
政
を
解
説
す
る
。
そ
し
て
、
第
五
三
－
五
六
章
で
は
、
再
び
ロ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、

9 （773）



こ
こ
で
は
特
に
ロ
ー
マ
人
の
慣
習
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
第
五
七
、
五
八
章
が
、
本
巻
の
ま
と
め
と
し
て
置
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は

第
七
巻
か
ら
再
び
前
二
一
六
年
以
降
の
記
述
に
戻
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
が
、
第
六
巻
の
『
歴
史
』
全
体
に
占
め
る
位
置
と
内
容
で
あ
る
。

　
で
は
、
こ
の
第
六
巻
に
記
さ
れ
て
い
る
混
合
政
体
論
、
特
に
そ
の
民
主
政
的
要
素
は
い
か
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
前
章
で
み
た
よ
う

に
、
こ
の
箇
所
の
評
価
で
、
先
行
研
究
は
大
き
く
二
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
第
一
四
章
で
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
。

10 （774）

［
第
＝
～
、
；
一
章
で
執
政
官
、
元
老
院
の
持
つ
権
力
の
大
き
さ
を
述
べ
た
後
に
］
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
モ
ス
に
も
分
け
前
が
残
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
も
も
っ
と
も
重
大
な
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
国
政
に
お
い
て
デ
モ
ス
の
み
が
名
誉
と
罰
と
を
管
轄
し
て
い
る

が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
統
治
と
国
政
、
端
的
に
い
え
ば
人
間
の
生
す
べ
て
が
堅
持
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
℃
○
ぞ
貫
く
H
仏
♪
ω
ム
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
こ
こ
で
の
デ
モ
ス
（
9
宰
。
の
）
と
は
何
か
。
デ
モ
ス
の
語
義
を
『
歴
史
』
全
巻
を
通
じ
て
一
義
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

第
一
四
章
に
お
い
て
は
、
明
確
に
「
民
会
」
と
定
義
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
民
主
政
的
要
素
は
、
す
べ
て
民
会

の
機
能
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
具
体
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
先
の
引
用
に
お
い
て
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
第
一
に
、
国
政
に
お
け
る
名
誉
と
罰
の
管
理
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
旦
ハ
体
的
に

は
、
民
会
の
持
つ
公
職
者
選
挙
の
た
め
の
投
票
権
と
裁
判
権
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
投
票
権
か
ら
み
て
み
よ
う
。
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
こ
れ
に
つ
い

て
、
「
民
会
は
、
価
値
あ
る
者
に
公
職
を
付
与
す
る
。
こ
の
こ
と
は
国
家
に
お
い
て
、
徳
に
た
い
す
る
も
っ
と
も
す
ば
ら
し
い
褒
美
で
あ
る
」

と
、
本
章
九
節
で
述
べ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
で
は
、
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
に
お
い
て
執
政
官
、
法
務
官
、
監
察
官
が
選
挙
さ
れ
、
ト
リ
ブ
ス
民
会

に
お
い
て
は
按
察
官
、
護
民
官
や
そ
の
他
の
下
級
公
職
者
が
選
出
さ
れ
た
。
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
発
言
は
、
こ
れ
ら
の
民
会
の
公
職
付
与
権
を
指
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⑥

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
民
会
の
持
つ
裁
判
権
を
検
討
す
る
。
ま
ず
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
本
章
六
節
で
、
「
し
ば
し
ば
民
会
は
、
悪
行
の
罪
状
が
重
大
で
あ
る
時
は
、

特
に
高
位
の
公
職
に
就
い
て
い
た
者
を
罰
金
刑
で
裁
定
す
る
。
ま
た
、
民
会
だ
け
が
、
死
罪
を
決
定
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
高
位

公
職
者
が
民
会
で
裁
判
さ
れ
る
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
旦
剛
体
的
に
は
、
将
軍
と
し
て
軍
隊
を
率
い
た
執
政
官
が
、
任
期
が
終
わ
り
公
職
を
退
い
た

後
に
、
在
任
中
の
行
動
に
蝦
疵
が
あ
っ
た
場
合
、
民
会
法
廷
で
追
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
戦
地
か
ら
帰
還
し

た
執
政
官
は
、
民
会
に
自
分
の
行
動
の
釈
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
際
に
不
正
告
発
の
危
険
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

は
、
い
く
つ
か
の
事
例
が
具
体
的
に
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
民
会
だ
け
が
死
罪
を
決
定
す
る
と
あ
る
の
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア

民
会
の
権
限
を
指
し
て
い
る
。

　
以
上
が
民
会
が
管
轄
す
る
名
誉
と
罰
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
が
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
こ
の
他
に
、
民
会
の
持
つ
立
法
権
に
つ
い
て
も
記
し
て

お
り
、
第
一
四
章
一
〇
節
に
お
い
て
、
「
ま
た
民
会
は
、
法
の
承
認
に
つ
い
て
も
管
轄
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
民
会
は
、
和
平
と
開
戦
に
つ
い

て
協
議
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
立
法
権
は
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
、
ト
リ
ブ
ス
民
会
と
も
に
認
め
ら
れ
た
権
限
だ
っ
た
が
、
和
平
と
開
戦
の
承

認
は
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
で
の
み
お
こ
な
わ
れ
た
。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
混
合
政
体
論
に
お
け
る
民
主
政
的
要
素
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
ロ
ー
マ
に
お
け
る

罠
藩
政
的
要
素
は
、
端
的
に
い
え
ば
罠
会
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
着
目
す
る
の
は
、
民
会
の
持
つ
公
職
者
選
挙
権
、

裁
判
権
、
立
法
権
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
国
政
の
い
わ
ば
形
式
的
な
側
面
に
注
目
す
る
だ
け
な
ら
ば
、
共
和
政
の
具
体
的
な
権

力
関
係
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
こ
の
点
か
ら
混
合
政
体
論
を
評
価
す
る
な
ら
ば
、
ポ
リ
ユ
ビ
オ
ス
の
記
述
は
あ
ま
り
に
単
純
で
機
械
的
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
で
あ
る
と
い
う
批
判
も
、
お
そ
ら
く
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
混
合
政
体
論
を
幅
広
く
見
渡
し
た
場
合
、
事
態
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
、
民
主
政
的
要
素
の
実
態
に
も
、
確

か
に
雷
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
第
一
七
章
一
－
三
節
の
次
の
記
述
で
あ
る
。
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さ
ら
に
同
じ
よ
う
に
、
デ
モ
ス
も
元
老
院
に
服
従
し
、
公
私
に
わ
た
り
元
老
院
に
気
に
入
ら
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
タ
リ

ア
全
土
に
わ
た
っ
て
簡
単
に
は
数
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
多
く
の
業
務
契
約
が
、
公
共
建
築
物
の
補
修
と
築
造
の
た
め
に
監
察
官
に
よ
っ
て
請
け
負
わ
さ
れ

て
お
り
、
［
他
に
も
］
多
く
の
河
川
、
港
湾
、
農
園
、
鉱
山
、
土
地
、
換
雷
す
れ
ば
ロ
ー
マ
人
の
支
配
の
も
と
に
あ
る
限
り
の
も
の
が
そ
う
で
あ
る
の
だ

が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、
広
範
囲
の
人
々
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
々
が
、
こ
の
業
務
契
約
と
そ
の
利
益
に
関
与
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
℃
○
ξ
び
‘
＜
H
払
メ
ド
ー
ω
）
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こ
の
記
述
は
、
混
合
政
体
論
に
お
け
る
貴
族
政
的
要
素
と
民
主
政
的
要
素
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
現
れ
る
デ

モ
ス
の
語
義
は
、
先
に
み
た
第
一
四
章
の
も
の
、
す
な
わ
ち
「
民
会
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
こ
こ
で
の
デ
モ
ス
は
個
々
の
市
民
、
と
り
わ

け
、
プ
ブ
リ
カ
ニ
（
要
匪
8
巳
）
と
し
て
活
動
し
得
た
上
層
の
ロ
ー
マ
市
民
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
二
次
ポ
四
五
戦
争
が
勃
発
し
た
前
二
一
八
年
に
、
ロ
ー
マ
で
あ
る
重
要
な
法
が
定
め
ら
れ
た
。
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
元

老
院
議
員
と
そ
の
息
子
に
大
規
模
な
商
業
活
動
を
禁
じ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
法
以
降
、
元
老
院
議
員
以
外
の
上
層
市
民
が
主
た
る
経
済
活
動

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
先
の
引
用
で
言
及
さ
れ
て
い
る
公
共
事
業
請
け
負
い
も
、
同
様
に
こ
の
よ
う
な
上
層
の
市
民
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ

た
。
こ
の
公
共
事
業
請
け
負
い
人
を
、
プ
ブ
リ
カ
ニ
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
公
共
事
業
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

事
例
が
い
く
つ
か
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
プ
ブ
リ
カ
ニ
と
し
て
の
活
動
に
は
、
多
額
の
資
本
を
必
要
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
事
業
を
中
心
的
に
請
け
負
う
者
は
も
ち
ろ
ん
、
彼

ら
と
共
同
し
て
事
業
を
お
こ
な
う
者
、
そ
し
て
彼
ら
を
保
証
し
て
国
庫
に
財
産
を
納
め
る
者
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
相
当
の
資
産
が
活
動
の
前

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

提
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
プ
ブ
リ
カ
ニ
の
う
ち
、
あ
る
程
度
の
人
々
は
、
騎
士
身
分
の
ロ
ー
マ
市
畏
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

騎
士
身
分
と
は
、
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
制
度
に
お
け
る
騎
士
の
一
八
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
に
所
属
す
る
一
、
八
○
○
名
の
ロ
ー
マ
市
民
を
指
す
が
、
騎
士

で
あ
る
た
め
の
必
要
条
件
と
し
て
高
額
の
財
産
基
準
額
を
満
た
す
必
要
が
あ
っ
た
た
め
に
、
彼
ら
は
、
基
準
額
を
ク
リ
ア
し
な
が
ら
も
正
式
な



ポリュビオスとローマ共和政（藤井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

騎
士
に
な
れ
な
か
っ
た
者
と
と
も
に
、
ロ
ー
マ
布
面
の
最
富
裕
者
層
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
先
の
引
用
に
お
い
て
ポ
リ
ュ
ビ

オ
ス
が
雷
及
し
て
い
る
人
々
は
、
プ
ブ
リ
カ
ニ
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
の
で
き
た
、
騎
士
身
分
を
含
む
上
層
の
ロ
ー
マ
市
民
と
定
義
す
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
先
の
箇
所
に
続
い
て
、
元
老
院
が
い
か
に
プ
ブ
リ
カ
ニ
の
活
動
を
抑
制
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
元
老
院
は
公
共
事
業
を
お
こ
な
う
者
を
妨
害
し
た
り
、
ま
た
反
対
に
援
助
し
て
や
る
こ
と
が
可
能
で
、
プ
ブ
リ
カ
ニ
が
元
老
院
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

管
轄
下
、
よ
り
直
接
的
に
は
公
共
事
業
を
扱
う
監
察
官
の
管
轄
下
に
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
他
史
料
か
ら
い
く

つ
か
実
例
が
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
、
前
～
八
四
年
カ
ト
が
監
察
官
で
あ
っ
た
時
に
公
共
事
業
の
請
け
負
い
契
約
が
お
こ
な
わ
れ
た
際
、
カ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
請
け
負
い
条
件
を
厳
し
く
し
た
た
め
プ
ブ
リ
カ
ニ
側
か
ら
反
発
が
お
こ
っ
た
が
、
カ
ト
は
こ
れ
を
無
視
し
契
約
を
実
行
し
て
い
る
。
こ
の
例

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
前
二
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
、
プ
ブ
リ
カ
ニ
は
そ
の
経
済
活
動
に
お
い
て
、
時
と
し
て
反
対
行
動
を
お
こ
し
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

も
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
元
老
院
の
管
理
の
も
と
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
以
上
の
よ
う
な
記
述
は
、
混
合
政
体
論
全
体
の
な
か
で
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
い
え
る
こ

と
は
、
こ
の
第
一
七
章
が
、
混
合
政
体
論
の
中
核
、
す
な
わ
ち
第
＝
一
章
か
ら
第
一
七
章
ま
で
の
緊
密
な
構
成
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
混
合
政
体
論
の
中
核
は
第
一
一
章
の
導
入
部
と
第
一
八
章
の
結
論
に
挟
ま
れ
た
形
で
、
君
主
心
的
要
素
、

貴
族
政
事
要
素
、
民
主
政
的
要
素
、
君
主
政
事
要
素
に
た
い
す
る
抑
制
、
貴
族
政
事
要
素
に
た
い
す
る
抑
制
、
民
主
政
的
要
素
に
た
い
す
る
抑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

制
の
各
～
章
ず
つ
か
ら
構
成
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
従
っ
て
第
一
四
章
と
第
一
七
章
で
述
べ
ら
れ

る
そ
れ
ぞ
れ
の
民
主
政
的
要
素
に
、
構
造
上
強
い
連
関
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
先
に
み
た
よ
う
に
、
第
一
四
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
民
主
政
的
要
素
は
、
具
体
的
に
は
ロ
ー
マ
市
民
の
参
加
す
る
民
会
で
あ
っ
た
。
こ
の
民

会
で
活
躍
し
て
い
た
市
民
の
実
態
に
つ
い
て
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
雷
及
し
て
い
な
い
わ
け
だ
が
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
市
民
層

は
、
第
一
七
章
の
記
述
か
ら
あ
る
程
度
推
測
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
騎
士
身
分
を
含
め
た
上
層
の
市
民
を
、
ロ
ー
マ
国
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政
に
お
け
る
民
主
政
的
要
素
の
担
い
手
と
考
え
て
い
た
と
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
第
一
七
章
に
は
、
「
い
わ
ば
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
々
が
、

こ
の
業
務
契
約
と
そ
の
利
益
に
関
与
し
て
い
る
」
と
の
一
節
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
下
層
の
市
民
を
含
め
た
ロ
ー
マ
市
民
全
体
を
視
野
に
い
れ
た

場
合
、
理
解
不
可
能
な
文
章
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
混
合
政
体
論
の
民
主
政
的
要
素
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
自
ら
の
視
点
を

ロ
ー
マ
市
民
の
富
裕
者
を
中
心
と
し
た
社
会
層
に
定
位
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
筆
者
の
混
合
政
体
論
解
釈
は
、
先
行
研
究
の
な
か
で
特
異
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
上
層
の
市

民
を
民
主
政
的
要
素
の
内
実
と
し
て
い
る
と
い
う
上
述
の
解
釈
を
補
強
す
る
た
め
に
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
思
想
背
景
を
問
題
に
し
た
い
。
ポ
リ

ュ
ビ
オ
ス
の
貴
族
主
義
的
な
思
想
が
、
彼
の
ロ
ー
マ
理
解
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

①
℃
。
ぞ
げ
■
w
≦
b
Ψ
町
N

②
混
合
政
体
論
と
な
ら
び
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
政
治
論
と
し
て
有
名
な
も
の
。
都

　
市
の
国
政
が
、
内
的
あ
る
い
は
外
的
要
因
に
よ
っ
て
、
原
始
王
政
、
君
主
政
、
悟

　
主
政
、
貴
族
政
、
寡
頭
政
、
民
主
政
、
衆
愚
政
へ
と
変
遷
し
、
そ
し
て
最
終
的
に

　
は
じ
め
の
原
始
王
政
へ
と
循
環
す
る
と
い
う
理
論
で
あ
る
。

③
野
≦
≦
鉱
び
き
鍔
鉢
ミ
§
ミ
霜
N
G
§
ミ
§
ミ
ミ
§
零
慧
§
H
曽
○
×
｛
。
具

　
一
〇
刈
ρ
P
①
①
G
。
｛
；
こ
の
第
一
～
a
章
は
、
伝
統
的
に
「
ア
ル
カ
イ
オ
ロ
ギ
ア
」
と

　
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
い
る
。
損
傷
が
激
し
い
が
、
キ
ケ
ロ
㎎
国
家
に
つ
い
て
駈

　
（
0
一
〇
．
甲
肉
爵
G
H
押
一
一
①
O
Q
）
を
参
照
し
て
再
構
成
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

④
本
稿
で
は
今
後
、
い
く
つ
か
ギ
リ
シ
ア
語
・
ラ
テ
ン
語
の
単
語
を
引
用
す
る
が
、

　
格
形
は
す
べ
て
属
格
形
に
直
す
。
ま
た
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
は
、
長
母
音
は
基
本

　
的
に
す
べ
て
短
母
音
で
表
す
こ
と
と
す
る
。

⑤
『
歴
史
軌
の
語
義
決
定
に
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
語
彙
辞
典
（
〉
■
竃
碧
Φ
誘
げ
Φ
「
－

　
σ
q
①
⊇
巳
9
、
鳴
．
O
。
日
払
N
Φ
皇
国
．
（
冨
ω
σ
q
．
y
ぎ
慧
§
ト
§
隷
§
“
し
σ
巴
ぎ
ψ
H
Φ
9
－
）

　
が
あ
り
有
周
だ
が
、
本
稿
で
は
、
議
論
上
特
に
重
要
な
語
彙
は
必
ず
し
も
こ
れ
に

　
は
従
わ
な
い
。

⑥
た
だ
し
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
二
種
の
民
会
を
区
超
し
て
い
た
か
は
、
現
存
の
テ

　
キ
ス
ト
か
ら
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
自
身
、
簡
潔
な
ロ
ー
マ

　
国
政
の
叙
述
を
目
指
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
o
｛
．
勺
。
ぞ
げ
二
く
H
弘
封
G
。
－
o
。
．

⑦
例
え
ば
、
前
～
八
四
年
に
ス
キ
ビ
オ
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
が
、
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス

　
か
ら
不
正
な
金
を
受
け
取
っ
た
と
の
廉
で
、
護
民
官
に
よ
っ
て
民
会
法
廷
に
告
訴

　
さ
れ
て
い
る
（
℃
o
ぞ
σ
‘
×
×
肖
H
仏
画
一
－
禽
O
Φ
一
r
謹
」
＜
し
。
。
り
甲
①
）
。
o
｛
．
鳴
．

　
≦
≦
巴
σ
§
拉
出
会
8
ミ
ミ
9
唱
§
§
§
望
§
ぎ
含
ミ
霧
日
ゆ
○
臥
。
轟
6
刈
り
曽

　
喝
・
卜
。
蒔
ω
｛
∴
鍔
璃
■
ω
。
島
碧
畠
“
愚
．
鳥
同
署
．
悼
り
早
ω
O
G
。
．
ま
た
、
前
｝
九
四
年
に
は

　
マ
ル
ク
ス
・
ポ
ル
キ
ウ
ス
・
カ
ト
が
（
図
．
竃
旺
o
o
〈
β
9
9
蔦
ミ
ミ
ミ
肉
。
ミ
§
o
苧

　
黛
ミ
箏
蒜
§
§
封
b
巳
＆
こ
6
0
「
一
言
し
り
呂
も
娼
』
O
幽
黛
即
閏
．
O
Q
2
蕾
旦
§

　
ら
釣
や
一
ω
♪
喝
．
卜
。
的
。
。
）
、
前
一
八
九
年
に
は
ア
キ
リ
ウ
ス
・
グ
ラ
ブ
リ
オ
が

　
（
ピ
一
く
；
×
×
×
＜
H
押
O
刈
”
一
悼
一
α
Q
o
闇
一
）
同
様
の
訴
追
を
受
け
て
い
る
。

⑧
こ
の
批
判
は
、
前
章
で
み
た
ウ
ォ
ー
ル
バ
ン
ク
の
旧
説
や
フ
ラ
イ
ク
ら
の
見
解

　
で
あ
る
。

⑨
こ
の
法
を
示
す
史
料
は
、
口
く
」
×
×
押
＄
b
■
。
｛
．
P
甥
。
8
邑
飴
臼
田
讐
℃
さ
び

　
ミ
ミ
奪
§
沁
§
§
斜
N
巳
■
巴
‘
笛
冗
。
鴇
巴
昼
N
冒
ざ
げ
堕
注
箔
睾
皮
。
長

　
一
Φ
Φ
ρ
噂
．
卜
⊃
畠
h
．
　
長
谷
川
博
隆
「
キ
ケ
ロ
時
代
の
騎
士
身
分
－
土
地
所
有
に
つ

　
い
て
t
扁
同
『
古
代
ロ
ー
マ
の
政
治
と
社
会
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
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一
年
、
一
四
五
－
一
四
六
頁
（
初
出
は
『
史
学
雑
誌
』
六
七
一
七
、
八
、
一
九
五

　
八
年
）
。

⑩
例
え
ば
、
＝
＜
‘
×
×
×
月
メ
ω
（
前
一
九
九
年
y
×
ダ
㎝
西
盛
。
。
（
前
｝
七
九

　
年
）
一
×
い
押
卜
。
メ
窃
山
ω
（
前
一
七
四
年
）
な
ど
。

⑪
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
先
の
引
用
箇
所
に
続
い
て
、
こ
れ
ら
の
様
々
な
請
け
負
い
契

　
約
参
舶
者
に
言
及
す
る
（
℃
。
そ
げ
‘
＜
H
し
8
鼻
）
。
○
．
峯
8
一
曾
℃
。
ぞ
営
霧
く
H
甲

　
H
メ
膳
影
写
チ
Φ
O
o
旨
旨
。
。
。
三
〇
昌
o
h
餅
⑦
ω
o
。
蚤
簿
Φ
ω
℃
昏
眠
。
磐
。
毎
3
§
帖

　
N
誌
》
臨
ミ
魯
2
Φ
毛
ω
Φ
摘
■
し
⑩
ご
ρ
P
り
ご
曽
署
．
｝
①
ω
－
嵩
①
は
、
請
け
負
い
契
約

　
参
加
者
に
つ
い
て
の
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
用
語
と
ラ
テ
ン
語
の
用
語
と
の
関
係
を
示

　
す
。

⑫
プ
ブ
リ
カ
ニ
の
～
部
が
騎
士
身
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
二
く
二

　
×
じ
H
一
同
一
一
ρ
『
冠
を
み
よ
。
こ
こ
で
は
、
プ
ブ
リ
カ
ニ
と
騎
士
身
分
が
密
接
な

　
連
関
の
も
と
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
o
瞥
国
マ
旧
註
猷
P
》
帆
ミ
一
途
、
窮
§
蹴
恥
註
ミ
議

　
℃
識
§
鷺
図
ミ
恥
壱
誌
ミ
嵩
ミ
鴨
摯
、
鼠
ミ
駄
昏
ぎ
沁
。
ミ
§
沁
自
励
び
ぎ
ピ
。
乱
。
戸
6
δ
Ψ

　
℃
誌
ρ
ρ
築
。
巳
①
け
甲
い
e
ミ
ミ
魯
竃
ミ
恥
織
N
鰹
遣
ミ
、
警
ミ
賊
ミ
ミ
鳶
嵐
や
へ
。
。
亀
鐸
S

　
－
Ω
ト
〈
o
門
ド
℃
営
グ
一
霧
ρ
℃
．
一
ミ
“
℃
．
ω
一
り
ω
引
く
∴
づ
℃
．
≦
房
Φ
ヨ
四
p
日
冨

　
O
①
穿
三
〇
”
鉢
、
国
ρ
器
。
・
労
。
ヨ
9
屡
ω
、
ぎ
爵
Φ
ピ
讐
①
ヵ
①
陰
げ
膏
鋤
邑
国
ロ
呪
ぞ

　
国
内
筥
「
P
襲
蛎
§
爵
遷
払
り
刈
ρ
O
．
諺
■
騎
士
身
分
は
、
財
産
基
準
額
を
満
た
し
て

　
か
つ
官
馬
を
与
え
ら
れ
た
｝
、
八
○
○
名
に
隈
ら
れ
て
い
た
た
め
、
基
準
額
を
満

　
た
し
な
が
ら
も
騎
士
身
分
に
な
れ
な
い
者
も
い
た
。
こ
の
騎
士
の
財
産
基
準
額
の

　
設
定
年
代
や
共
和
政
中
期
に
お
け
る
金
額
は
、
史
料
不
足
の
た
め
明
確
で
は
な
い

　
が
、
設
定
年
代
に
関
し
て
は
「
．
≦
’
≦
鋤
び
鴛
F
臨
§
8
蔦
ミ
N
O
o
ミ
ミ
§
§
望
ミ

　
℃
。
◎
弾
器
押
O
臥
2
負
一
〇
刈
ρ
O
．
団
O
O
轡
と
同
じ
く
、
徴
兵
方
式
の
変
化
と
関
連

　
さ
せ
て
前
三
世
紀
末
以
降
と
し
た
い
。

⑬
℃
。
ぞ
げ
ご
く
囲
」
メ
叩
O
■

⑭
ご
く
．
り
×
×
×
H
×
淑
♪
甲
ρ
ま
た
、
前
｝
六
九
年
に
は
プ
ブ
リ
カ
ニ
と
護
民
官

　
が
共
同
し
て
監
察
官
に
反
対
行
動
を
お
こ
す
が
、
こ
れ
も
最
終
的
に
鎮
圧
さ
れ
て

　
い
る
（
ご
く
こ
×
び
國
H
H
鳥
①
）
。

⑮
。
｛
自
』
餌
象
蝉
戸
魯
ミ
も
ワ
高
O
ム
メ

⑯
。
h
男
≦
≦
巴
び
睾
ぎ
号
ミ
リ
唱
’
多
し
。
．

ポリュビオスとローマ共和政（藤共）

第
三
章
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
貴
族
主
義

　
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
半
島
ア
カ
イ
ア
同
盟
の
指
導
者
家
系
の
出
身
で
あ
っ
た
。
本
章
で
は
、
混
合

政
体
論
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
彼
の
こ
の
出
自
と
そ
の
思
想
背
景
を
問
題
に
し
た
い
。
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
に
は
自
分
の
個
人
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

体
験
を
隠
す
こ
と
な
く
表
明
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
っ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
は
み
ず
か
ら
の
出
自
に
つ
い
て
も
詳
し
く
記
述
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
ア
カ
イ
ア
同
盟
と
は
、
前
五
世
紀
に
は
す
で
に
成
立
し
て
い
た
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
半
島
の
都
市
連
合
で
あ
る
。
同
盟
は
前
陣
世
紀
の
衰
退
期

を
経
て
、
前
三
世
紀
に
は
再
び
明
確
な
政
治
勢
力
と
な
り
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
ス
パ
ル
タ
、
そ
し
て
後
に
は
ロ
ー
マ
と
の
対
外
関
係
の
な
か
で
生

（779）15



き
残
り
を
図
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
『
歴
史
』
の
な
か
で
、
こ
の
ア
カ
イ
ア
同
盟
の
歴
史
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
言
及
し
て

い
る
の
だ
が
、
彼
の
同
盟
に
た
い
す
る
評
価
は
、
か
な
り
は
っ
き
り
と
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
次
に
引
用
す
る
箇
所
は
非
常
に

示
唆
的
で
あ
る
。

16　（780）

ア
カ
イ
ア
人
の
国
政
以
上
に
、

HH
驍
p
。
る
）

平
等
と
言
論
の
自
由
、
つ
ま
り
真
の
民
主
政
の
よ
り
純
粋
な
国
政
と
原
理
を
み
い
だ
す
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
（
℃
o
ξ
げ
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
こ
れ
に
類
す
る
記
述
は
、
『
歴
史
』
全
体
に
わ
た
っ
て
い
く
つ
か
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
に
と
っ
て
ア
カ
イ
ア
同
盟
の
政

体
は
、
称
賛
す
べ
き
民
主
政
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
盟
の
国
政
の
実
態
を
わ
ず
か
な
り
と
も
検
証
し
た
場
合
、
彼
の
発
言
を
そ
の

ま
ま
受
け
入
れ
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
盟
の
主
要
な
任
務
は
一
部
の
公
職
者
に
よ
っ
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
お
こ
な
わ
れ
て
お

り
、
そ
の
公
職
者
に
し
て
も
、
同
盟
に
属
す
る
一
部
の
都
市
の
上
層
市
民
家
系
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
独
占
さ
れ
て
い
た
と
通
説
的
に
は
考
え
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
③

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
ア
カ
イ
ア
同
盟
に
も
民
会
（
エ
ッ
ク
レ
シ
ア
）
は
存
在
し
た
。
そ
こ
に
は
二
〇
歳
代
以
上
の
従
軍
義
務
の
あ
る
市
民
の
参
加
が
認

　
　
　
　
　
　
　
⑧

め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
ア
カ
イ
ア
同
盟
は
公
的
な
意
味
で
民
主
政
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

民
会
の
実
態
で
あ
る
。
例
え
ば
、
前
一
四
六
年
コ
リ
ン
ト
ス
に
招
集
さ
れ
た
民
会
に
お
い
て
、
職
人
や
手
工
業
者
な
ど
の
大
衆
が
参
加
し
た
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

子
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
こ
れ
を
非
常
に
珍
し
い
例
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
ま
た
、
シ
ュ
ノ
ド
ス
と
シ
ュ
ン
ク
レ
ト
ス
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
う
二
種
の
同
盟
議
会
に
民
会
が
常
に
招
集
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
し
、
一
都
市
で
開
催
さ
れ
る
民
会
に
広
範
囲
に
わ
た
る
同
盟
都
市
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

市
民
が
参
集
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
た
め
、
ア
カ
イ
ア
同
盟
の
民
主
政
は
や
は
り
限
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
ア
カ
イ
ア
同
盟
の
現
状
と
、
同
盟
を
民
主
政
と
称
賛
す
る
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
発
雷
の
ず
れ
は
い
か
に
理
解
す
べ
き
だ



ポリュビオスとローマ共和政（藤井）

ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
自
身
が
、
メ
ガ
ロ
ポ
リ
ス
の
最
有
力
家
系
の
出
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
の
民
主
政
概
念
は
、
貴
族
主
義
的
に
潤
色
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
先
に
引
用
し
た
箇
所
に
あ
る
「
平
等
と
言
論
の
自

由
」
も
、
あ
く
ま
で
同
盟
の
有
力
者
間
で
の
み
尊
重
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
彼
の
貴
族
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

的
な
心
性
は
、
ア
カ
イ
ア
同
盟
の
貧
困
市
民
へ
の
侮
蔑
や
彼
ら
に
た
い
す
る
負
債
帳
消
し
・
土
地
配
分
な
ど
の
救
済
政
策
へ
の
嫌
悪
、
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

同
盟
末
期
に
現
れ
た
扇
動
政
治
家
に
た
い
す
る
非
難
と
な
っ
て
、
如
実
に
現
れ
て
い
る
。
・
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
に
と
っ
て
、
国
政
の
重
要
な
役
割
は

富
裕
者
た
る
貴
族
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ポ
り
ユ
ビ
オ
ス
の
貴
族
主
義
的
な
思
想
は
、
彼
の
ロ
ー
マ
虜
囚
に
よ
っ
て
も
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

わ
れ
る
。
虜
囚
の
早
い
段
階
か
ら
の
有
力
な
ロ
ー
マ
市
民
と
の
交
流
は
、
彼
の
貴
族
主
義
的
傾
向
を
よ
り
強
固
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま

た
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
ロ
ー
マ
の
上
層
市
民
社
会
に
親
し
く
接
し
、
彼
ら
の
存
在
を
知
悉
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
が
ロ
ー
マ
人
の
葬
儀
を
詳
述

し
て
い
る
箇
所
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
高
貴
な
人
物
（
試
n
葛
乱
§
實
§
ぐ
）
が
亡
く
な
っ
た
時
、
そ
の
子
孫
が
祖
先
の
イ
マ
ー

ゴ
を
掲
げ
て
亡
き
人
の
名
声
と
そ
の
家
系
の
伝
統
を
演
説
す
る
と
い
う
、
ノ
ビ
レ
ス
貴
族
に
特
徴
的
な
葬
儀
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

⑪る
。
ま
た
、
彼
は
、
ノ
ビ
レ
ス
晋
ハ
族
を
含
み
込
む
、
よ
り
広
範
な
上
層
市
民
の
存
在
に
も
気
づ
い
て
い
た
。
彼
は
、
ロ
ー
マ
の
軍
制
を
解
説
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
箇
所
で
騎
兵
の
徴
兵
に
言
及
し
、
そ
こ
で
騎
士
の
財
産
額
を
満
た
す
人
々
か
ら
の
徴
兵
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
騎
士

身
分
を
含
む
上
層
市
民
の
存
在
を
も
明
確
に
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
前
章
で
み
た
よ
う
に
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
混
合
政
体
論
に
お
け
る
民
主
性
的
要
素
の
内
実
と
し
て
、
騎
士
身
分
を
も
含
め
た
上
層
の
ロ
ー
マ

市
民
を
措
定
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
国
政
理
解
に
は
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
知
的
傾
向
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
、
ロ
ー
マ
国
政
の
民
主
量
的
要
素
も
あ
く
ま
で
貴
族
主
義
的
に
理
解
し
、
上
層
市
民
を
そ
の
実
態
と

し
て
捉
え
る
こ
と
に
何
の
齪
飴
も
感
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
本
章
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
思
想
背
景
を
検
討
し
、
彼
の
貴
族
主
義
と
混
合
政
体
論
の
関
係
を
指
摘
し
た
が
、
次
に
よ
り
広
範
囲
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の
ロ
ー
マ
市
民
一
般
に
た
い
す
る
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
態
度
を
究
明
し
た
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
ロ
ー
マ
人
の
慣
習
を

描
い
て
い
る
箇
所
を
読
解
し
．
な
が
ら
検
討
す
る
。

　
前
章
で
示
し
た
よ
う
に
、
『
歴
史
』
第
六
巻
第
五
三
－
五
六
章
で
は
、
様
々
な
ロ
ー
マ
人
の
慣
習
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
慣
習
は
、

ギ
リ
シ
ア
語
で
「
エ
テ
・
カ
イ
・
ノ
ミ
マ
（
映
9
養
等
曾
ミ
9
）
」
と
表
現
さ
れ
、
第
一
一
一
一
八
章
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
た
国
政
の
公
的
な
面

と
対
応
し
た
形
で
、
ロ
ー
マ
国
政
の
い
わ
ば
私
的
な
側
面
を
支
え
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
混
合
政
体
論
の
な
か
で
こ
の
箇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

所
に
重
大
な
意
義
を
付
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
慣
習
の
な
か
で
も
、
特
に
ロ
ー
マ
人
の
宗
教
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
部
分
に
注
目
し
た
い
。
該
当
個
所
を
次
に
引
用
す
る
。
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実
際
私
に
は
、
［
ロ
ー
マ
人
は
］
プ
レ
ト
ス
の
た
め
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
［
1
1
宗
教
を
篤
く
信
仰
す
る
こ
と
］
を
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

も
し
国
家
を
賢
明
な
人
間
で
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
方
法
は
必
要
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
プ
レ
ト
ス
は
す
べ
て

思
慮
が
浅
く
、
法
を
犯
す
よ
う
な
衝
動
に
満
ち
、
不
合
理
な
怒
り
と
暴
力
的
な
考
え
に
あ
ふ
れ
て
い
る
の
で
、
彼
ら
を
未
知
の
恐
怖
や
そ
の
虚
構
の
な
か

に
留
め
て
お
く
し
か
な
い
の
だ
。
（
℃
o
ぞ
げ
こ
く
押
㎝
ρ
㌣
ご
）

　
こ
こ
に
み
ら
れ
る
プ
レ
ト
ス
（
院
賞
。
い
）
と
は
、
本
来
の
意
味
は
「
き
わ
め
て
多
く
の
人
々
」
、
「
群
衆
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た

っ
て
広
範
な
ロ
ー
マ
市
民
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
お
こ
う
。
そ
し
て
、
浅
は
か
な
プ
レ
ト
ス
の
た
め
に
宗
教
を
管
理
し
て
い
る
「
賢
明
な

人
々
」
と
は
、
お
そ
ら
く
ロ
ー
マ
の
政
治
指
導
者
層
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ロ
ー
マ
の
公
的
宗
教
の
重
大
な
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
政
治
的
権
能
を
帯
び
る
公
職
者
が
、
同
時
に
宗
教
的
権
能
を
も
保
持
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ロ
ー
マ
の
公
的
宗
教
の
な
か
で
特
に
重
要
な
地
位
を
占
め
た
鳥
占
い
（
鋤
信
ω
℃
H
O
μ
高
H
P
）
は
、
上
級
公
職
者
の
み
が
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
宗
教
的
儀
式
を
お
こ
な
う
公
職
者
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
神
官
団
も
、
い
く
つ
か
存
在
し
た
。
そ
れ
ら
は
、



ポリュビオスとローマ共和政（藤井）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

閉
鎖
的
な
カ
ー
ス
ト
的
集
団
で
は
な
か
っ
た
が
、
神
官
職
に
就
け
る
の
は
ノ
ビ
レ
ス
貴
族
を
中
心
と
す
る
政
治
指
導
者
層
に
限
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ロ
ー
マ
の
公
的
宗
教
の
担
い
手
は
、
政
治
を
指
導
す
る
市
民
層
と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
記
述
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

宗
教
生
活
に
お
け
る
彼
ら
の
優
越
を
示
唆
す
る
貴
重
な
発
雷
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
発
言
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
は
、
政
治
指
導
者
層
以
外
の
人
々
が
、
き
わ
め
て
不
安
定
で
、
合
理
的
な

考
え
を
持
た
な
い
人
間
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
に
と
っ
て
の
ロ
ー
マ
宗
教
の
特
長
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
管
理

す
る
機
能
に
こ
そ
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
政
治
指
導
者
層
が
そ
の
他
の
市
民
を
掌
申
に
お
さ
め
、
安
定
的
に
国
政
を
主
導
す
る
と
い
う
構
図
は
、

先
に
述
べ
た
よ
う
な
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
貴
族
主
義
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
政
治
指
導
者
層
が
そ
の
他
の
市
民
を
管
理
し
、
市

民
も
彼
ら
の
指
導
に
服
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
の
混
合
政
体
は
有
効
に
機
能
し
、
称
賛
に
値
す
る
政
体
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
章
は
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
ロ
ー
マ
理
解
を
よ
り
深
く
捉
え
る
た
め
に
、
彼
の
思
想
背
景
を
問
題
に
し
て
き
た
。
前
章
で
結
論
づ
け
た

よ
う
に
、
混
合
政
体
の
民
主
政
的
要
素
の
実
態
は
、
騎
士
身
分
を
含
む
上
層
市
民
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
ポ
リ
ユ
ビ
オ
ス
の
貴
族
主
義
的
傾
向

を
考
慮
し
た
場
合
、
よ
り
自
然
に
理
解
で
き
よ
う
。
国
政
に
お
け
る
重
要
な
役
割
は
、
一
般
の
市
民
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
混
合
政
体
に
お
い
て
、
一
般
市
民
は
政
治
指
導
者
層
に
管
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
も
あ
っ
た
。
前
章
と
本
章

の
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
こ
の
結
論
は
、
混
合
政
体
論
を
根
拠
と
し
な
が
ら
ロ
ー
マ
市
民
の
政
治
参
加
を
強
調
す
る
、
ミ
ラ
ー
や
リ
ン
ト
ッ
ト
の

結
論
と
は
大
き
く
異
な
る
。
彼
ら
が
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
記
述
か
ら
読
み
と
ろ
う
と
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
騎
士
身
分
よ
り
下
位
に
位
置
す
る
一

般
市
民
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
々
が
政
治
指
導
者
層
に
対
抗
す
る
か
た
ち
で
政
治
参
加
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
そ
の
よ
う
な
一
般
市
民
の
権
力
を
認
め
て
混
合
政
体
論
を
著
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。
ポ
リ
ュ
ビ

オ
ス
の
混
合
政
体
論
に
み
え
る
共
和
政
は
、
あ
く
ま
で
貴
族
主
導
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
民
主
政
的
要
素
に
し
て
も
、
内
実
は
上
層
の
ロ
ー
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

市
民
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
　
国
■
剛
。
≦
紘
斜
§
ミ
O
恥
韓
§
鳳
帖
心
ミ
，
Q
跨
ミ
S
穿
き
、
職
守
ミ
蘇
ζ
冒
。
審
コ
§
鳥
　
　
　
　
¢
σ
Φ
三
戸
一
り
驚
”
ψ
。
。
刈
控
藤
縄
謙
三
噸
歴
史
学
の
起
源
　
ギ
り
シ
ア
入
と
歴
史
』
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力
冨
書
房
、
～
九
八
三
年
、
八
五
一
八
八
頁
。

②
℃
。
ぼ
ダ
戸
誌
b
輩
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9
囲
く
レ
甲
9
。
。
ド
介
×
×
同
押
。
。
v
9
×
×
H
H
H
口
N
c
。
．

③
ア
カ
イ
ア
同
盟
の
政
治
指
導
者
層
に
つ
い
て
は
、
オ
ニ
ー
ル
が
詳
細
な
研
究
を

　
お
こ
な
っ
て
い
る
。
回
○
甥
r
う
芦
日
ゲ
Φ
℃
o
節
器
鶴
一
国
璽
Φ
ω
o
｛
攣
Φ
》
o
げ
鉱
p
p

　
き
ら
〉
悼
。
財
言
い
Φ
勲
σ
q
話
。
。
甲
》
醤
織
§
鮮
き
鼠
鴨
童
ま
山
衆
H
㊤
c
。
蒔
二
目
⑩
c
。
ρ
唱
や
ω
甲
勲
■

　
彼
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、
ア
カ
イ
ア
同
盟
で
は
主
要
な
公
職
者
が
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
、

　
そ
の
公
職
に
し
て
も
メ
ガ
ロ
ポ
リ
ス
、
ア
カ
イ
ア
、
シ
ュ
キ
オ
ン
の
有
力
家
系
に

　
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
た
。

④
長
谷
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男
「
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H
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N
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目
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曽
一
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塞
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M
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横
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で
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る
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⑤
℃
。
ぞ
ダ
×
×
×
≦
H
押
長
里
墜

⑥
ア
カ
イ
ア
同
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に
は
、
シ
ュ
ノ
ド
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と
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れ
る
定
例
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会
と
シ
ュ
ン
ク
レ
ト

　
ス
と
呼
ば
れ
る
臨
時
議
会
が
存
在
し
た
が
、
こ
こ
に
民
会
が
招
集
さ
れ
る
の
か
評

　
議
会
（
プ
レ
）
が
招
集
さ
れ
る
の
か
は
、
決
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
場
の

　
判
断
で
、
民
会
か
評
議
会
の
い
ず
れ
か
が
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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義
に
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定
の
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保
が
必
要
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。
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』
鴨
肉
§
S
ミ
ざ
N
ミ
ら
酔

　
沁
畿
喧
ご
詳
ミ
ミ
ミ
無
。
試
茜
購
書
◎
へ
O
ゆ
N
恥
Q
。
じ
。
．
Ω
℃
幻
。
ヨ
P
N
O
O
ρ
も
旭
．

　
悼
伊
一
－
吋
①
野

⑱
こ
こ
で
、
先
行
研
究
中
、
混
合
政
体
論
を
貴
族
政
論
に
解
釈
し
て
い
た
ニ
コ
レ

　
と
の
見
解
の
相
違
を
示
し
て
お
く
。
ニ
コ
レ
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
　
二
要
素
の
う

　
ち
貴
族
政
的
要
素
を
最
重
要
視
し
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、

　
ポ
リ
ユ
ビ
オ
ス
は
民
主
政
的
要
素
を
視
野
に
い
れ
つ
つ
も
、
そ
の
内
実
が
上
層
市

　
民
で
あ
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
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第
四
章
　
混
合
政
体
の
没
落

　
本
稿
は
、
『
歴
史
』
第
六
巻
混
合
政
体
論
の
民
主
政
的
要
素
を
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
こ
ま
で
議
論
を
進
め
て
き
た
。
そ
し
て
、
ポ
リ
ュ
ビ

オ
ス
の
混
合
政
体
論
を
、
～
般
市
民
の
政
治
的
重
要
性
の
証
左
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
前
章
ま
で
の
考
察
で
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

で
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
、
ロ
ー
マ
を
完
全
に
上
層
市
民
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
政
体
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
は
、

慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
歴
史
』
全
面
〇
巻
を
体
系
的
に
考
え
た
場
合
、
混
合
政
体
の
性
格
に
合
致
し
な
い
、
ロ
ー
マ
政
治
の
描
写
を

み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
こ
れ
ら
の
記
述
を
精
査
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
ロ
ー
マ
理
解

を
さ
ら
に
深
く
検
討
し
て
い
き
た
い
。
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
第
六
巻
以
外
で
も
、
た
び
た
び
ロ
ー
マ
政
治
に
言
及
す
る
が
、
ま
ず
は
、
第
三
五
巻

に
記
さ
れ
て
い
る
事
例
か
ら
考
察
を
進
め
て
い
こ
う
。

　
前
一
五
一
年
、
ヒ
ス
パ
ニ
ア
で
の
戦
争
の
た
め
の
話
芸
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
徴
兵
は
ス
ム
ー
ズ
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
と

い
う
の
も
、
前
年
に
ヒ
ス
パ
ニ
ア
で
従
軍
し
て
い
た
兵
士
た
ち
が
そ
こ
で
の
戦
争
の
過
酷
さ
を
ロ
ー
マ
に
伝
え
た
た
め
に
、
軍
隊
の
重
要
な
役

職
に
就
く
べ
き
市
民
が
徴
兵
に
出
頭
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
徴
兵
の
遂
行
を
も
っ
と
も
困
難
に
し
た
の
は
、
従
軍
義
務
の
あ
る

若
者
が
、
年
配
者
が
驚
く
ほ
ど
の
恐
怖
に
襲
わ
れ
、
「
口
に
出
す
の
も
不
名
誉
で
、
調
べ
て
み
る
の
も
見
苦
し
く
、
無
視
す
る
の
も
不
可
能
な

い
い
わ
け
を
し
て
」
徴
兵
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
徴
兵
は
結
局
完
遂
さ
れ
る
。
ス
キ
ビ
オ
・
ア
エ
ミ
リ
ア
ヌ
ス
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

自
発
的
に
従
軍
志
願
し
、
市
民
の
軍
務
へ
の
熱
意
を
あ
お
っ
た
結
果
、
多
く
の
市
民
が
徴
兵
に
出
頭
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
一
般
の
ロ
ー
マ
市
民
の
あ
り
方
は
、
混
合
政
体
論
で
表
さ
れ
て
い
る
市
毘
像
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
政

治
指
導
者
層
に
従
順
で
は
な
く
、
徴
兵
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
執
政
官
の
意
図
に
反
し
て
行
動
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
徴
兵
は

実
行
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
、
ス
キ
ビ
オ
に
よ
る
徴
兵
志
願
と
い
う
政
治
指
導
者
層
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
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②

　
次
に
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
第
三
一
巻
に
記
し
て
い
る
ロ
ー
マ
市
民
を
み
て
み
よ
う
。
だ
い
た
い
、
前
一
六
一
年
春
ろ
の
様
子
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
ス
キ
ビ
オ
・
ア
エ
ミ
リ
ア
ヌ
ス
の
美
徳
が
、
他
の
若
年
の
ロ
ー
マ
市
民
の
行
動
と
対
比
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ス
キ
ビ
オ
が
狩
猟
に

熱
中
し
尚
武
の
精
神
を
保
持
し
て
い
る
～
方
で
、
彼
ら
は
フ
ォ
ル
ム
に
お
い
て
顔
を
売
っ
た
り
、
法
廷
弁
論
で
他
人
を
弾
劾
す
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
、
自
ら
の
名
声
を
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
市
民
像
も
、
や
は
り
混
合
政
体
の
趣
旨
に
は

あ
て
は
ま
ら
な
い
。
彼
ら
は
ス
キ
ビ
オ
と
の
対
比
で
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
法
廷
で
弁
論
を
お
こ
な
っ
て
い
る
た
め
、
政
治
指
導
者
層
に
属

す
る
若
者
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
彼
ら
が
個
人
的
に
活
動
し
、
他
市
民
か
ら
名
声
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
は
、
混
合
政

体
で
は
み
ら
れ
な
い
構
図
で
あ
る
。
混
合
政
体
に
お
い
て
は
、
彼
ら
が
支
配
す
る
元
老
院
の
優
位
は
安
泰
で
あ
り
、
政
治
指
導
者
層
の
個
々
人

が
積
極
的
に
自
ら
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
自
身
は
、
こ
れ
ら
の
事
例
の
よ
う
に
混
合
政
体
と
は
異
な
る
様
相
を
示
す
ロ
ー
マ
の
政
治
状
況
を
、
ど
の
よ
う
に
認

識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
上
記
二
事
例
は
い
ず
れ
も
『
歴
史
』
第
三
〇
巻
か

ら
第
三
九
巻
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
～
○
巻
分
は
、
雨
一
六
八
年
か
ら
前
一
四
五
年
ま
で
の
歴
史
を
扱
う
も
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ポ
リ
ユ
ビ
オ
ス
の
最
初
の
計
薗
に
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
一
〇
言
分
は
後
か
ら
追
加
さ
れ
た
も
の
と
い

　
　
　
　
　
④

う
こ
と
に
な
る
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
歴
史
』
の
そ
も
そ
も
の
執
筆
目
的
は
、
「
ど
の
よ
う
に
し
て
、
そ
し
て
、
い
か
な
る
国
政
の
も
と
で
、
ロ
ー
マ
は
全

世
界
を
自
ら
の
支
配
下
に
お
さ
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
、
第
二
次
ポ
エ
ニ
戦
争
か
ら
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

～
六
八
年
の
ピ
ュ
ド
ナ
の
戦
い
ま
で
に
ロ
ー
マ
が
こ
の
事
業
を
完
成
し
た
と
考
え
て
い
た
た
め
、
前
＝
ハ
八
年
以
降
を
扱
う
「
拡
大
一
〇
巻
」

を
書
く
た
め
に
は
新
た
な
執
筆
目
的
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
執
筆
目
的
は
、
『
歴
史
』
第
三
悪
闘
四
章
か
ら
第
五
章
に
か
け
て
、
か
な
り
明

確
に
披
露
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
ロ
ー
マ
人
の
ピ
ュ
ド
ナ
の
戦
い
以
降
の
政
治
と
彼
ら
の
「
世
界
」
支
配
の
や
り
方
に
注
目
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
、
同
時
代
の
み
な
ら
ず
、
未
来
の
人
々
も
ロ
ー
マ
支
配
の
是
非
を
判
断
で
き
る
と
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
宣
言
し
て
い
る
。
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こ
の
執
筆
目
的
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
ロ
ー
マ
に
た
い
す
る
批
判
的
態
度
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
「
拡
大
一
〇
巻
」

の
内
容
か
ら
は
、
第
一
に
ロ
ー
マ
の
対
外
政
策
に
た
い
す
る
批
判
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
第
三
〇
巻
の
冒
頭
に
は
、
ロ
ー
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
使
節
と
し
て
や
っ
て
き
た
ペ
ル
ガ
モ
ン
の
王
弟
ア
ッ
タ
ロ
ス
に
、
兄
王
に
た
い
す
る
反
乱
へ
と
そ
そ
の
か
す
ロ
ー
マ
人
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ー
マ
の
内
政
に
た
い
し
て
も
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
批
判
の
眼
が
む
け
ら
れ
た
可
能
性
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
事
実
、
「
拡

大
一
〇
巻
」
の
執
筆
目
的
を
述
べ
る
文
章
に
、
そ
れ
を
示
唆
す
る
言
葉
が
み
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
以
下
の
よ
う
に
述

べ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
全
世
界
が
征
服
さ
れ
、
ロ
ー
マ
人
の
権
力
の
も
と
に
入
っ
た
後
に
、
［
征
服
し
た
ロ
ー
マ
と
征
服
さ
れ
た
諸
国
家
の
］
そ
れ
ぞ
れ
の
状
態
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
［
征
服
の
］
後
、
新
た
に
生
じ
た
混
乱
と
騒
動
ま
で
含
め
て
知
る
こ
と
が
、
こ
の
仕
事
で
果
た
さ
れ
る
目
的
で
あ
る
。

（
℃
〇
一
望
ぴ
J
H
回
月
斜
甲
一
ト
σ
）
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こ
こ
で
、
「
拡
大
一
〇
巻
」
の
扱
う
時
代
が
、
「
混
乱
（
タ
ラ
ケ
、
ミ
饗
§
）
」
と
「
騒
動
（
キ
ネ
シ
ス
、
ミ
§
q
↑
い
）
」
の
時
代
と
規
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
う
ち
「
騒
動
」
の
ほ
う
は
、
引
用
文
の
直
後
に
い
く
つ
か
の
戦
争
と
結
び
つ
け
て
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
、
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

事
的
、
外
交
的
性
格
の
「
騒
動
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
「
混
乱
」
の
ほ
う
は
、
該
当
個
所
か
ら
だ
け
で
は
そ
の
性
格
は
判
然
と
し
な
い
。

そ
こ
で
、
『
歴
史
』
全
体
に
お
け
る
用
語
法
か
ら
推
論
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
語
彙
辞
典
の
整
理
に
よ
り
、
約
六
割
が
「
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

的
混
乱
」
、
ま
た
特
に
「
国
内
政
治
の
混
乱
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
従
っ
て
、
「
拡
大
一
〇
巻
」
の
主
題
の
ひ
と
つ

と
し
て
、
ロ
ー
マ
の
国
内
政
治
の
「
混
乱
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
こ
こ
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
先
の
二
事
例
を
い
か
に
把
握
し
て
い
た
か
は
、
前
一
六
八
年
以
降
を
扱
う
「
拡
大
一
〇
巻
」
に
つ
い
て
の
以
上
の
検
討
か

ら
、
お
お
よ
そ
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
こ
れ
ら
の
事
例
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
の
政
治
状
況
を
、
混
合
政
体
の
混
乱
と
い
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う
点
か
ら
批
判
的
に
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
観
点
を
前
提
と
し
て
今
一
度
『
歴
史
』
全
体
を
み
わ
た
す
と
、

前
一
六
八
年
以
降
の
ロ
ー
マ
の
政
治
像
を
明
確
に
理
解
で
き
る
箇
所
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
、
第
六
巻
第
五
七
章
の
次
の
記
述

で
あ
る
。

24 （788）

な
ぜ
な
ら
、
数
多
く
の
大
き
な
危
機
を
克
服
し
た
国
家
が
、
そ
の
後
比
類
な
き
繁
栄
と
支
配
へ
と
至
っ
た
時
、
持
続
的
に
富
が
流
入
す
る
こ
と
で
、
生
活

が
よ
り
贅
沢
に
な
り
、
人
々
が
度
を
過
ぎ
る
ほ
ど
に
公
職
や
そ
の
他
の
功
名
を
争
う
こ
と
に
な
る
の
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
状
態
が
さ
ら
に
進

行
す
る
と
、
［
公
職
に
た
い
す
る
］
欲
求
と
［
そ
れ
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
］
無
名
で
あ
る
こ
と
の
不
名
誉
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
こ
れ
に
く
わ

え
て
生
活
面
で
の
虚
栄
と
華
美
に
よ
っ
て
、
よ
り
悪
い
方
向
へ
の
変
化
が
始
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
デ
モ
ス
は
、
あ
る
者
の
食
欲
ゆ
え
に
侵
害
さ
れ

て
い
る
と
思
い
、
あ
る
者
の
権
力
欲
ゆ
え
に
お
だ
て
ら
れ
て
う
ぬ
ぼ
れ
さ
せ
ら
れ
た
時
に
は
、
こ
の
変
化
の
「
栄
誉
」
を
自
ら
に
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
時
に
は
、
デ
モ
ス
は
興
奮
し
て
怒
り
で
す
べ
て
を
決
定
し
、
政
治
指
導
者
に
従
お
う
と
は
せ
ず
、
彼
ら
と
同
等
で
あ
る
こ
と
を
望
ま
ず

に
、
自
分
が
［
国
政
に
お
い
て
］
非
常
に
大
き
な
部
分
を
保
持
し
た
い
と
望
む
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
（
℃
o
蔓
げ
‘
＜
H
》
㎝
メ
？
。
。
）

　
こ
こ
で
そ
の
没
落
が
予
言
さ
れ
て
い
る
国
家
は
、
混
合
政
体
の
も
と
で
繁
栄
へ
と
至
っ
た
ロ
ー
マ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
引
用
文
の
直
前

の
部
分
（
第
五
三
一
五
六
章
）
は
、
ロ
ー
マ
の
諸
慣
習
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
昧
で
構
造
上
の
関
連
が
強
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
先
に
扱

っ
た
二
事
例
に
引
用
文
の
内
容
は
よ
く
合
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
政
治
指
導
者
層
の
若
者
が
フ
ォ
ル
ム
や
法
廷
で
自
ら
の
名
声
を
あ

げ
よ
う
と
努
力
す
る
姿
は
、
「
人
々
が
度
を
過
ぎ
る
ほ
ど
に
、
公
職
や
そ
の
他
の
功
名
を
争
う
」
と
い
う
箇
所
と
～
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

前
皿
五
一
年
の
徴
兵
問
題
は
、
徴
兵
を
お
こ
な
う
政
治
指
導
者
に
従
お
う
と
は
し
な
い
ロ
ー
マ
市
罠
の
あ
り
方
を
よ
く
示
し
て
い
よ
う
。
つ
ま

り
、
こ
こ
で
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
要
約
す
る
国
家
の
没
落
の
様
子
は
、
「
拡
大
一
〇
巻
」
が
扱
う
前
～
六
八
年
以
降
の
ロ
ー
マ
を
表
し
て
い
る
の

　
　
⑩

で
あ
る
。



ポリュビオスとローマ共和政（藤井）

　
本
章
は
『
歴
史
』
に
お
け
る
混
合
政
体
論
以
外
の
ロ
ー
マ
国
政
に
関
す
る
記
述
に
注
目
し
、
そ
れ
が
前
一
六
八
年
以
降
の
ロ
ー
マ
の
政
治
状

況
を
表
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
像
と
、
前
章
ま
で
で
検
討
し
た
混
合
政
体
論
に
お
け
る
ロ
ー
マ
国
政
と

の
決
定
的
な
相
違
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
を
閉
じ
る
前
に
、
こ
の
点
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
の
は
、
先
の
引
用
文
に
お
け
る
「
デ
モ
ス
は
、
…
…
（
略
）
…
…
こ
の
変
化
の
「
栄
誉
」
を
自
ら

に
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
栄
誉
」
は
比
喩
表
現
で
あ
り
、
簡
単
に
い
え
ば
デ
モ
ス
が
国
政
変
化
の
原
因
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
混
合
政
体
論
の
中
核
部
分
で
の
デ
モ
ス
の
語
義
は
、
本
稿
第
二
章
で
示
し
た
よ
う
に
、
形
態
に
お
い
て
は
民
会
で
あ
り
、
実
態
に
お
い
て
は

騎
士
身
分
を
含
む
上
層
市
民
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
拡
大
一
〇
巻
」
の
政
治
的
混
乱
の
具
体
的
事
例
が
第
五
七
章
で
要
約
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
デ
モ
ス
を
単
純
に
民
会
や
騎
士
身
分
を
含
む
上
層
市
民
と
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
政
治
指

導
者
層
が
名
声
を
得
よ
う
と
す
る
行
為
は
、
民
会
の
本
来
の
機
能
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
し
、
徴
兵
を
忌
避
し
た
市
民
は
、
そ
れ
が
歩

兵
に
な
る
べ
き
市
民
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
で
あ
り
、
徴
兵
人
員
も
多
数
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
も
は
や
騎
士
身
分
を
含
む
上
層
市
民
に
限

定
さ
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
、
混
合
政
体
の
没
落
を
描
く
に
至
っ
て
は
じ
め
て
、
富
裕
者
層

以
外
の
一
般
ロ
ー
マ
市
民
を
デ
モ
ス
と
し
て
視
野
に
い
れ
、
そ
の
う
え
で
、
彼
ら
を
国
政
変
化
の
決
定
的
な
原
因
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
～
般
市
民
の
存
在
如
何
が
混
合
政
体
の
時
代
と
前
＝
ハ
八
年
以
降
と
の
明
確
な
相
違
な
の
で
あ
る
が
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
描

く
こ
の
構
図
は
、
さ
ら
に
～
般
市
民
の
政
治
的
重
要
性
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
章
ま
で
で
検

討
し
て
き
た
よ
う
に
、
混
合
政
体
論
に
お
い
て
は
、
一
般
の
ロ
ー
マ
市
民
は
積
極
的
な
政
治
的
役
割
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

前
＝
ハ
八
年
以
降
の
ロ
ー
マ
国
政
で
は
、
国
政
変
化
の
原
因
に
な
る
ほ
ど
、
彼
ら
の
政
治
的
意
義
が
顕
著
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
に
従
え
ば
、
共
和
政
中
期
の
ロ
ー
マ
国
政
は
、
一
般
市
民
の
政
治
的
重
要
性
の
増
大
と
い
う
観
点
か
ら
、
二
期
に
わ
け
て

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
毎
・

25 （789）
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ス
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オ
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ミ
リ
ア
ヌ
ス
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そ
の
実
父
ア
エ
ミ
リ
ウ
ス
・
パ
ウ
ル
ス
の
事
績
や
徳
の

　
高
さ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

④
　
後
に
『
歴
史
隔
に
追
加
さ
れ
た
第
三
〇
1
三
九
巻
を
、
本
稿
で
は
以
後
「
拡
大

　
一
〇
巻
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
「
拡
大
一
〇
巻
」
の
執
筆
時
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｝
四
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年
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説
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は
前
一
六
八
年
以
降
の
歴
史
を
書
く
た
め
に
、
備
忘
録
の
よ
う
な
も
の
は
作
っ
て

　
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
に
欄
歴
史
』
に
構
成
し
た
の
は
前
～
四
六
年
以
降
の

　
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

⑤
こ
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こ
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例
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ば
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。
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争
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争
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反
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述
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唱
雫
δ
①
｛
．
は
、
ポ
リ
ユ
ビ
オ
ス
が
『
歴
史
聴

　
が
扱
う
年
代
の
か
な
り
初
期
の
こ
ろ
か
ら
、
ロ
ー
マ
国
政
の
衰
退
が
進
行
し
た
と

　
考
え
て
い
た
と
想
定
し
て
い
る
。
一
方
で
、
ウ
ォ
ー
ル
バ
ン
ク
の
近
年
の
論
考

　
（
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臣
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ぞ
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Q
。
も
や
O
①
ふ
り
）
は
、
旧
説
を
否
定
し
、
第
六
巻
第
五
七
章
の

　
記
述
を
、
前
　
六
八
年
以
降
の
ロ
ー
マ
の
政
治
状
況
で
あ
る
と
す
る
。
本
稿
の
見

　
解
は
、
後
者
と
同
じ
で
あ
る
が
、
「
拡
大
～
○
巻
」
と
の
関
連
を
示
唆
す
る
こ
と

　
に
よ
り
、
よ
り
深
い
レ
ベ
ル
か
ら
の
主
張
に
な
っ
て
い
る
。

⑪
こ
こ
で
「
栄
誉
」
を
示
す
藷
は
、
伽
§
港
§
心
で
あ
り
、
～
般
的
な
意
味
は

　
「
碑
銘
扁
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
か
ら
派
生
し
た
「
栄
誉
」
の
意
で
用
い
ら

　
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
デ
モ
ス
が
国
政
変
化
を
起
こ
し
た
「
功
績
」
ゆ
え
に
「
栄

　
誉
」
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
混
合
政
体
か
ら
の
逸
脱
を
批
判
的
に
眺
め
る

　
ポ
リ
ユ
ビ
オ
ス
は
、
皮
肉
で
「
栄
誉
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
。
｛
．
》
・
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磐
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ω
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し
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ソ
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ミ
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昏
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ゆ
Φ
臣
戸
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押

　
O
O
一
．
り
N
一
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⑫
こ
の
見
解
に
た
い
し
て
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
自
ら
の
捕
囚
（
前
一
六
七
年
）
以

　
前
の
ロ
ー
マ
国
政
を
、
単
に
美
化
し
て
描
い
た
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が

　
当
然
存
在
す
る
と
思
う
の
で
、
こ
こ
で
彼
が
ロ
ー
マ
国
政
を
叙
述
す
る
際
に
用
い

　
た
史
料
を
論
ず
る
こ
と
で
、
そ
の
批
判
に
答
え
た
い
。
ま
ず
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が

　
使
用
し
た
と
思
わ
れ
る
ロ
ー
マ
側
の
文
献
資
料
と
し
て
は
、
フ
ァ
ビ
ウ
ス
・
ピ
ク

　
ト
ル
、
キ
ン
キ
ゥ
ス
・
ア
リ
メ
ン
ト
ゥ
ス
、
ヵ
ト
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
カ
ト
の
『
起
源
論
漏
は
出
版
時
期
の
関
係
で
、
槻
歴
史
瞼
の
後
半
部
で

　
し
か
参
照
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
鉢
閃
．
≦
．
≦
巴
σ
き
r
鉢
勢
8
鳩
詩
ミ
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§
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照
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刈
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り
）
。
ま
た
彼
は
、
ロ
’
ー
マ

人
と
の
個
人
的
な
付
き
合
い
の
な
か
で
、
ロ
…
マ
の
歴
史
を
学
ぶ
機
会
が
多
く
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
ア
エ
ミ
リ
ウ
ス
家
の
人
々
や
ガ
イ
ウ
ス
・
ラ

エ
リ
ウ
ス
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
ロ
ー
マ
の
公
文
害
に
も
近
づ

き
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
毎
年
の
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
を
記
し
た
ア
ン
ナ
レ

ス
・
マ
ク
シ
ミ
（
大
神
宮
の
年
代
記
）
を
使
用
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に

あ
げ
た
資
料
の
性
格
、
偏
向
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
今
日
と
な
っ
て
は
非
常

に
困
難
で
あ
る
が
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
比
較
的
多
様
な
資
料
を
馬
い
る
こ
と
が
で

き
る
環
境
に
い
た
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
資

料
状
況
の
な
か
で
、
前
一
六
七
年
以
前
で
も
、
ロ
…
マ
の
国
内
政
治
を
あ
る
程
度

客
観
的
に
書
き
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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述
に
つ
い
て
は
、
毛
利
晶
「
伝
説
と
ロ
ー

マ
の
歴
史
記
述
」
弓
削
達
・
伊
藤
貞
夫
編
『
ギ
リ
シ
ア
と
ロ
ー
マ
　
古
典
古
代
の

比
較
史
的
考
察
』
河
出
轡
房
新
社
、
一
九
八
八
年
、
三
二
七
…
三
五
八
頁
が
有
益

で
あ
る
。

第
五
章
　
混
乱
の
時
代
の
ロ
ー
マ
国
政

ポリュビオスとローマ共和政（藤井）

　
本
稿
は
、
『
歴
史
』
第
六
巻
の
混
合
政
体
論
を
再
検
討
す
る
こ
と
か
ら
議
論
を
進
め
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
描
く
混
合
政
体
の
没
落
ま
で
を
具

体
的
に
分
析
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
前
章
ま
で
の
考
察
で
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
前
一
六
八
年
こ
ろ
を
ひ
と
つ
の
画
期
と
し
て
、
一
般
市
民
の
政

治
的
重
要
性
の
増
大
を
描
写
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
構
図
は
、
『
歴
史
』
研
究

を
離
れ
て
、
共
和
政
中
期
の
国
政
史
に
果
た
し
て
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
章
ま
で
の
議
論
を
補
完
し
、
さ
ら
に
『
歴
史
』

研
究
と
共
和
政
研
究
の
橋
渡
し
を
お
こ
な
う
た
め
に
、
本
章
で
は
、
こ
の
問
題
を
考
え
た
い
。
考
察
の
手
順
と
し
て
、
ま
ず
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス

が
「
拡
大
一
〇
巻
」
で
記
し
て
い
る
も
の
と
同
様
の
傾
向
を
示
す
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

　
前
章
で
み
た
よ
う
に
、
前
一
五
一
年
に
は
市
民
が
微
兵
に
出
頭
せ
ず
、
混
乱
が
生
じ
て
い
た
が
、
同
様
の
事
件
は
前
一
六
九
年
に
も
発
生
し

て
い
る
。
こ
の
徴
兵
は
、
第
三
次
マ
ケ
ド
ニ
ア
戦
争
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
に
も
市
艮
が
徴
兵
に
出
頭
せ
ず
、
徴
兵
担
当
で
あ

っ
た
執
政
官
が
、
元
老
院
に
お
い
て
そ
の
不
手
際
を
責
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
、
こ
の
徴
兵
は
、
執
政
官
が
徴
兵
拐
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

か
ら
お
ろ
さ
れ
、
監
察
官
が
市
民
に
呼
び
か
け
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、
何
と
か
完
遂
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
事
例
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
市
民
は
、
徴
兵
が
歩
兵
の
徴
丘
ハ
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
た
め
、
一
般
の
ロ
ー
マ
市
民
で
あ
る
こ
と
が
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②

わ
か
る
。
し
か
ら
ば
、
こ
の
事
例
と
前
～
五
一
年
の
事
例
と
の
共
通
点
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
一
般
市
民
は
、
徴
兵
を
お
こ
な
う
公
職
者
に
最

初
は
従
わ
ず
、
む
し
ろ
政
治
指
導
者
層
の
側
が
何
ら
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
こ
と
で
徴
兵
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が

記
す
前
一
五
一
年
の
徴
兵
に
関
し
て
は
別
伝
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
徴
兵
さ
れ
た
軍
の
出
兵
先
が
、
兵
士
の
要
望
に
よ
り
く
じ
で
決
定
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
と
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
政
治
指
導
者
層
の
譲
歩
が
よ
り
明
確
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
は
、
徴
兵
の
現
場
に
お
け
る
一
般
市
民
の
行
動
で
あ
る
が
、
一
般
証
悟
が
兵
士
と
し
て
政
治
に
関
わ
る
局
面
は
、
徴
丘
ハ
以
外
に
も
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
た
。
次
に
、
そ
の
一
例
と
し
て
、
凱
旋
式
認
可
の
た
め
の
民
会
に
お
け
る
騒
動
を
検
討
し
た
い
。
前
一
六
七
年
の
事
例
で
あ
る
。

　
前
一
六
七
年
、
第
三
次
マ
ケ
ド
ニ
ア
戦
争
を
終
結
さ
せ
た
ア
エ
ミ
リ
ウ
ス
・
パ
ウ
ル
ス
は
ロ
ー
マ
に
帰
還
す
る
が
、
元
老
院
は
そ
の
華
々
し

い
戦
勝
の
た
め
、
彼
に
凱
旋
式
の
挙
行
を
承
認
し
た
。
凱
旋
式
の
挙
行
に
は
民
会
の
認
可
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
民
会
に
先
立
っ
て
集
会
（
コ

ン
テ
ィ
オ
）
が
催
さ
れ
、
パ
ウ
ル
ス
を
よ
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
将
校
セ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
・
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
・
ガ
ル
バ
が
、
民
会
に
参
加
し
よ
う

と
し
て
い
た
マ
ケ
ド
ニ
ア
帰
り
の
兵
士
を
反
パ
ウ
ル
ス
に
煽
動
す
る
に
お
よ
ん
で
、
事
態
は
紛
糾
し
た
。
パ
ウ
ル
ス
の
厳
し
い
規
律
に
た
い
し
、

一
般
の
兵
士
も
不
満
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
ガ
ル
バ
の
煽
動
が
効
果
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
に
お
こ
な
わ
れ
た
民
会
に
は
、
丘
ハ
士
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

な
ら
ず
、
ロ
ー
マ
市
の
住
民
も
参
加
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
民
会
に
お
い
て
、
最
初
の
ト
リ
ブ
ス
が
パ
ウ
ル
ス
の
凱
旋
式
に
た
い

し
、
反
対
票
を
投
じ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
民
会
は
、
元
老
院
の
有
力
者
マ
ル
ク
ス
・
セ
ル
ウ
ィ
リ
ウ
ス
・
プ
レ
ク
ス
・
ゲ
ミ
ヌ
ス
が
、
民
会
の
参
加
者
に
演
説
を
お
こ

な
っ
て
説
得
す
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
凱
旋
式
を
認
可
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
例
は
、
一
般
市
民
の
政
治
的
重
要
性
と
い
う
観

点
か
ら
み
て
、
重
要
で
あ
る
。
兵
士
と
ロ
ー
マ
市
の
住
民
は
、
ガ
ル
バ
の
煽
動
に
刺
激
さ
れ
て
で
は
あ
れ
、
政
治
指
導
者
層
の
意
図
に
反
し
て

行
動
し
、
政
治
指
導
者
層
も
ゲ
ミ
ヌ
ス
の
演
説
に
よ
っ
て
彼
ら
の
反
対
を
収
拾
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
よ
り
～
般
的
な
政
治
の
場
で
の
事
例
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
、
前
一
四
八
年
の
公
職
者
選
挙
を
取
り
上
げ
た
い
。
こ
の
事
例
に
お
い

て
も
、
一
般
市
民
の
政
治
的
重
要
性
が
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
年
、
ス
キ
ビ
オ
・
ア
エ
ミ
リ
ア
ヌ
ス
が
三
島
官
選
挙
に
立
候
補
し
て
い
た
の
だ
が
、
ロ
ー
マ
は
当
時
第
三
次
ポ
エ
ニ
戦
争
に
予
想
外
の

苦
戦
を
し
て
お
り
、
す
で
に
武
勲
で
有
名
で
あ
っ
た
ス
キ
ビ
オ
は
、
軍
を
指
揮
す
る
執
政
官
に
熱
望
さ
れ
た
。
し
か
し
、
彼
の
執
政
官
選
出
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

順
調
に
は
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ス
キ
ビ
オ
は
執
政
官
就
任
の
た
め
に
年
齢
法
が
定
め
て
い
る
よ
り
少
な
く
と
も
五
歳
は
年
少

　
　
　
　
⑦

で
あ
っ
た
し
、
執
政
官
に
な
る
ま
で
に
就
任
す
べ
き
法
務
官
や
按
察
宮
に
も
な
っ
て
お
ら
ず
、
彼
の
執
政
官
選
出
に
は
、
選
挙
民
会
を
開
催
し

て
い
た
現
職
執
政
官
や
元
老
院
議
員
の
根
強
い
反
対
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
終
的
に
市
民
の
意
を
汲
ん
だ
護
民
官
が
拒
否
権
発

動
を
ち
ら
っ
か
せ
、
元
老
院
か
ら
年
齢
法
一
時
停
止
の
譲
歩
を
引
き
出
し
、
ス
キ
ビ
オ
は
執
政
宮
に
選
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
護
民
官
が
選
挙
に
介
入
す
る
前
の
段
階
で
あ
る
。
リ
ウ
ィ
ウ
ス
の
『
概
要
』
作
成
者
は
、
元
老
院
議
員
と
ス
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ピ
オ
を
支
持
す
る
一
般
市
民
（
℃
一
Φ
げ
ω
）
と
の
あ
い
だ
に
、
激
し
い
闘
争
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ッ
ピ
ア
ノ
ス
は
、
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

ポリュビオスとm一マ共和政（藤井）

［
ス
キ
ビ
オ
の
選
挙
は
］
違
法
で
あ
り
、
執
政
官
が
一
般
市
民
に
［
年
齢
］
法
を
示
す
と
、
彼
ら
は
し
つ
こ
く
せ
が
み
、
騒
い
で
、
ト
ゥ
リ
ウ
ス
と
ロ
ム

ル
ス
の
法
以
来
、
市
民
が
公
職
選
挙
の
権
利
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
関
す
る
法
の
う
ち
望
む
も
の
を
、
無
効
に
も
、
有
効
に
も
す
る
の
だ
と
叫
び
声
を

あ
げ
た
。
（
〉
℃
唱
こ
ぎ
謡
G
一
一
ト
⊃
）

　
ト
ゥ
リ
ウ
ス
云
々
の
箇
所
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
一
般
市
民
が
騒
い
で
叫
び
声
を
あ
げ
て
不
満
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
般
市
民
の
行
動
が
護
民
官
を
動
か
し
、
最
終
的
に
、
年
齢
法
の
停
止
と
い
う
政
治
指
導
者
層
の
譲
歩
を
実
現
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
、
前
一
六
九
年
と
前
一
五
　
年
の
徴
兵
、
前
＝
ハ
七
年
の
凱
旋
式
に
関
す
る
民
会
、
そ
し
て
、
前
一
四
八
年
の
公
職
者
選
挙
を
検

討
し
て
き
た
が
、
縷
々
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
～
般
の
ロ
ー
マ
市
民
は
政
治
指
導
者
層
に
従
わ
ず
、
そ
の
結
果
彼
ら
の
政
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治
的
意
義
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
～
般
市
民
は
、
も
は
や
政
治
指
導
者
層
に
完
全
に
服
従
す
る
存
在
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
例
の
年
代
と
内
容
を
考
慮
し
た
場
合
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
描
く
構
図
が
共
和
政
の
実
態
と
近
い
関
係
に
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
述
べ
る
よ
う
に
、
前
一
六
〇
年
代
以
降
の
ロ
ー
マ
国
政
に
は
、
一
般
市
民
の
政
治
的
重
要

性
の
増
大
が
み
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
論
理
も
完
全
で
は
な
い
。
数
少
な
い
反
証
と
し
て
、
前
二
〇
〇
年
の
民
会
の
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
こ
の
年
、

第
二
次
マ
ケ
ド
ニ
ア
戦
争
の
開
戦
に
際
し
て
、
護
民
官
ク
ィ
ン
ト
ゥ
ス
・
バ
エ
ビ
ウ
ス
の
主
導
の
も
と
、
開
戦
の
た
め
の
民
会
議
決
が
へ
度
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

決
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
民
会
に
は
、
お
そ
ら
く
一
般
市
民
の
参
加
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
前
一
六
〇
年
代
以
前
で
も
、
一

般
市
民
が
政
治
指
導
者
層
の
意
図
に
反
し
て
行
動
す
る
事
例
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
和
政
中
期
を
体
系
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、

ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
描
く
構
図
は
や
は
り
重
要
で
あ
る
。
前
一
六
〇
年
代
よ
り
、
～
般
市
民
の
政
治
的
重
要
性
を
看
取
で
き
る
事
例
が
、
い
く
つ

か
明
確
に
指
摘
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
構
図
を
参
照
し
て
ロ
ー
マ
国
政
を
考
察
す
る
時
、
明
ら
か
に
な
る
の
は
共
和
政
中
期
の
時
代
区
分
だ
け
で
は
な

い
。
彼
の
論
理
を
軸
と
し
て
諸
事
例
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
市
民
の
政
治
的
意
義
に
つ
い
て
の
重
要
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　
前
章
ま
で
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
は
混
合
政
体
に
お
い
て
一
般
市
民
を
視
野
に
い
れ
て
は
お
ら
ず
、
混
合
政
体
の
没
落
を
叙
述

す
る
に
あ
た
っ
て
、
は
じ
め
て
一
般
市
民
を
政
治
的
に
重
要
な
存
在
と
み
な
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
一
般
市
民
の
政
治

的
重
要
性
を
、
民
会
の
制
度
的
権
利
と
直
接
関
係
づ
け
て
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
拡
大
一
〇
巻
」
の
分

析
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
般
市
民
の
政
治
的
重
要
性
は
、
民
会
の
機
能
と
直
接
結
び
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
が
着
目
し
た

一
般
市
民
の
政
治
的
意
義
と
は
、
『
歴
史
』
第
六
巻
第
五
七
章
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
市
民
が
政
治
指
導
者
層
に
従
わ
な
い
こ

と
か
ら
生
じ
る
直
接
的
な
政
治
的
圧
力
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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ポリュビオスとローマ共和政（藤井）

　
本
章
で
取
り
上
げ
た
事
例
の
な
か
で
は
、
特
に
前
｝
六
九
年
と
前
一
五
一
年
の
徴
兵
が
、
制
度
的
権
利
と
は
こ
と
な
る
一
般
市
民
の
政
治
的

意
義
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
塩
鱈
ハ
を
忌
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
徴
兵
担
当
公
職
者
に
政
治
的
圧
力
を
く
わ
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
政
治
的
圧
力
を
可
能
に
し
た
背
景
と
し
て
は
、
ロ
ー
マ
軍
の
無
産
市
民
化
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ロ
ー
マ
軍
の
無

産
市
民
化
と
は
、
前
三
世
紀
末
か
ら
前
二
世
紀
に
か
け
て
、
軍
の
主
力
で
あ
る
歩
兵
が
、
次
第
に
財
産
を
あ
ま
り
持
た
な
い
下
層
の
市
民
に
よ

っ
て
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
現
象
で
あ
り
、
面
一
世
紀
末
の
マ
リ
ウ
ス
の
有
名
な
軍
制
改
革
も
、
こ
の
無
産
市
民
化
の
延
長
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
。
軍
の
無
産
甫
民
化
に
関
し
て
は
、
従
来
、
将
軍
と
兵
士
の
保
護
・
被
保
護
の
ク
リ
エ
ン
テ
ラ
関
係
を
強
化
し
た
面
が
特
に
強
調

　
　
　
　
⑩

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
筆
者
が
別
の
論
文
で
主
張
し
た
よ
う
に
、
一
般
市
民
が
ロ
ー
マ
支
配
の
要
諦
で
あ
る
軍
隊
の
主
力
を
担
う
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

っ
て
、
前
二
世
紀
に
彼
ら
の
軍
事
的
重
要
性
が
認
知
さ
れ
た
可
能
性
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
先
の
二
事
例
に
お
い
て
、
一
般
市
民
が
徴
丘
ハ
を

忌
避
す
る
こ
と
で
政
治
指
導
者
層
に
圧
力
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
は
、
ロ
ー
マ
軍
の
無
産
市
民
化
に
よ
っ
て
高
ま
っ
た
、
　
般
市
民

の
軍
事
的
重
要
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
一
般
市
民
の
政
治
的
意
義
が
、
制
度
的
権
利
と
は
直
接
関
係
の
な
い
政
治
的
圧
力
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
前
一
六
七
年
差
前
一
四
八
年

の
民
会
の
事
例
で
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
最
終
的
に
民
会
で
の
投
票
に
帰
着
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
集
会
に
お
け

る
～
般
市
民
の
意
思
形
成
（
前
～
六
七
年
）
や
、
叫
び
声
や
騒
動
に
よ
る
意
思
表
示
（
前
～
四
八
年
）
が
政
治
指
導
者
層
に
た
い
す
る
政
治
的
圧

力
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
こ
の
点
こ
そ
彼
ら
の
政
治
的
意
義
の
内
実
と
し
て
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
民
会
参
加
者
が
実
現
し

た
政
治
的
圧
力
の
社
会
的
背
景
と
し
て
は
、
前
二
世
紀
に
お
け
る
ロ
ー
マ
市
人
口
の
増
大
が
指
摘
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
次
に
、
こ
の
問
題
を

考
え
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
監
察
官
が
五
年
目
き
に
お
こ
な
っ
た
戸
ロ
調
査
の
記
録
に
従
え
ば
、
第
二
次
ポ
エ
ニ
戦
争
期
の
前
二
〇
四
年
の
人
口
は
二
一
四
、
○
○
○
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
あ
り
、
そ
の
後
次
第
に
増
加
し
、
前
一
六
四
年
に
は
い
っ
た
ん
ピ
ー
ク
を
む
か
え
、
三
三
七
、
〇
一
三
人
を
記
録
す
る
。
そ
の
後
、
前
二
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

紀
後
半
は
ほ
ぼ
横
ば
い
状
態
で
あ
る
。
こ
の
戸
口
調
査
の
数
値
は
、
ロ
ー
マ
市
民
権
を
有
す
る
成
人
男
性
を
指
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
ま
ま
で
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は
ロ
ー
マ
市
の
市
民
権
保
持
者
の
入
口
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
第
二
次
ポ
エ
ニ
戦
争
以
降
の
ロ
ー
マ
市
の
経
済
発
展
を
考
慮
す
る

な
ら
ば
、
ロ
ー
マ
市
人
口
も
あ
る
程
度
戸
口
調
査
表
の
示
す
数
値
と
連
動
し
て
増
加
し
て
い
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
共
和
政
ロ
ー
マ
の

人
口
に
つ
い
て
の
大
著
を
著
し
た
プ
ラ
ン
ト
は
、
前
三
世
紀
は
じ
め
こ
ろ
の
ロ
ー
マ
市
入
口
を
一
八
○
、
○
○
○
人
（
市
民
権
保
持
者
以
外
も
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

む
）
と
想
定
し
、
グ
ラ
ッ
ク
ス
の
時
代
ま
で
に
は
こ
の
数
値
の
約
二
倍
の
人
々
が
ロ
ー
マ
市
に
居
住
し
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
ロ
ー

マ
市
人
口
の
増
加
に
は
、
第
二
次
ポ
エ
ニ
戦
争
以
降
約
三
〇
年
間
に
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
割
当
地
分
与
や
植
民
市
建
設
が
、
前
一
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

年
代
を
境
に
、
グ
ラ
ッ
ク
ス
時
代
ま
で
ほ
と
ん
ど
お
こ
な
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
お
そ
ら
く
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
先
に
あ
げ
た
前
一
六
七
年
と
前
一
四
八
年
の
民
会
に
、
ど
れ
だ
け
の
数
の
ロ
ー
マ
市
民
が
参
加
し
て
い
た
の
か
を
、
確
実
に
知
る
術
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
お
け
る
～
般
市
民
の
政
治
的
圧
力
を
可
能
に
し
た
の
は
、
前
二
世
紀
、
特
に
後
半
期
の
ロ
ー
マ
市
人
口
の
増
加
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
前
一
四
八
年
の
民
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
マ
ル
ス
の
原
は
、
約
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
四
方
の
広
大
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

土
地
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
数
万
人
規
模
の
市
民
が
集
ま
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
し
、
そ
こ
に
皿
般
市
罠
が
多
数
集
い
、
彼

ら
が
自
ら
の
要
望
を
集
団
的
に
表
明
し
た
場
合
、
そ
れ
は
政
治
指
導
者
層
に
た
い
す
る
強
烈
な
政
治
的
圧
力
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
章
で
扱
っ
た
四
事
例
に
お
い
て
は
、
ロ
ー
マ
軍
の
無
産
市
民
化
や
ロ
ー
マ
市
人
口
の
増
加
を
背
景
と
し
て
、
一
般
市
民

の
政
治
的
圧
力
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
共
和
政
中
期
で
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
市
民
の
政

治
的
圧
力
が
、
政
治
指
導
者
層
と
の
対
応
関
係
の
な
か
で
平
和
裡
に
解
消
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
の
徴
兵
忌
避
の
事

例
で
は
、
政
治
指
導
者
層
は
徴
兵
担
当
公
職
者
の
変
更
（
前
一
六
九
年
）
や
く
じ
の
導
入
（
前
一
五
…
年
）
で
一
般
市
民
に
譲
歩
を
お
こ
な
い
な

が
ら
も
、
彼
ら
に
た
い
し
徴
兵
出
頭
の
呼
び
か
け
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
目
的
を
完
遂
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
演
説
に
よ

っ
て
一
般
市
民
の
改
心
に
成
功
し
た
と
い
う
点
で
は
、
前
一
六
七
年
の
事
例
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
一
般
市
民
と

政
治
指
導
者
層
と
の
あ
い
だ
に
、
実
質
的
な
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
事
態
の
穏
便
な
解
決
が
可

能
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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史
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な
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選
ぶ
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
は
、
ロ
ー
マ
市
の
境
界
（
ポ
メ
リ
ウ
ム
）

　
の
外
、
テ
ィ
ベ
ル
河
畔
の
マ
ル
ス
の
原
で
お
こ
な
わ
れ
た
。

⑱
鷲
田
睦
朗
讐
ロ
ー
マ
共
和
政
「
最
後
の
賭
期
」
に
お
け
る
高
位
公
職
選
挙
i

　
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
民
会
の
制
度
と
そ
の
蔵
敷
状
況
か
ら
t
偏
『
西
洋
史
学
』
一
九

　
九
、
二
〇
〇
〇
年
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四
i
四
五
頁
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
著
書
『
歴
史
隔
を
主
と
し
て
分
析
し
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
ロ
ー
マ
国
政
の
検
討
を
通
じ
て
、
共
和
政
中
期
の
圏

政
を
構
造
的
か
つ
歴
史
的
に
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
こ
ま
で
考
察
を
進
め
て
き
た
。
最
後
に
本
論
の
議
論
を
ま
と
め
、
あ
わ
せ
て

展
望
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
本
稿
は
闘
歴
史
』
第
六
巻
混
合
政
体
論
を
分
析
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、
そ
の
民
主
政
的
要
素
の
内
実
が
、
形
態
の
う
え
で
は
民
会

で
あ
り
、
実
態
の
う
え
で
は
騎
士
身
分
を
含
め
た
上
層
の
ロ
ー
マ
市
民
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
混
合
政
体
論
に
お
い
て
は
、
～
般
市
民
は

意
義
の
あ
る
役
割
は
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
第
工
章
）
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
混
合
政
体
論
解
釈
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
貴
族

主
義
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
自
然
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
第
三
章
）
。

　
次
に
筆
者
は
、
前
～
六
八
年
以
降
を
扱
う
「
拡
大
一
〇
巻
」
を
検
討
し
、
そ
こ
で
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
ロ
ー
マ
の
混
合
政
体
の
没
落
を
示
唆
し

て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
政
体
変
化
の
原
因
と
し
て
一
般
市
民
に
注
目
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
一
般
市
民
の
政
治
的
重
要
性
と
い

う
観
点
に
た
つ
な
ら
ば
、
混
合
政
体
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
没
落
の
様
相
に
注
意
す
べ
き
な
の
で
あ
る
（
第
四
章
）
。

　
本
稿
第
五
章
で
は
、
い
く
つ
か
の
事
例
と
具
体
的
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
以
上
の
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
描
く
構
図
が
基
本
的
に
妥
当
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
さ
ら
に
、
前
一
六
〇
年
代
以
降
の
ロ
ー
マ
国
政
に
関
し
て
、
二
点
重
要
な
指
摘
を
お
こ
な
っ
た
。
第
一
点
は
、
～

般
市
民
の
政
治
的
意
義
が
、
根
源
的
に
は
、
静
態
的
な
制
度
的
権
利
で
は
な
く
、
動
態
的
な
政
治
的
圧
力
に
あ
る
と
い
う
こ
と
。
第
二
点
は
、

政
治
指
導
者
層
が
一
般
市
民
の
圧
力
に
た
い
し
、
呼
び
か
け
や
説
得
な
ど
の
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
政
上

の
懸
案
を
平
和
裡
に
解
決
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
本
稿
の
結
論
が
、
冒
頭
で
述
べ
た
、
共
和
政
に
民
主
政
的
要
素
を
み
る
ミ
ラ
ー
以
降
の
学
説
の
流
れ
に
あ
る
こ
と
は
、
い
う
を

待
た
な
い
。
し
か
し
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
の
混
合
政
体
論
の
解
釈
に
お
い
て
、
本
稿
の
立
場
が
ミ
ラ
ー
ら
の
見
解
と
大
き
く
こ
と
な
る
こ
と
か
ら
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ポリュビオスとローマ共和政（藤井）

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
稿
の
結
論
は
、
民
会
の
制
度
的
権
利
を
　
般
市
民
の
政
治
的
意
義
の
本
質
と
み
な
す
、
彼
ら
の
静
態
的
な
ロ
ー
マ
国

政
の
捉
え
方
を
追
認
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
は
、
『
歴
史
』
分
析
で
得
ら
れ
た
成
果
に
基
づ
い
て
、
共
和
政
に
お
け
る
一
般
市
民
の
政
治

的
重
要
性
を
、
そ
の
動
態
的
な
面
で
捉
え
、
さ
ら
に
、
彼
ら
の
政
治
的
重
要
性
の
増
大
を
、
共
和
政
中
期
の
歴
史
の
推
移
の
な
か
に
位
置
づ
け

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
前
～
六
〇
年
代
以
降
の
ロ
ー
マ
国
政
に
関
す
る
第
二
点
目
の
指
摘
を
敷
街
す
る
こ
と
で
、
展
望
を
ま
と
め
た
い
。
そ
こ
で
は
、
一

般
市
民
の
政
治
的
圧
力
に
た
い
す
る
政
治
指
導
者
層
の
対
応
に
注
目
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
対
応
は
あ
く
ま
で
受
動
的
な
行
動
で
あ
る
と
い

え
る
。
一
般
市
民
の
反
発
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
と
ら
れ
る
行
動
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
一
般
市
民
の
政
治
的
意
義
に
た
い
す
る
、
政
治

指
導
者
層
の
能
動
的
な
対
応
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
興
昧
深
い
示
唆
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
能
動
的
な
対
応
と
は
、
一
般
市
民

の
政
治
的
意
義
を
自
ら
の
権
力
と
し
て
と
り
込
も
う
と
す
る
、
政
治
指
導
者
層
の
行
動
で
あ
る
。

　
前
一
四
八
年
の
ス
キ
ビ
オ
の
選
挙
が
示
す
よ
う
に
、
一
般
市
民
の
政
治
的
圧
力
が
存
在
す
る
時
に
は
、
例
外
的
な
権
力
を
帯
び
る
政
治
家
を

生
み
出
す
可
能
性
が
存
在
し
た
。
ス
キ
ビ
オ
は
武
勲
に
よ
っ
て
広
範
な
支
持
を
集
め
た
の
で
あ
る
が
、
他
の
政
治
指
導
者
も
、
自
ら
の
徳
を
｝

般
市
毘
に
た
い
し
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル
し
、
彼
ら
の
支
持
を
得
て
公
職
者
選
挙
を
勝
ち
抜
く
必
要
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
が
『
歴
史
』
第
三
一
巻
に
お
い
て
述
べ
て
い
た
、
法
廷
や
フ
ォ
ル
ム
で
知
名
度
を
高
め
よ
う
と
す
る
政
治
指
導
者
の
姿

が
印
象
的
で
あ
る
。
ま
た
、
共
和
政
後
期
に
は
ラ
テ
ン
語
修
辞
学
・
弁
論
術
が
隆
盛
を
む
か
え
、
雄
弁
に
語
る
こ
と
が
政
治
家
の
徳
と
さ
れ
、

市
民
へ
の
ア
ピ
ー
ル
が
よ
り
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
一
般
市
民
に
た
い
す
る
政
治
指
導
者
層
の
能
動
的
な
対
応
と
い

う
視
座
は
、
共
和
政
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
展
望
を
ひ
ら
く
も
の
で
あ
り
、
～
般
市
民
の
政
治
的
重
要
性
の
増
大
を
説
く
本
稿
に
と
っ
て

も
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
の
詳
論
は
、
他
日
を
期
す
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
本
稿
は
平
成
十
五
年
度
文
部
科
学
省
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
　
京
都
市
左
京
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Polybius　and　the　Roman　Republic　：　The　Histories

　　　and　the　Politics　of　Mid－Republican　Rome

by

FUJII　Takashi

　　From　the　end　of　tke　SecoRd　Punic　War　to　the　Gracchi，　the　irtfluence　of　the

Roman　Republic　exteRded　over　aR　increasingly　wide　range　of　the　Mediterranean

Sea　area．　However，　when　we　s加dy£he　intemal　poHtlcs　and　society　of£he

Republic，　we蓋nd出at　the　traditional　interpretation　tkat　theム励iles，　by　making　use

of　the　patron－client　relatioRship　between　themselves　and　the　ordinary　citizeRs　and

then　monopolizing　the　posts　of　the　magistrates，　had　ruled　the　poljtics　of　the

Republic　exclusively　is　rendered　suspect．　This　is　a　result　of　the　fact　that　a　new

interpretation，　originally　proposed　by　F．1＞皿ar，　has　become血fluentia正．　T短s　view

posits　that　the　ordinary　citizens　of　Rome　played　an　important　role　in　the　system　of

the　Republic，　participating血the　vot血g　for鋤e　selection　of　mag呈strates　and

legislation．　ln　order　to　consider　this　problem　of　the　Rature　of　politics　in　the

Republic，　especiaNy　in　Mid－Republican　Rome，　the　author　has　analyzed　one

fundamental　prirnary　so田fce，　Polybius’Histories．

　　Po｝ybius，　who　was　born　at　MegalopoHs　in　the　Peloponnesus　and　lived

throughout　almost　the　entire　second　century　B．C．，　wrote　the　Histories　in　forty

volumes．　1｛fis　mair｝　theme　was　an　exarnination　of　the　causes　of　the　rise　of　Rome，

the　most　important　factors　for　which　were　the　constitution　and　politics　of　the

Rornan　Republic．　His　description　of　these　factors　is　found　prlrnarily　in　the　sixth

bool〈　as　the　theory　of　the　mixed　constitution．　Some　of　the　scholars　who　insist　on

the　political　signiflcance　of　the　ordinary　citizens　recognize　and　even　praise　Polybius

because　his　view　of　the　rnixed　constitution　of　the　Republic　seems　to　describe　the

citizens’　political　rights　accurately．　However，　when　we　look　at　the　section　of　the

llistories　on　the　mixed　constitution，　where　the　relationship　between　the

aristocratic　elements　and　the　democratic　elements　are　described．　we　find　that　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

higher－ranlcing　cigzens，　including　the　Equites，　are　described　as　the　chief　actors　of

the　democratic　elements．　The　author　concludes　that　Polybius　considered　the

higher－ranldng　citizens　as　the　holders　of　democratic　power　in　his　mixed

constitution　of　the　Republic．
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　　As　regards　the　political　significance　of　the　ordiiiary　citizens，　it　is　necessary　to

examkle　Polybius’description　of　the　decl血e　of　the　Roman　Republic．　There　he

refers　to　the　political　pressure　of　the　orclmary　citizens　on　the　Nobiles．　lt　appears

that　he　thought　that　the　decline　of　the　Republic　began　frrom　160’s　B．C．，　aRd　he

notes　specfic　incidents　that　demonstrate　the　political　pressure　of　£he　ordiriary

citizens　in　the　volumes　dedicated　to　the　years’168　B．C．　to　145　B．C．　lt　is

important　to　recognize　that　Polybius　perceived　tlie　emergence　of　the　significance

of　citizens’　political　power　after　the　160’s　B．C．　not　in　terms　of　coRstitutionai　rights

but　as　practical　pressure　on　the　Nobiles．　Finally，　tlte　author　has　addressed

impg，rtaRt　aspects　of　the　politics　of　Mid－Republican　Rome　by　comparing　the

descriptions　of　Polybius　wi由records　of　the　same　l皿cidents　il　other　sources　from

the　viewpoint　of　the　political　significance　of　the　ordinary　citizens．

The　Formation　of　the　System　of　Suburban　Sacrifice

in　the　Reign　of　Wu－di　of　the　Western　Han　Dynasty　：

An　Analysis　Focusing　on　the　Ganquantaizhi甘泉泰時

by

MEGURO　Kyoko

　　The　purpese　of　this　paper　is　an　explication　of　the　entirety　of　the　system　of

Suburban　Sacrifice郊祀in　the　Westem　Han　Dynasty　and　its　potitical　and

ideological　significance．　The　system　involved　periodic　observances　at　three

sh血es，　Ganquantaizhi甘泉即時，　Hetong　houtu河東押土and　Yongwuzhi雍五時，

conducted　by　the　emperors　themselves．　The　three　sites　were　founded　du血g　a

period　extending　from　that　of£the　founder，　Gao－zu高祖毛hrough　the　middle　oRhat

of　tke　siXth　emperor，　Wu－di武帝，　and　each　was　based　on　a　different

understandmg　of　religiotts　practice　and　worldviews．

　　Yongwuzhi，　the　oldest　of　the　three，　was　based　on　the　theory　of　the　five

elements五行説that　identfied　the　Five　Presicting　Spirits五帝with　God　on　High

上帝．The　fourth　emperor，　Wen－di文例，　performed　the　Suburban　Saci7ifice　here

for　the　first　time．　On　tlte　other　haRd，　he　also　founded　Weiyang　wudmao

潤陽五帝廟in　the　suburbs　of　the　capital　Chang－an長安as　a　new　venue　for　the

Suburban　Sacrdice．　lt　too　was　based　on　the　five　elements　theory．　His　aim　was

（911）




