
十
一
世
紀
ビ
ザ
ン
ツ
に
お
け
る
イ
エ
・
地
域
社
会
・
皇
帝

ー
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ソ
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【
要
約
】
　
十
一
世
紀
の
ビ
ザ
ソ
ツ
貴
族
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
の
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ソ
隔
は
、
患
子
た
ち
に
宛
て
た
助
言
と
忠
告
の
書
で
あ
る
。
そ
の
第
三
章
は

「
イ
エ
に
お
い
て
私
的
生
活
を
送
る
」
揚
合
の
注
意
事
項
を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
の
イ
エ
は
隷
属
農
民
を
用
い
た
自
立
的
経

営
体
た
ら
ん
と
し
て
い
た
。
ま
た
従
老
の
武
装
と
い
う
形
で
軍
事
力
も
備
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
農
業
経
営
は
安
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
軍
事
面
で

も
、
イ
エ
は
独
自
の
防
禦
施
設
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
他
方
イ
エ
支
配
者
一
家
長
は
地
域
社
会
に
お
い
て
一
定
の
権
限
を
、
み
ず
か
ら
の
イ
エ
支
配
を

基
盤
と
し
て
、
行
使
し
て
い
た
。
し
か
し
上
記
の
よ
う
な
弱
さ
を
も
つ
ビ
ザ
ソ
ツ
の
イ
エ
は
閉
鎖
的
な
小
宇
宙
で
は
あ
り
え
ず
、
外
部
世
界
、
と
り
わ
け

国
家
の
官
職
・
位
階
と
結
び
つ
く
傾
向
を
示
し
た
。
と
く
に
地
方
長
官
（
大
軍
事
貴
族
）
と
の
結
び
つ
き
が
顕
著
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
イ
エ
の
自
立
性
を

侵
害
す
る
皇
帝
権
力
に
対
す
る
抵
抗
の
組
織
と
も
な
っ
た
。
自
立
性
を
高
め
つ
つ
も
な
お
国
家
へ
の
依
存
を
必
要
と
す
る
と
い
う
貴
族
の
イ
エ
の
性
格
が
、

こ
の
時
代
の
政
治
史
の
動
向
を
規
定
し
、
国
家
・
皇
帝
の
あ
り
方
に
も
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
史
林
六
九
巻
四
号
　
一
九
八
六
年
七
月

剛
　
は
　
じ
　
め
　
に

近
代
の
西
欧
は
み
ず
か
ら
の
歴
史
を
、
自
由
と
個
人
の
権
利
の
発
展
の
歴
史
で
あ
る
と
み
な
し
た
。
こ
の
よ
う
な
自
己
認
識
の
重
要
な
一
環

を
な
す
も
の
が
、
み
ず
か
ら
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
明
（
自
由
、
民
主
主
義
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
…
…
）
の
正
統
な
後
継
者
で
あ
る
と

い
う
主
張
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
自
己
認
識
は
そ
の
対
極
に
ネ
ガ
と
し
て
の
ビ
ザ
ン
ツ
認
識
を
主
な
っ
て
い
た
。
同
じ
く

古
代
ギ
リ
シ
ア
．
偉
ー
マ
文
明
の
後
継
者
で
あ
っ
た
ビ
ザ
ン
ッ
に
対
し
て
、
そ
れ
は
オ
リ
エ
ン
ト
の
影
響
下
に
歪
め
ら
れ
た
後
期
ロ
ー
マ
帝
国

75　（541）



の
専
制
君
主
制
の
継
承
者
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
評
価
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
西
欧
は
ビ
ザ
ン
ツ
か
ら
古
典
文
明
の
継
承
者
と
い
う
地
位
を
奪
い

と
り
、
皇
帝
専
制
国
家
、
発
展
な
き
停
滞
の
世
界
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
押
し
つ
け
た
の
で
あ
る
。

　
ビ
ザ
ン
ッ
に
与
え
ら
れ
て
き
た
皇
帝
専
制
国
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
批
判
し
、
そ
の
国
家
・
国
構
の
実
像
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ペ
ッ
ク
出
．
－
の
・
し
d
①
舞
の
国
威
史
研
究
で
あ
っ
た
。
宮
廷
演
説
、
儀
式
、
勅
令
の
前
文
な
ど
の
描
き
出
す
皇
帝
像
（
地
上
に
お
け
る
神
の
代
理

人
、
全
能
の
皇
帝
、
法
を
越
え
た
存
在
…
…
）
と
、
そ
れ
に
基
く
皇
帝
専
制
国
家
像
に
対
し
て
、
ペ
ッ
ク
は
歴
史
叙
述
を
は
じ
め
と
す
る
文
学

作
品
に
お
け
る
皇
帝
・
国
家
意
識
を
対
置
す
る
。
そ
し
て
前
者
の
謳
い
上
げ
る
皇
帝
理
念
は
ビ
ザ
ン
ツ
人
…
般
に
対
し
て
そ
れ
程
の
影
響
・
印

象
を
与
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
後
者
に
こ
そ
ビ
ザ
ン
ツ
国
家
・
皇
帝
の
真
の
姿
が
み
ら
れ
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
た
場
合
、

皇
帝
権
力
は
け
っ
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
「
書
か
れ
ざ
る
憲
法
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
い
く
つ
か
の
原
理
に
よ
っ
て
制
約
を
受
け
て
い
た
。

そ
の
ひ
と
つ
は
、
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
権
は
選
挙
王
政
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
元
老
院
と
民
衆

が
合
法
的
な
選
挙
権
者
と
さ
れ
、
彼
ら
の
手
で
皇
帝
が
生
み
だ
さ
れ
、
廃
位
さ
れ
る
と
い
う
「
憲
法
」
が
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
も
そ
も

皇
帝
と
い
う
存
在
は
国
家
共
同
体
お
ω
響
斉
一
＄
の
円
滑
な
る
運
営
、
発
展
の
た
め
に
特
別
の
権
限
を
付
与
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
国
家
共

同
体
に
奉
仕
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
皇
帝
と
国
家
と
の
関
係
は
、
ア
ウ
グ
ス
ツ
ス
以
降
の
元
老
心
添
だ
け
で
は
な
く
、

ビ
ザ
ン
ツ
に
も
あ
て
は
ま
る
。
ビ
ザ
ン
ツ
で
も
国
家
と
皇
帝
は
は
っ
き
り
と
区
別
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
第
三
の
要
因
と
し
て
、
ロ
ー
マ
法
が

皇
帝
権
を
制
約
し
て
い
た
。
歴
代
の
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
は
「
立
法
者
」
「
法
に
縛
ら
れ
な
い
」
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、
い
か
な
る
皇
帝
と
い

え
ど
ロ
ー
マ
法
を
根
底
か
ら
く
つ
が
え
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
ペ
ッ
ク
は
主
張
し
て
い
る
。

　
皇
帝
を
越
え
る
存
在
と
し
て
の
国
家
共
同
体
お
の
℃
昌
一
一
＄
図
。
ヨ
器
ρ
、
皇
帝
選
挙
権
者
と
し
て
の
元
老
院
と
民
衆
器
百
首
ω
℃
o
℃
愚
輩
ρ
ロ
Φ

閃
。
ヨ
ρ
實
ω
、
皇
帝
を
も
縛
る
ロ
ー
マ
法
上
誘
9
〈
葺
ω
。
こ
れ
ら
が
全
体
と
し
て
「
書
か
れ
ざ
る
憲
法
」
を
な
し
、
ビ
ザ
ン
ツ
の
国
制
を
一
千

年
に
わ
た
っ
て
規
定
し
て
い
た
こ
と
を
ペ
ッ
ク
は
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ビ
ザ
ン
ツ
は
オ
リ
エ
ン
ト
的
皇
帝
専
制
国
家
で

あ
る
と
い
う
伝
統
的
ビ
ザ
ン
ツ
観
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
ペ
ッ
ク
の
国
言
動
研
究
は
画
期
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
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あ
っ
た
。
し
か
し
右
の
要
約
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
皇
帝
専
制
国
家
像
に
対
す
る
彼
の
批
判
は
、
元
首
政
時
代
の
国
制
・
理
念
の
存
続
を

説
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ビ
ザ
ン
ツ
を
後
期
ロ
ー
マ
専
制
君
主
制
の
後
継
者
で
は
な
く
、
元
首
政
の
後
継
者
と
み

な
す
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
彼
の
描
く
ビ
ザ
ン
ツ
像
は
、
伝
統
的
見
解
の
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
で
あ
る
「
発
展
な
き
停
滞
の
世
界
」
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
て
は
、
親
和
性
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
、
同
じ
く
皇
帝
専
制
国
家
論
批
判
学
説
で
あ
る
「
ビ
ザ
ン
ツ
封
建
欄
論
」
と
対
照
的
な
性
格

を
も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
「
封
建
制
論
」
が
社
会
関
係
・
階
級
関
係
の
変
化
を
説
く
の
に
対
し
て
、
ベ
ヅ
ク
の
国
制
史
研
究
は
国
制
な
い

し
理
念
に
お
け
る
一
千
年
の
連
続
を
強
調
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
は
十
一
世
紀
政
治
史
の
評
価
に
明
確
に
現
わ
れ
て
い
る
。
「
封

建
制
論
」
に
よ
れ
ば
、
専
制
国
家
体
制
の
中
か
ら
成
長
し
て
き
た
封
建
的
性
格
を
も
つ
地
方
貴
族
が
、
十
一
世
紀
に
は
帝
位
を
掌
握
す
る
よ
う

に
な
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
国
家
の
性
格
も
変
化
し
た
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
国
曇
霞
研
究
」
で
は
、
地
方
貴
族
の
反
乱
も
首
都
の
元
老
院

と
民
衆
の
参
加
、
彼
ら
の
承
認
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
功
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
社
会
の
変
化
を
背
景
と
し
て
拾
頭
し
て
き
た
勢
力
も
、
ロ

ー
マ
国
制
の
枠
組
の
中
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
い
、
国
制
そ
の
も
の
に
は
変
化
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
両
説
は
異
な
っ
た
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
議
論
で
あ
り
、
論
点
は
必
ず
し
も
か
み
合
っ
て
は
い
な
い
が
、
問
題
の
焦
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

十
一
世
紀
の
属
州
反
乱
と
皇
帝
権
に
つ
い
て
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。
一
〇
四
七
年
の
レ
オ
ー
ソ
・
ト
ル
ニ
キ
オ
ス
の
乱
と
五
七
年
の
イ
サ
キ
オ

ス
・
コ
ム
ネ
ノ
ス
の
乱
は
同
じ
く
属
州
貴
族
の
反
乱
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
結
果
は
対
照
的
で
、
ト
ル
ニ
キ
オ
ス
の
場
合
は
、
都
を
包
囲
し
た
も

の
の
、
結
局
失
敗
に
終
っ
た
の
に
対
し
て
、
コ
ム
ネ
ノ
ス
は
都
に
入
っ
て
皇
帝
と
な
っ
た
。
成
否
を
分
け
た
も
の
は
、
首
都
の
元
老
院
・
民
衆

の
向
背
で
あ
っ
た
。
ト
ル
ニ
キ
オ
ス
に
対
し
て
は
支
持
を
与
え
な
か
っ
た
元
老
院
・
民
衆
が
、
五
七
年
に
は
ミ
カ
エ
ル
六
世
を
放
逐
し
て
、
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

サ
キ
オ
ス
・
コ
ム
ネ
ノ
ス
を
歓
呼
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
一
見
、
首
都
の
元
老
院
・
市
民
こ
そ
が
皇
帝
を
生
み
だ
す
決
定
的
要
因
で
あ

っ
て
、
属
州
貴
族
も
彼
ら
の
国
璽
上
の
地
位
・
権
限
を
尊
重
し
、
そ
の
「
憲
法
」
に
則
っ
て
即
位
し
た
、
と
思
わ
せ
る
。
し
か
し
、
以
下
に
み

る
よ
う
に
、
両
反
乱
の
参
加
者
の
本
来
の
意
識
に
は
「
元
老
院
と
民
衆
に
よ
る
皇
帝
権
」
と
い
う
考
え
方
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
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五
七
年
の
反
乱
の
参
加
者
で
あ
る
小
ア
ジ
ア
の
貴
族
た
ち
は
当
初
か
ら
、
自
分
た
ち
の
歓
呼
で
も
っ
て
コ
ム
ネ
ノ
ス
は
皇
帝
と
な
っ
た
と
主

　
　
　
　
⑧

張
し
て
い
た
。
皇
帝
ミ
カ
エ
ル
乱
世
か
ら
の
講
和
の
提
案
に
対
し
て
も
、
将
軍
カ
タ
カ
ロ
ー
ン
・
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
、
自
分
た
ち
の
誓
約
で
、
ミ

カ
エ
ル
六
扇
の
廃
位
、
コ
ム
ネ
ノ
ス
の
皇
帝
推
戴
を
行
な
っ
た
以
上
、
も
は
や
妥
協
は
あ
り
え
ず
、
軍
事
力
で
都
を
制
圧
す
る
の
み
で
あ
る
と

　
　
　
⑤

主
張
し
た
。
コ
ム
ネ
ノ
ス
は
元
老
院
と
民
衆
の
歓
呼
を
受
け
た
が
、
そ
れ
も
総
主
教
に
よ
る
戴
冠
と
同
じ
く
、
彼
に
と
っ
て
既
成
の
事
実
の
追

認
以
上
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
即
位
画
す
ぐ
に
彼
も
歴
代
の
皇
帝
に
な
ら
っ
て
肖
像
入
り
の
金
貨
を
発
行
し
た
。
従
来
の
慣
例

を
破
る
新
し
い
図
柄
に
、
年
代
記
作
者
は
驚
き
を
隠
そ
う
と
は
し
な
い
。

　
　
「
た
だ
ち
に
彼
（
イ
サ
キ
オ
ス
・
コ
ム
ネ
ノ
ス
）
の
刀
を
も
っ
た
姿
が
金
貨
に
刻
ま
れ
た
。
す
べ
て
は
神
に
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
と
戦
闘
体
験
の
お
蔭
で
あ
る
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
…
…
。
」

明
ら
か
に
彼
は
自
分
の
即
位
を
何
よ
り
も
軍
事
力
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
時
代
は
前
後
す
る
が
、
四
七
年
の
反
乱
の
場
合
に
も
、
参
加
者
た
ち
は
「
楯
の
上
に
」
ト
ル
ニ
キ
オ
ス
を
出
せ
て
皇
帝
歓
呼
を
行
な
っ
て
い

⑦る
。
こ
れ
は
六
〇
二
年
目
フ
ォ
ー
カ
ス
の
乱
を
最
後
に
姿
を
消
し
て
い
た
皇
帝
推
戴
方
法
で
、
そ
の
復
活
も
ま
た
、
自
分
た
ち
の
推
挙
・
歓
呼

に
よ
っ
て
皇
帝
を
生
み
だ
す
と
い
う
、
属
州
の
貴
族
た
ち
の
成
長
・
自
信
を
示
す
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
翌
暁
の
反
乱
貴
族
た
ち
の
自
信
を
支
え
て
い
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
「
剣
」
－
彼
ら
の
軍
事
力
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
軍
事
力
は
彼
ら
が
将
軍
と
し
て
指
揮
し
て
い
る
帝
国
の
属
州
軍
団
だ
け
で
は
な
く
、
私
的
な
兵
力
か
ら
も
な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
将

軍
を
研
究
者
は
「
属
州
軍
事
貴
族
」
と
呼
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
五
七
年
の
反
乱
に
カ
タ
カ
ロ
ー
ン
・
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
、
「
当
初
二
つ
の
ロ
ー

　
　
　
タ
グ
マ
タ
オ
イ
ケ
イ
才
ス
⑧
　
　
　
　
　
　
　
⑨

マ
人
の
軍
団
の
他
に
『
底
豆
』
を
従
え
て
」
参
加
し
た
。
こ
の
時
代
の
反
乱
貴
族
に
関
す
る
叙
述
に
は
私
兵
へ
の
言
及
が
多
く
み
ら
れ
る
。
私

兵
の
一
部
は
正
規
軍
団
が
司
令
宮
の
私
兵
と
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
駿
州
軍
事
貴
族
は
私
的
軍
事
力
を
維
持
し
て
ゆ

く
だ
け
の
経
済
的
基
盤
も
築
き
上
げ
つ
つ
あ
っ
た
。
十
一
世
紀
に
お
い
て
、
皇
帝
専
制
理
念
・
体
制
を
現
実
に
批
判
し
、
打
倒
し
た
属
州
反
乱

の
基
盤
と
な
っ
た
も
の
は
、
楊
弓
軍
事
貴
族
た
ち
の
経
済
的
・
軍
事
的
実
力
で
あ
、
つ
た
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
　
ベ
ヅ
ク
に
よ
っ
て
翔
出
さ
れ
た
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「
書
か
れ
ざ
る
憲
法
」
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
本
来
、
受
認
軍
事
貴
族
に
は
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
反
乱
の
過
程
に
お
い
て
そ
れ
と

出
会
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
十
一
世
紀
に
お
け
る
ビ
ザ
ン
ツ
国
翻
の
問
題
は
、
最
愛
の
貴
族
層
の
経
済
的
・
軍
事
的
成
長
、
彼
ら
の
皇

帝
観
・
国
家
観
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
れ
が
「
書
か
れ
ざ
る
憲
法
」
”
ロ
ー
マ
国
制
理
念
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
形

で
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
芸
州
貴
族
層
の
研
究
は
す
で
に
あ
る
程
度
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
従
来
ほ
と
ん
ど
考
察
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
貴
族
の
「
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

エ
」
と
い
う
問
題
を
と
り
あ
げ
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
西
欧
中
世
に
お
い
て
は
い
か
な
る
上
位
権
力
、
た
と
え
王
権
と
い
え
ど
介
入
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
領
域
と
し
て
の
イ
エ
が
存
在
し
た
。
イ
エ
は
そ
の
主
人
、
家
長
の
支
配
下
に
あ
る
独
立
の
世
界
で
あ
っ
た
。
西
欧
中
世
の
王
権

が
絶
対
的
性
格
を
も
ち
え
ず
、
王
と
臣
下
の
関
係
も
双
務
的
主
従
関
係
で
あ
っ
た
理
由
は
、
臣
下
と
い
え
ど
イ
エ
の
支
配
者
で
あ
る
点
で
は
、

主
君
は
も
ち
ろ
ん
、
王
と
も
異
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
日
本
中
世
に
お
い
て
も
、
と
く
に
鎌
倉
期
の
武
士
の
イ
エ
は
西
欧
中

世
貴
族
の
イ
エ
に
近
い
性
格
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
皇
帝
に
対
す
る
反
乱
・
抵
抗
を
く
り
か
え
し
た
十
一
世
紀
ビ
ザ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ン
ッ
の
属
州
貴
族
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
ビ
ザ
ン
ツ
貴
族
は
十
世
紀
頃
か
ら
名
字
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
ま
た
十
世
紀
半
ば
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

法
書
に
は
「
各
人
に
と
っ
て
自
己
の
イ
エ
は
城
で
あ
る
」
と
、
西
欧
中
世
の
法
格
言
を
思
わ
せ
る
注
釈
が
現
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
ビ
ザ

ン
ツ
に
も
岡
様
の
イ
エ
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
ビ
ザ
ン
ツ
の
イ
エ
は
ど
の
よ
う
な
特
色
を
も
っ

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
本
稿
で
は
、
イ
エ
の
構
造
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
十
一
世
紀
ビ
ザ
ン
ツ
の
社
会
と
国
家
を
再
検
討
す
る

　
　
　
　
　
⑭

こ
と
に
し
た
い
。

＊
本
稿
で
は
紙
数
の
都
合
上
、
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ソ
』
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
に
つ
い

て
の
検
討
は
省
略
し
、
注
も
最
小
限
に
と
ど
め
た
。
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
第
三

口早

ﾌ
訳
注
は
別
途
に
発
表
す
る
予
定
（
拙
稿
「
ビ
ザ
ン
ツ
に
お
け
る
『
家
政
学
』

1
唄
、
ス
添
う
テ
ギ
コ
ソ
』
第
三
章
一
」
、
『
入
文
研
究
』
、
三
十
八
巻
、
一
九
八

穴
年
刊
行
予
定
）
で
あ
り
、
詳
し
く
は
同
論
文
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。

①
国
㌔
Q
切
o
o
ぎ
b
蕊
四
壁
§
馬
§
萄
ぎ
智
播
ミ
§
§
ミ
℃
竃
二
目
7
g
し
零
。
。
．
置
㊦
巳
二

　
菊
＄
勺
昌
罠
8
刃
。
同
塁
奉
㌧
切
帥
罵
。
蕃
ぎ
≧
（
a
。
邑
。
（
鐸
≦
露
臼
｝
。
。
一
苺
8
コ
㌧

　
9
貯
§
偽
答
ミ
導
ミ
3
寒
舞
－
ミ
舞
ミ
翁
玄
馬
、
一
〇
ざ
．
H
・
I
G
・
ペ
ッ
ク
、
渡
辺
金

　
一
訳
「
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
国
詞
」
、
『
南
欧
文
化
』
五
、
一
九
七
九
年
、
八
二
…
九
九

頁
な
ど
。
渡
辺
金
一
『
ロ
ソ
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
千
年
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
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五
年
も
ペ
ッ
ク
の
見
解
に
立
っ
て
い
る
。

②
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
ρ
○
ω
ぎ
σ
・
。
『
。
・
5
・
、
O
§
》
§
駐
昏
恥
守
結
§
騨

　
“
譜
暮
§
9
§
誉
3
男
山
9
窪
㌔
ド
O
①
ω
●
が
あ
る
。
拙
著
『
ビ
ザ
ン
ツ
帝
目
隠
、

　
岩
波
譜
店
、
一
九
八
二
年
、
第
三
章
参
照
。

③
渡
辺
『
千
年
』
、
一
七
七
－
八
三
頁
。

④
寓
憲
影
鉱
雰
。
揮
。
。
。
”
9
篭
嚇
N
。
讐
愚
ミ
3
。
α
こ
同
■
切
。
話
巳
ユ
鮪
勺
霞
β
お
h
。
。
。
㌧

　
〈
9
．
H
押
℃
℃
●
㊤
G
。
あ
・

⑤
　
H
o
き
器
。
自
ω
3
覧
津
N
o
ω
㌧
魯
｝
曽
§
鴇
恥
ミ
無
ミ
馬
ミ
§
3
0
α
二
縞
入
藁
筥
㌧
O
o
弓
窃

　
司
。
馨
貯
長
齢
溢
ぎ
二
日
中
着
p
富
鉱
墨
ρ
＜
’
じ
ご
①
ニ
ヨ
㌔
一
㊤
謎
、
℃
．
お
メ

⑥
H
8
弓
①
ω
ω
9
覧
詳
N
。
ρ
a
■
、
H
・
切
O
巨
【
o
ざ
く
。
ド
芦
切
。
言
㌧
ド
。
。
ω
ρ
℃
●
①
鳶
．

　
金
貨
は
、
℃
．
Ω
二
〇
話
。
コ
㌧
♂
箋
ミ
§
馬
G
o
討
勲
い
。
邑
9
ご
ぢ
。
。
紳
勺
一
瓢
。
α
b
。
い
戸

　
り
一
ρ

⑦
嵩
三
舅
巴
℃
器
＝
o
。
。
㌧
愚
・
鼠
妹
こ
く
。
ド
拝
や
峯

⑧
H
o
㊤
§
⑦
ω
ω
。
H
壱
弾
器
。
。
、
O
鳴
＝
し
d
、
℃
．
お
把

⑨
　
さ
し
あ
た
り
、
男
■
戸
』
竃
島
讐
詳
、
馬
切
び
ヨ
出
調
【
〈
O
碁
望
お
郭
畠
門
O
や
《
O
↓
℃
貧
㊦
－

　
遷
H
8
蕾
y
号
8
掻
き
竃
り
、
”
、
b
δ
蕊
§
ミ
h
ミ
昏
ミ
ミ
9
愚
§
悔
三
〇
〇
同
6
P
一
霧
b
。
㌧
o
ぢ
●

　
b
。
。
。
①
1
鉾
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
を
参
照
。

⑩
　
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
ン
β
〉
＝
σ
q
o
一
9
a
こ
§
恥
ξ
恥
§
嵩
還
這
憶
馬
無
暑
義
ミ

　
錠
貯
ミ
霞
O
§
鳳
ミ
鳶
勲
O
嫁
。
冠
9
一
〇
。
。
↑
概
観
的
に
は
、
〉
●
℃
。
囚
霧
冠
自
、

　
9
§
茜
ミ
養
♂
樋
§
職
謹
O
ミ
蝋
塙
ミ
ミ
門
屋
ぎ
韓
き
§
ミ
§
ミ
楠
さ
馬
ミ
鳶
9
ミ
ミ
馬
3

　
切
。
碁
巴
。
冤
八
日
い
。
ω
≧
副
σ
q
o
ざ
。
。
、
ち
Q
。
窃
、
℃
や
ま
1
認
。

⑧
　
世
良
晃
志
郎
『
封
建
側
社
会
の
法
的
構
造
』
、
創
文
社
、
一
九
七
七
年
、
第
一
一
章
、

　
第
一
節
。
石
井
進
『
中
世
武
士
団
』
、
小
学
館
、
一
九
七
四
年
。
近
年
の
イ
ェ
研
究

　
と
し
て
は
、
塞
憲
算
霞
窪
。
さ
孚
§
“
一
語
§
ミ
蛍
“
忌
ミ
§
§
砺
。
甑
窺
S
§
§
㌧

　
建
誤
§
蕊
偽
§
§
9
ミ
馬
画
§
¢
ミ
§
爲
蕊
ミ
ミ
、
§
9
鶏
N
富
ミ
ミ
W
§
㌧
≦
凶
。
P

　
お
。
。
9
U
．
嫡
①
集
げ
ざ
§
ミ
き
竃
馬
き
曲
§
ぎ
ミ
」
O
勲
ヨ
三
絶
α
q
①
’
寓
霧
・
。
‘
一
㊤
。
。
伊

　
や
『
中
世
史
講
座
4
、
中
世
の
法
と
権
力
』
、
学
生
社
、
一
九
八
五
年
、
第
五
章

　
「
座
談
会
／
中
世
に
お
け
る
イ
エ
」
な
ど
が
あ
る
。

⑫
〉
謡
」
（
e
葦
葺
、
．
O
q
ぞ
嗣
§
。
【
（
窟
↓
器
婁
一
二
じ
ロ
哨
§
国
↓
＝
ぎ
3
り
。
。
q
墓
。
諺
”

　
〈
一
昌
－
区
H
固
器
．
、
、
㌧
c
。
曾
、
ミ
ミ
℃
亀
。
ミ
勲
轟
§
ミ
§
寒
ミ
g
§
§
h
§
、
ミ
3
一
ど

　
一
8
Q
。
、
o
壱
●
ミ
ふ
ω
．

⑬
H
●
N
碧
。
ω
㌧
勺
．
N
・
℃
。
ω
、
智
。
・
O
義
魯
。
－
沁
§
§
§
§
”
。
。
＜
0
5
＞
夢
g
ω
、
H
㊤
ω
押

　
ぐ
。
　
ρ
噂
・
器
Q
。
・

⑭
筆
者
の
こ
の
よ
う
な
問
題
の
立
て
方
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ビ
ザ
ン
ツ
社
会
史

　
を
め
ぐ
っ
て
」
、
『
歴
史
科
学
』
九
九
・
一
〇
〇
号
、
一
九
八
五
年
、
三
密
ー
四
七

　
頁
参
照
。
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ニ
　
ケ
カ
ゥ
メ
ノ
ス
と
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』

　
ギ
リ
シ
ア
語
の
オ
イ
コ
ス
馬
さ
の
は
、
ビ
ザ
ン
ツ
期
に
お
い
て
も
建
物
と
し
て
の
家
を
指
す
だ
け
で
は
な
く
、
げ
。
ロ
ω
9
0
δ
と
い
う
意
味
も
も

っ
て
い
た
。
本
稿
で
は
イ
エ
と
訳
出
し
て
お
き
た
い
。
ビ
ザ
ン
ツ
に
お
け
る
イ
エ
に
つ
い
て
は
最
近
よ
う
や
く
関
心
が
も
た
れ
る
よ
う
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
ば
か
り
で
あ
り
、
詳
し
い
研
究
は
ま
だ
な
い
。
比
較
的
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
の
は
、
皇
帝
領
の
マ
ン
ガ
ナ
の
オ
イ
コ
ス
（
イ
エ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
ろ
う
。

マ
ン
ガ
ナ
の
イ
エ
と
は
、
都
の
マ
ソ
ガ
ナ
地
区
の
宮
殿
・
修
道
院
・
教
会
（
十
一
世
紀
に
は
法
科
大
学
等
も
加
わ
る
）
と
、
そ
れ
を
維
持
・
運
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下
し
て
ゆ
く
た
め
の
収
入
源
と
し
て
の
付
属
所
領
、
お
よ
び
マ
ン
ガ
ナ
管
理
長
官
以
下
の
管
理
部
局
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
マ
ン
ガ
ナ
の
イ
エ

は
バ
シ
レ
イ
ォ
ス
一
世
（
在
位
八
六
七
－
八
六
）
に
さ
か
の
ぼ
る
歴
史
を
も
つ
が
、
十
一
世
紀
に
は
類
似
の
イ
エ
（
多
く
は
慈
善
施
設
・
貯
適
の
。
ぎ
の
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
み
ら
れ
、
諸
オ
イ
コ
ス
を
統
轄
す
る
財
務
長
官
も
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
私
人
の
イ
エ
に
つ
い
て
は
皇
帝
領
の
イ
エ
ほ
ど
よ
く
わ
か
っ

て
い
な
い
が
、
た
と
え
ば
歴
史
家
と
し
て
も
有
名
な
ミ
カ
エ
ル
・
ア
タ
レ
イ
ア
テ
ー
ス
は
、
一
〇
七
七
年
に
修
道
院
を
設
立
し
、
自
己
の
財
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
寄
進
し
た
時
に
、
修
道
院
と
そ
の
所
領
・
財
産
を
イ
エ
と
呼
ん
だ
。
こ
の
種
の
イ
エ
も
皇
帝
領
の
イ
エ
と
ほ
ぼ
同
じ
性
格
を
も
つ
と
思
わ
れ

る
。
事
実
、
皇
帝
の
イ
エ
が
臣
下
に
下
賜
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
修
道
院
と
い
う
特
別
の
装
い
を
帯
び
た
イ
エ
を
除
く
と
、
私
人
の
イ
エ
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
一
〇
七
〇
年
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
と
い
う
作
品
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
現
わ
れ
る
イ
エ
に
つ
い
て
分
析

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ビ
ザ
ソ
ツ
に
お
け
る
イ
エ
の
一
例
を
示
し
た
い
。

　
分
析
に
入
る
前
に
著
者
と
作
品
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
（
焼
か
れ
た
人
）
と
い
う
名
字
を
も
つ
人
々
が
十
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

世
紀
の
年
代
記
・
印
章
に
姿
を
み
せ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
っ
と
も
有
名
な
人
物
は
、
上
記
の
カ
余
丁
ロ
ー
ン
・
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

彼
を
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ソ
』
の
著
者
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
批
判
も
多
い
。
著
者
自
身
に
つ
い
て
は
作
品
か
ら
わ
か
る
の
み
で
あ
っ
て
、
カ
タ

カ
ロ
ー
ン
ら
他
の
史
料
に
現
わ
れ
る
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
姓
の
人
々
と
の
つ
な
が
り
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
も
作
品
中
で
の
一
族
に
つ
い
て
の

言
及
に
は
矛
盾
も
あ
っ
て
、
著
老
の
家
系
を
完
全
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
に
現
わ
れ
る
一
族
の
人
物
は
表
1

の
よ
う
で
あ
る
。

　
作
品
に
言
及
さ
れ
て
い
る
一
族
の
大
部
分
は
軍
事
官
職
経
験
者
で
あ
り
、
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
る
物
語
も
大
半
は
戦
争
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
有
名
な
将
軍
カ
タ
カ
ロ
ー
ン
・
ケ
カ
ゥ
メ
ノ
ス
が
一
族
の
者
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
著
者
の
家
系
は
軍
事
と
関
係
が
深

い
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
都
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
関
す
る
記
述
は
非
常
に
少
な
く
、
一
族
は
属
州
に
基
盤
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
研
究
者
の
多
く
は
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
を
「
属
州
軍
事
貴
族
」
に
属
す
る
も
の
と
み
、
そ
の
著
作
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
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表1　『ストラテギコソ』に現われる著者の一族

N・・1続柄1姓 名 経　　歴　　そ　　の　　他 1史料
1

2

3

祖父

祖父

父

　1

41母方の祖父
　1

不詳

ケカウメノス

（ヶカウメノス）

デメトリオス・
ポレマノレキオス

970年頃アルメニアのトパルケース。帝国のテマ
長官（ストラテーゴス）から城を奪う。

バシレイオス2数蒔代（976－1025）初期，ラリッ
サのストラテーゴス。1とpa“一一‘人物であろう。

1・＝2の息子。コンスタンティノープルで10と会っ
たことあり，工067年なお存命。

ブルガリアの貴族。1000年頃要塞都市セルベイア
を帝国から奪う。ブルガリア併合（1018）後ビザ
ンツに降り，バトリキオス位。

168－170

250－252

194－196

174－176

・i母 陣 1・嚥ポ・・ルキ・・の騰後（・）・と撫1

者著6 ケカウメノス

1041年ブルガリア遠征に参加。1042年コンスタン
ティノープル滞在。その後ラリッサのストラテー
ゴスとなったらしい。少なくとも3人の息子と1
人の娘がいた。

282，

288

妻7 騰 1不詳

8 祖父

gi従兄弟P

、。1父。従聯

ニクリッァース

ニクリツァース・
デルフィナース

ヨハネス・マイ
オス

980年頃までヘラスのドゥークス，　ドメスティコ
ス（いずれも軍菓長官）。980年以降ヘラスのワラ
キァ人の長宮。ヴェステース位。一・lkがラリッサ
にいた。第3の祖父として問題の多い人物。

8の孫（～），プロートスパタリオス位。1066年ブ
ルガリア人ワラキア入の反乱に加担したとの嫌疑
で捕えられる。ミカエルフ世時代（1071－78）に
は首都で文官職についた。

ストラテーゴス，プロートスパタリオス位。徴税
請負に失敗，投獄される。

250－252，

280－282

252－268

194－196

コ
ン
』
（
軍
事
書
・
戦
術
書
）
を
一
州
軍
事
貴
族
の
行
動
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

心
情
を
伝
え
る
貴
重
な
史
料
と
み
な
し
て
き
た
。
筆
者

も
著
者
と
作
品
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
右
の
通
説
を
支

持
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
問
題
と
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
イ
エ
と
い
う
観
点
か
ら
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』

を
再
検
討
し
た
い
と
思
う
。

　
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
の
構
成
は
次
の
よ
う
で
あ
る

（
章
分
け
、
表
題
は
原
テ
キ
ス
ト
に
は
な
い
）
。

　
　
第
一
章
　
文
宮
官
僚
へ
の
助
言
…
…
…
二
四
〇
行

　
　
第
二
章
　
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
（
将
軍
へ
の
助
言
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
：
…
・
…
八
五
六
行

　
　
第
三
章
　
家
政
論
：
…
…
…
…
…
…
・
…
八
九
九
行

　
　
第
四
章
　
反
乱
の
際
の
行
動
…
…
：
・
…
三
八
六
行

　
　
第
五
章
　
皇
帝
へ
の
助
言
…
…
…
…
…
一
二
六
六
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
第
六
章
　
ト
パ
ル
ケ
ー
ス
（
半
独
立
地
方
支
配
者
）

　
　
　
　
　
へ
の
助
言
…
…
：
…
…
・
：
…
…
よ
二
五
行

第
五
章
を
除
い
て
、
子
供
た
ち
に
助
言
と
忠
告
を
与
え

る
と
い
う
形
で
叙
述
は
進
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
章
は

「
も
し
汝
が
皇
帝
に
仕
え
る
な
ら
ば
…
…
」
、
第
二
章
は
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十一世紀ビザンツにおけるイエ・地域社会・皇帝（井上）

表2　『ストラテギコソ』第3章「家政論」

Jiif　lw．Ji
内 容

35

36

37

38

39

8
Q
）
（
U
1
2

8
8
9
9
Q
》
3
4

9
Q
）

F
O
6

9
Q
り
97

98

99

100

10工

le2

注意深くイエの経営を行なうべきこと（農耕・家畜…）。

従者に注意すること，監督を怠った場合の災難。

同上，借金で苦労することになる。

ついには先祖伝来の財産さえも失うことになる。

従春に注意すること（くりかえし）。

神に祈れ。

慈善を行なえ。

徴税の仕事には携わるな（ヨハネス・マイナスの悲劇）。

同上，徴税がうまくいってもいかなくても興しい立場に立つ。

地方長官との付き合い。

地方長官の不正に対する民衆の訴えについて。

民衆におだてられて長宮に抗議することは危険である。

地域のために活動せよ。税の割り当て作業について。

友入を家に泊めるな。

妻，娘をしっかり監督すること。あるストラテーゴスの例。

・・11・31人曖・．しか・他入・秘密を漏らすな．

41

42

43

104

105

106

107

108

109

110

好奇心の強い者，邪悪な心の持主を家に入れるな。

悪人を友とするな。

敵を信用するな。以前の敵はけっして新しい友とはならない。

恩人のことを忘れるな。

魂をよきことへ向けよ。

未熟者と行動をともにするな。

諸注意（泥棒，旅行，食物，子供の教育）。

・・1…1鰍・神の恵みであ・・しか・轍・あ・・もイエ・気襯糺

・・　1・・21子供につい・議し・・女性・注意・・．

46　1・・3i多く読み，多く獣特・聖書・研究を・‘］・

47

48

114

115

116

116

117

他人には情をかけよ。ただし金を貸すのには注意が必要である。

悪質な借り手に注意せよ。言葉巧みに借りて返さない連中。

他人に対する施しについて。

家の向き。家密，召使い，自由な従者。修道士との付き合い。

酒に関する注意。争いごと，裁判を避けよ。

・gi・・8降勺・す・な課証人・な・な・身・破滅・もとであ・・

・・1・・gl儲をも・・と・鞍｛蜷・・つ…

・・1・2・1肝・婿・兄弟鰍・す・な・

51い2・ト族・恥となるよう襯・つい・・
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52 121

122

イエに必要なもの（畑・ぶどう園）をまずそろえよ。

イエに必要なものが整ってから家を建てよ。貨幣・文書の偽造について。

・・　1・231鞠者・な・搬・丁丁回者・嚇蓄財・走・な）・

・・　1・2・1繕を忘れ・な．現在・幽・をでぎ・限り謝よ．

551・251酵にかか・な・糠法・治融

56 125

126

127

ユ28

129

130

131

息子・娘をしかる方法。

二二にもおごるな。おごり高ぶる者は神を敵とする。

兵士であるなら勇敢に戦え。酒場で争うな。秘密を漏らすな。

立派な行為で両親・祖先を輝かせよ。女性に注意せよ。

欲望や快楽に身を任せず，賞賛や記憶に値することをなせ。過去を学べ。

誓約はするな。

信頼できる友人をもつことの大切さ。ただし人間の性質は変りやすい。

IS71・32摩失う・と・翻，再婚・翻

58 133

134

135

136

137

イエで私的生活を送りっつ地域において権力を行使する場合について。

同上，裁判の仕方について。寛大な裁き。

すべての罪を罰してはいけない。

正義を尊重せよ。ただし正義をふりかざしてはならない。

罠衆を巻ぎ込んでの陰謀を企らまれた場合。

・・　1・38陣で・なく，理性・神の中・汝・力があるよう・・

60 139

140

贈物によって権力・日脚を買うな。

すべての権力は神に由来する。徴税人になるな。

1・・i・4・擁・予兆を信・・な．

鷹
1

・42　1燗・傭い・かは必鉄われ・・失われたも・を歎くな・

・42瞬をよく読め・

46

65

143

144

144

145

イェの中の人々が汝を恐れるようにせよ。危険な交遊は避けよ。

言葉に注意せよ。嘘をつくな。

良き従者・友人を失ったら，それに代るものはない。

女性の危険さ，悪い友の危険さ，他人と同居することのつらさ。

｝66｝・461幽晦す・な・

1　67 147

148

試練について。

眠りについて。

68i・48　i母を愛せ。子供を愛せ・

69　1　ISSレ・潴と付き合うな・

圃・・6レ鰍駿のとぎ財産・・鰭す・な論を落す・と・なる・

｝・・116・ki6につ…遊び・客・ま追腿・・

∬H＝∫IHTaBpHH，　COBetnbt，版テキストの章番号。

W．J．＝B．　Wassi玉iewsky，　V・∫ernstedt，　Ceca’tC71te7ti・版テキストの章番号。
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十一世紀ビザンツにおけるイエ・地域社会・皇帝（井上）

「
も
し
汝
が
ス
ト
ラ
テ
ー
ゴ
ス
（
将
軍
・
テ
マ
長
官
）
で
、
軍
隊
を
任
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
…
…
」
と
い
う
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
「
家
訓
」

「
庭
訓
」
と
い
っ
た
性
格
を
も
つ
著
作
と
い
え
よ
う
。
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
と
い
う
表
題
も
、
内
容
を
正

確
に
反
映
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
「
も
し
汝
が
イ
エ
で
私
的
生
活
を
送
っ
て
お
り
、
官
職
に
つ
か
な
い
な
ら

ば
」
で
始
ま
る
第
三
章
は
、
「
家
政
論
」
と
い
う
章
名
を
与
え
て
お
い
た
よ
う
に
、
十
一
世
紀
ビ
ザ
ン
ツ
の
イ
エ
に
関
す
る
興
味
深
い
記
事
を
含

ん
で
い
る
。
そ
の
内
容
全
体
を
紹
介
す
る
こ
と
は
紙
幅
の
都
合
上
不
可
能
だ
が
、
表
2
に
よ
っ
て
大
体
の
傾
向
は
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
以
下
、

次
章
で
は
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
と
く
に
そ
の
第
三
章
に
み
え
る
イ
エ
の
構
造
・
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
㍉
続
く
章
に
お
い
て
イ
エ
と
そ
の
外

部
世
界
（
地
域
社
会
、
国
家
・
皇
帝
）
と
の
関
係
を
み
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、
十
一
世
紀
ビ
ザ
ン
ツ
の
社
会
、
政
治
体
制
、
皇
帝
理
念
な
ど

を
、
イ
エ
の
軸
と
し
て
再
検
討
し
ょ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。

①
　
近
年
に
な
っ
て
、
　
幣
竃
p
α
q
盆
一
ぎ
P
．
．
穿
。
切
妻
雪
菖
器
〉
戦
一
。
。
8
。
話
け
一
。

　
。
～
攣
り
、
ド
駕
’
》
5
σ
q
9
鼻
」
田
無
8
ミ
受
”
℃
唱
．
り
b
。
占
ド
一
．
が
現
わ
れ
た
が
、
建
物
と

　
し
て
の
家
を
主
に
扱
っ
て
い
る
。

②
勺
◎
じ
。
菖
①
二
ρ
9
誌
韓
土
ミ
馬
騎
軌
ミ
鳶
諮
。
無
ミ
馬
ξ
魯
ミ
ぎ
勺
霞
一
ω
し
り
ミ
㌔

　
℃
℃
．
b
。
認
1
◎
。
も
。
9

③
峯
○
芽
。
き
彗
凶
9
ω
＼
、
U
．
価
く
。
冨
⇔
o
切
（
一
二
、
o
お
嘗
置
ρ
餓
8
9
昏
出
馬
。
・
窪
帥
鼠
〈
0

　
9
同
．
①
ヨ
覧
お
ξ
N
雪
鉱
湿
雪
×
H
。
ω
湿
9
。
（
一
〇
ト
ニ
q
ー
ド
目
一
Q
Q
）
”
、
「
肩
ミ
q
§
ミ
ミ

　
き
ミ
ミ
悉
ひ
9
一
竃
9
℃
や
一
ω
◎
。
ム
O
．

④
や
O
磐
自
①
び
、
．
い
騨
島
馨
曇
霞
9
蜜
巨
μ
働
〉
け
霞
＝
舞
①
、
、
噌
さ
e
§
§
砺

壁
§
肋
身
・
睾
彗
。
。
・
M
ω
り
噌
這
。
。
。
。
M
翠
α
ム
轟
曰
い
§
豊
⑦
”
9
蕊
野
§
勲

　
電
●
①
？
二
N
・

⑤
テ
キ
ス
ト
は
、
塑
≦
三
二
。
芝
。
。
旨
ざ
く
■
旨
。
導
。
。
な
舞
℃
O
象
§
ミ
§
賦
曽
義
鷺
鮪

　
詩
§
ミ
§
聴
ミ
恥
ミ
愚
馬
ミ
跳
§
§
ミ
恥
§
触
帯
導
馬
へ
、
量
℃
。
什
興
ω
げ
霞
σ
q
㍉
。
。
8
．

　
同
テ
キ
ス
ト
に
基
く
訳
と
し
て
、
　
国
㌔
O
。
し
q
Φ
o
ぎ
§
§
§
§
い
ミ
§
二
巴
聴
§
願
“
㌣

　
邑
恥
S
§
」
誉
鳳
簿
ミ
ミ
“
℃
Ω
δ
撃
≦
冨
㌣
丙
α
宣
ち
①
心
．
注
釈
と
し
て
、
賢
い
？

　
ヨ
巴
ρ
、
ミ
蒔
。
ミ
価
ミ
防
勘
画
ミ
偽
ミ
ミ
§
ミ
ミ
餐
恥
ミ
§
ミ
｝
§
ミ
価
§
い

　
・
、
G
§
§
勘
ミ
空
堀
馬
騎
、
”
§
ミ
奇
§
§
§
0
漏
し
d
毎
×
⑦
一
ざ
ρ
一
㊤
①
P
が
あ
る
。
新

　
た
な
テ
キ
ス
ト
・
訳
注
と
し
て
、
戸
戸
碁
↓
最
）
葺
O
。
聴
、
、
ミ
飛
、
§
ミ
亀
窯

　
肉
異
§
ヒ
塁
3
三
〇
象
切
3
創
り
蕊
．
が
あ
る
。
本
稿
で
は
り
タ
ヴ
リ
ソ
版
テ
キ
ス
ト

　
を
用
い
た
。

⑥
営
営
」
〈
三
宮
葺
ム
、
覧
§
試
鴨
脚
昏
ミ
ミ
§
鴨
。
。
o
§
＆
§
ミ
§
、
聴
・
。
。
、
ミ
§
養
§
㎏
§
，

　
ミ
§
ミ
ミ
§
ミ
§
ミ
Q
さ
き
N
馳
恥
‘
智
①
霞
ご
6
誤
、
自
℃
．
N
。
。
山
ω
■

⑦
ρ
じ
け
口
。
箆
⑦
さ
．
、
〉
ロ
夢
。
話
寓
℃
9
昏
①
ω
＃
暮
①
σ
q
貯
。
コ
。
囲
O
⑦
。
妻
琴
①
昆
・
・
、
、
b

　
曾
塞
ミ
馬
芭
担
ぎ
N
ミ
鴇
遵
慢
ミ
b
ω
9
6
ω
9
電
．
刈
凸
①
．
や
鍔
－
Ω
■
切
①
。
ぎ

　
§
§
ミ
S
§
3
ψ
這
占
8
が
カ
タ
カ
ロ
ー
ン
・
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
説
を
と
る
が
、

　
少
数
派
で
あ
る
。
。
h
戸
門
．
』
罵
窃
℃
葺
6
＆
偽
ミ
ミ
ヤ
。
ぢ
●
α
O
．
リ
タ
ヴ
リ
ソ
は
、

　
H
’
加
筆
9
饗
慧
。
讐
δ
ω
＼
、
N
母
同
話
σ
q
①
α
霞
〉
暮
。
誘
。
7
四
葎
拶
ヨ
ω
¢
9
¢
α
q
穿
8

　
ユ
管
内
①
犀
四
厳
ゴ
①
コ
O
ω
．
、
慧
切
N
”
窃
倉
お
①
鮮
℃
℃
’
b
o
α
『
占
㎝
・
も
カ
タ
カ
ロ
ー
ソ
説
を

　
と
る
と
し
て
い
る
が
、
誤
解
。

⑧
A
・
n
・
カ
ジ
ュ
ダ
ン
は
、
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
家
を
軍
事
貴
族
か
ら
文
官
貴
族
に
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転
向
し
た
家
柄
と
考
え
、
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
に
皇
帝
へ
の
忠
誠
、
同
輩
へ
の
警

戒
と
い
う
文
官
貴
族
の
マ
ソ
タ
リ
テ
を
読
み
と
る
独
自
の
見
解
を
蹟
し
て
い
る
。

ラ
門
曾
』
一
点
器
や
＝
｝
ご
O
o
亀
ミ
ミ
’
へ
の
彼
の
書
評
し
◎
、
誌
Q
ミ
ミ
“
き
ミ
ミ
曾
象
§
ミ
h
h
き

。。

ﾏ
一
り
謡
㌧
窪
P
嵐
・
榊
占
メ
を
み
よ
。
な
お
同
誌
に
お
け
る
リ
タ
ヴ
リ
ン
の
反
論

も
参
照
。
N
ミ
3
。
↓
で
．
一
零
露
メ

⑨
ト
パ
ル
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
∵
O
・
Ω
δ
巻
。
倉
、
．
門
。
℃
p
お
β
①
9
8
℃
o
践
－

　
3
畠
ω
9
智
識
⇒
ユ
霞
二
。
ω
隷
。
一
①
．
、
M
沁
肉
画
爲
”
漏
り
Q
。
距
℃
℃
．
b
。
ド
摯
卜
。
高
■
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蕊
　
ケ
カ
ヴ
メ
ノ
ス
の
イ
エ

　
第
三
章
は
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
る
。

　
　
「
も
し
汝
が
イ
エ
に
お
い
て
私
的
生
活
を
送
り
、
官
職
に
つ
か
な
い
な
ら
ぼ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
汝
の
イ
エ
が
う
ま
く
維
持
さ
れ
て
い
く
よ

　
　
う
な
イ
エ
の
仕
事
を
せ
よ
。
そ
れ
ら
に
配
慮
を
怠
る
な
。
な
ぜ
な
ら
汝
に
と
っ
て
土
地
を
経
営
す
る
こ
と
以
上
の
生
活
の
手
段
は
他
に
な

　
　
い
の
だ
か
ら
。
水
車
、
仕
事
場
、
果
樹
園
、
そ
し
て
そ
の
他
に
毎
年
の
収
入
を
、
小
作
料
と
し
て
ま
た
収
穫
物
と
し
て
、
汝
に
も
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
す
よ
う
な
も
の
を
み
ず
か
ら
の
手
で
自
営
せ
よ
。
…
…
」

以
下
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
「
私
的
生
活
」
の
方
法
に
つ
い
て
子
供
た
ち
に
説
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
「
私
的
生
活
」
の
核
に
な
る
の
が
イ
エ
で
あ

っ
た
。
彼
は
、
官
職
に
つ
か
ず
と
も
イ
エ
の
経
営
を
正
し
く
行
な
っ
て
お
れ
ば
生
活
は
成
り
立
つ
、
む
し
ろ
そ
の
方
が
望
ま
し
い
と
さ
え
考
え

て
い
る
。
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
第
三
章
は
そ
の
よ
う
な
生
活
、
イ
エ
の
経
営
に
際
し
て
の
留
意
点
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
古
代
ギ
リ
シ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
イ
コ
ノ
ミ
カ

の
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
、
偽
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
近
代
初
頭
に
至
る
「
家
政
学
」
の
系
譜
に
属
す
る
著
作
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
で
は
ケ
カ

ゥ
メ
ノ
ス
の
イ
エ
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
イ
エ
の
中
心
に
は
建
物
と
し
て
の
家
が
あ
り
、
家
族
が
い
た
。
建
物
の
大
き
さ
・
構
造
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
家
族
は
核
家
族
で
あ
っ

③た
。
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
に
あ
っ
て
は
家
系
へ
の
関
心
は
低
く
、
記
述
も
祖
父
ま
で
で
、
そ
れ
以
前
の
世
代
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
少
し
の
ち
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

世
代
の
ビ
ザ
ン
ツ
人
の
よ
う
に
、
偽
っ
て
で
も
自
己
の
家
柄
の
古
さ
、
高
貴
さ
を
誇
る
と
い
っ
た
マ
ン
タ
リ
テ
は
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
に
は
み
ら
れ

な
い
。
系
譜
性
と
い
う
指
標
か
ら
み
た
場
合
、
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
の
イ
エ
は
未
熟
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
家
が
成
り
上
り
で
あ
っ
た
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⑤

こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
名
字
一
般
が
、
十
世
紀
頃
に
出
現
す
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
永
続
的
な
イ
エ
そ
の
も
の
が
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

や
く
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
イ
エ
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
述
べ
た
節
に
は
、

　
　
「
ま
ず
第
一
に
、
汝
の
イ
エ
の
必
要
物
に
気
を
配
れ
、
そ
し
て
そ
の
あ
と
で
余
分
な
も
の
に
。
…
…
貧
し
い
う
ち
は
（
家
を
）
建
て
る
こ

　
　
と
に
着
手
す
る
な
。
…
…
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
ぶ
ど
う
を
植
え
、
土
地
を
耕
や
せ
。
そ
れ
ら
は
汝
に
収
穫
を
も
た
ら
し
、
心
配
な
く
養
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
す
べ
て
に
余
裕
が
生
れ
た
な
ら
（
家
を
）
建
て
始
め
よ
。
」

と
あ
っ
て
、
土
地
経
営
こ
そ
が
イ
エ
の
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
耕
地
・
果
樹
園
・
水
車
・
仕
事
場
に
気
を
配
り
、
家
畜
（
牛
・
豚
・
羊
な
ど
）

を
育
て
て
、
穀
物
・
ぶ
ど
う
酒
・
肉
な
ど
生
活
に
必
要
な
も
の
を
自
給
す
る
よ
う
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
勧
め
て
い
る
。
で
は
土
地
は
ど
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

耕
作
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
「
も
し
汝
が
私
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
額
に
汗
し
て
土
地
を
耕
せ
」
と
述
べ
て
は
い
る
も

の
の
、
農
業
の
実
際
に
つ
い
て
の
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
の
イ
エ
に
は
家
族
の
他
に
相
当
数
の
従
属
民
が
含
ま
れ
て
い

た
。
第
三
章
に
は
彼
ら
を
指
す
用
語
が
何
種
類
も
み
ら
れ
る
。
き
艶
。
り
（
奴
隷
）
、
。
～
隷
選
り
（
下
僕
）
、
駄
隷
①
鞘
N
8
罵
ミ
q
§
（
汝
に
従
属
す
る

人
々
）
、
無
替
書
e
謹
“
q
§
（
汝
の
従
者
）
、
軌
㍉
鼠
り
q
§
（
汝
の
民
）
な
ど
で
あ
る
。
動
8
き
沙
駄
諏
選
り
は
語
義
的
に
も
家
長
へ
の
隷
属
性
の

強
い
奴
隷
的
存
在
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
尋
零
零
。
曾
認
り
や
二
身
e
越
へ
に
は
「
自
由
な
」
と
形
容
さ
れ
る
人
々
と
「
奴
隷
の
」
と
形
容
さ

れ
る
人
々
の
区
別
が
あ
っ
た
。

　
　
「
高
価
な
真
珠
、
あ
る
い
は
輝
く
、
価
値
あ
る
宝
石
を
失
っ
た
者
は
、
も
っ
と
立
派
な
も
の
を
見
つ
け
て
買
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
奴
隷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
の
従
者
、
自
由
人
の
（
従
者
）
、
あ
る
い
は
信
頼
で
き
る
立
派
な
友
人
を
失
っ
た
者
は
、
（
代
わ
り
を
）
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

奴
隷
と
奴
隷
的
従
者
の
少
な
く
と
も
一
部
は
、
イ
エ
の
内
部
で
扶
養
さ
れ
て
い
た
。

　
　
「
も
し
汝
が
不
注
意
な
ら
ば
そ
の
時
に
は
、
汝
に
従
属
す
る
者
た
ち
が
汝
の
収
穫
・
収
入
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
り
、
自
分
の
も
の
に
し
て

　
　
し
ま
っ
た
り
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
不
作
の
年
が
来
て
、
土
地
が
（
収
穫
を
）
生
ま
な
い
時
に
、
汝
は
汝
の
民
の
扶
養
の
た
め
の
穀
物
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⑩

　
　
や
そ
の
他
の
も
の
が
な
い
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
」

と
あ
る
。

　
ケ
カ
ゥ
メ
ノ
ス
の
土
地
を
耕
し
て
い
た
の
は
こ
の
よ
う
な
奴
隷
・
従
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
家
長
の
仕
事
は
何
よ
り
も
彼
ら
の
監
督
で
あ
っ
た
。

ケ
カ
ゥ
メ
ノ
ス
は
彼
ら
に
対
す
る
注
意
、
監
督
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
土
地
の
一
部
は
小
作
に
出
さ
れ
た
。
冒
頭
に
挙
げ
た
「
毎
年
の

収
入
を
、
小
作
料
と
し
て
ま
た
収
穫
物
と
し
て
、
汝
に
も
た
ら
す
も
の
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
隷
属
民
を
用
い
て
の
土
地
経
営
に
他
な
ら
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

つ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
領
主
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
イ
エ
に
は
「
自
由
な
」
従
者
た
ち
も
い
た
。
彼
ら
は
イ
エ
に
包
摂
さ
れ
つ
つ
も
、
相
対
的
に
独
自
の
生
活
・
経
営
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。　

　
「
汝
に
従
属
す
る
自
由
な
人
々
に
で
き
る
限
り
良
く
せ
よ
。
も
し
彼
ら
が
…
…
汝
の
も
と
を
立
ち
去
る
こ
と
を
望
む
な
ら
、
彼
ら
を
束
縛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
す
る
な
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
正
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
支
配
－
従
属
の
関
係
を
自
由
に
解
消
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
出
自
と
し
て
は
、
か
つ
て
の
奴
隷

的
従
者
で
、
解
放
さ
れ
て
イ
エ
へ
の
隷
属
性
が
弱
く
な
っ
た
者
も
考
え
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
以
前
の
「
自
由
農
民
」
で
、
こ
の
時
代
の
社
会
不

安
の
ゆ
え
に
、
保
護
を
求
め
て
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
の
イ
エ
の
も
と
に
入
っ
た
者
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
十
一
世
紀
に
は
、
内
乱
、
異

民
族
の
侵
入
、
国
家
に
よ
る
収
奪
の
強
化
と
い
っ
た
状
況
を
前
に
し
て
、
農
民
の
多
く
が
「
地
方
有
力
老
」
の
被
護
化
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
に
み
ら
れ
る
「
自
由
な
」
従
者
と
は
主
に
そ
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
次
章

で
み
る
よ
う
に
、
家
長
－
イ
エ
支
配
者
は
税
の
割
当
て
や
裁
判
に
お
い
て
、
一
定
の
影
響
力
を
地
域
社
会
に
お
い
て
も
っ
て
い
た
か
ら
、
農
民

た
ち
が
そ
の
下
に
集
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ケ
カ
ゥ
メ
ノ
ス
の
イ
エ
の
規
模
・
特
色
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
規
模
に
つ
い
て
は
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
自
体
か
ら
確
認
す
る
こ
と

は
難
し
い
。
特
別
の
所
領
管
理
入
は
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
さ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
そ
の

88　（554）
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直
営
地
経
営
は
安
定
性
に
欠
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
叙
述
の
端
々
に
、
経
営
の
失
敗
、
没
落
へ
の
不
安
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

あ
る
。
直
営
地
経
営
の
不
安
定
さ
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
史
料
で
あ
る
『
エ
ウ
ス
タ
テ
ィ
オ
ス
・
ボ
イ
ラ
ス
の
遺
言
状
』
の
伝
え
る
と

こ
ろ
が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
ボ
イ
ラ
ス
は
帝
国
の
東
部
国
境
地
域
に
移
住
し
、
土
地
購
入
・
開
墾
を
行
な
っ
て
、
十
一
の
村
・
所
領
を
所
有

す
る
に
至
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ま
も
な
く
彼
は
所
有
地
を
次
々
と
手
離
し
、
『
遺
言
状
』
作
成
時
（
一
〇
五
九
年
）
に
は
わ
ず
か
四
つ
の
村
・
所
領
し

か
残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
が
多
く
の
村
・
所
領
を
手
離
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
国
家
の
官
位
を
バ
ッ
ク
に
し
た
ア
ポ
カ
ペ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ー
ス
家
の
圧
力
が
し
ぼ
し
ぼ
指
摘
さ
れ
、
ビ
ザ
ン
ツ
世
界
に
お
い
て
官
位
の
も
つ
社
会
的
重
要
性
の
好
例
と
い
わ
れ
て
き
た
。
筆
者
は
、
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
、
ボ
イ
ラ
ス
の
直
営
地
経
営
そ
の
も
の
の
脆
弱
さ
に
も
注
目
し
た
い
。
『
遺
言
状
』
か
ら
推
定
す
る
と
、
ボ
イ
ラ
ス
は
数
度
に

わ
た
っ
て
計
五
十
人
置
に
も
の
ぼ
る
「
奴
隷
解
放
」
を
行
な
っ
て
い
る
。
奴
隷
は
土
地
・
金
品
を
与
え
ら
れ
、
結
婚
を
認
め
ら
れ
て
、
「
ロ
ー

マ
市
民
」
と
さ
れ
た
。
『
遺
言
状
』
は
解
放
の
動
機
と
し
て
、
息
子
の
死
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
他
に
、
奴
隷
・
従
者
を
用
い
て
の
直
営

地
経
営
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ヶ
カ
ゥ
メ
ノ
ス
が
心
配
し
て
い
た
問
題
、
従
者
た
ち
の

扶
養
と
監
督
の
難
し
さ
、
に
ボ
イ
ラ
ス
も
直
面
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
直
営
地
経
営
の
不
安
定
さ
の
原
因
は
イ
エ
の
構
造
そ
の
も
の
に
も
あ
っ
た
。
西
欧
中
世
の
貴
族
や
日
本
の
武
士
の
イ
エ
と
は
異
な
っ
て
、
ヶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

カ
ゥ
メ
ノ
ス
の
イ
エ
で
は
屋
敷
・
館
と
直
営
地
と
は
空
間
的
に
分
離
し
て
い
た
。
「
汝
の
住
む
町
」
と
い
う
表
現
に
も
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

家
長
と
家
族
は
城
壁
で
囲
ま
れ
た
都
市
内
に
住
ん
で
い
た
が
、
耕
地
は
主
に
市
外
に
あ
っ
た
。
所
領
を
指
す
プ
ロ
ア
ス
テ
ィ
オ
ン
還
鼠
q
鎚
§

と
い
う
語
は
、
尋
臥
（
～
の
前
に
）
＋
級
q
さ
（
町
）
が
語
源
で
、
「
町
の
前
に
あ
る
も
の
、
郊
外
」
の
意
で
あ
る
。
か
か
る
イ
エ
の
構
造
は
奴
隷
．

従
者
の
監
督
に
支
障
を
も
た
ら
し
が
ち
で
あ
っ
た
。
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
も
う
一
度
念
を
押
し
て
い
る
。

　
　
「
『
私
の
従
者
た
ち
は
忠
実
で
あ
る
、
私
は
彼
ら
に
疑
い
を
も
っ
て
い
な
い
』
な
ど
と
は
い
わ
な
い
こ
と
。
な
ぜ
な
ら
、
汝
の
目
の
届
く
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
り
は
彼
ら
は
忠
実
な
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
彼
ら
は
み
な
み
ず
か
ら
の
利
益
を
は
か
る
の
で
あ
る
か
ら
。
」

と
。
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⑱

　
ビ
ザ
ソ
ッ
の
所
領
経
営
が
安
定
す
る
の
は
、
十
一
世
紀
末
以
降
イ
タ
リ
ア
都
市
向
け
の
商
品
生
産
が
広
が
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

こ
れ
に
対
し
て
ケ
カ
ゥ
メ
ノ
ス
に
あ
っ
て
は
「
自
営
」
が
理
想
で
あ
り
、
商
業
に
対
し
て
は
否
定
的
な
態
度
が
み
え
る
。

　
西
欧
や
日
本
の
中
世
の
イ
エ
は
軍
事
力
を
保
有
し
て
い
た
が
、
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
の
イ
エ
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
第
三
章
「
家

政
論
」
に
は
軍
事
に
関
す
る
記
述
が
ほ
と
ん
ど
な
く
（
逆
に
、
軍
事
を
扱
か
っ
た
第
二
章
に
は
イ
エ
へ
の
言
及
は
少
な
い
）
、
イ
エ
の
軍
事
的
側

面
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
第
四
章
「
反
乱
の
際
の
行
動
偏
の
叙
述
な
ど
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に

し
た
い
。

　
先
に
み
た
よ
う
に
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
の
イ
エ
の
特
色
は
、
館
と
直
営
地
・
所
領
の
空
間
的
分
離
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
建
物
と
し
て
の
家
は
都
市

内
部
に
集
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
が
イ
エ
の
軍
事
力
の
あ
り
方
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
。
山
岳
部
な
ど
に
あ
る
無
人
の
避
離
ブ
ル

ク
を
除
け
ば
、
主
な
る
防
衛
施
設
は
、
イ
エ
支
配
者
た
ち
の
集
住
す
る
都
市
の
城
壁
・
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
で
あ
っ
て
、
個
々
の
イ
エ
が
堀
や
土
塁

を
も
つ
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
イ
エ
が
軍
事
的
単
位
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　
イ
エ
と
軍
事
に
関
す
る
数
少
な
い
記
事
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
「
地
方
長
官
晋
超
幾
§
q
二
兎
凝
錦
・
～
り
吋
9
＆
き
邑
の
不
正
に
対
す
る
抗
議
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
い
て
の
教
訓
が
あ
る
。
地
方
長
官
の
不
正
に
対
し
て
、
民
衆
が
「
イ
エ
に
お
い
て
私
的
生
活
を
送
っ
て
い
る
者
」
に
不
満
を
訴
え
、
イ
エ
支

配
者
が
民
衆
の
先
頭
に
立
っ
て
官
庁
還
ミ
忍
黛
ミ
に
向
う
、
と
い
う
話
で
あ
る
。
地
方
長
官
が
身
の
危
険
を
感
じ
、
逃
亡
し
た
り
も
す
る
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
住
民
の
訴
え
が
暴
動
・
反
乱
の
よ
う
な
形
を
と
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
訴
え
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
た
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

工
支
配
者
が
率
い
た
人
々
は
鳶
牙
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
前
野
り
と
は
民
衆
一
般
の
意
と
解
さ
れ
、
イ
エ
支
配
者
が
自
己
の
「
家
兵
」
を

も
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
こ
の
記
事
か
ら
は
直
接
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
四
章
「
反
乱
の
際
の
行
動
」
の
冒
頭
の
節
に
は
門
汝
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
も
に
馬
に
乗
り
、
戦
列
を
組
む
仕
事
に
あ
た
る
奴
隷
と
自
由
人
」
が
現
わ
れ
る
。
こ
の
記
事
は
イ
エ
支
配
者
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
従
者
た
ち

も
武
装
を
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
長
官
へ
の
抗
議
も
そ
の
よ
う
な
イ
エ
の
軍
事
力
を
背
景
に
も
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
「
家
兵
」
を
指
す
特
別
の
用
語
は
み
ら
れ
ず
、
従
者
の
一
部
が
必
要
時
に
武
装
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
専
門
的
戦
士
層
は
存
在
し
な
か
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つ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
ケ
カ
ゥ
メ
ノ
ス
の
イ
エ
は
軍
事
集
団
と
し
て
の
性
格
は
希
薄
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
簡
単
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
の
イ
エ
は
、
系
譜
性
と
い
う
点
で
は
未
だ
形
成
段
階
を
脱
し
き
ら
ず
、
土
地
経
営
に
も
不

安
定
ざ
を
抱
え
、
軍
事
力
と
し
て
も
完
結
し
た
単
位
と
は
な
り
え
な
い
な
ど
、
未
熟
さ
、
弱
さ
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
次
章
で
考
察
す

る
イ
エ
と
外
部
世
界
と
の
関
係
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
に
と
っ
て
イ
エ

は
拠
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
彼
は
述
べ
る
。

　
　
　
「
官
位
に
あ
っ
て
も
汝
の
イ
エ
に
配
慮
し
、
イ
エ
を
輝
か
せ
よ
。
な
ぜ
な
ら
富
位
を
辞
し
た
汝
を
汝
の
イ
エ
は
迎
え
入
れ
、
汝
は
イ
エ
に

　
　
お
い
て
安
ら
ぎ
を
得
る
だ
ろ
う
か
ら
。
」

十一世紀ビザソツにおけるイエ・地域社会・皇帝（井上）
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四
イ
エ
と
外
部
世
界
－
地
域
社
会
、
国
家
・
皇
帝
1

　
前
章
で
み
た
よ
う
な
イ
エ
は
、
そ
の
外
部
の
世
界
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
第
三
章
で
は
、

イ
エ
の
構
成
員
で
あ
る
「
奴
隷
」
「
汝
に
従
属
す
る
人
々
」
の
対
概
念
と
し
て
、
「
友
人
ミ
き
り
」
と
い
う
言
葉
が
し
ぼ
し
ば
用
い
ら
れ
る
。
「
友

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

人
」
と
は
イ
エ
の
外
部
の
存
在
、
ヶ
カ
ウ
メ
ノ
ス
自
身
と
同
等
の
イ
エ
支
配
者
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
彼
が
「
友
人
」
を
ど
の
よ
う
に
み

て
い
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
エ
の
外
部
世
界
に
対
す
る
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
の
一
般
的
態
度
を
ま
ず
考
察
し
て
お
こ
う
。

　
「
友
人
」
の
重
要
性
を
説
い
た
り
、
「
汝
の
友
人
を
愛
せ
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
も
述
べ
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
ヶ
カ
ゥ
メ
ノ
ス
は
「
友
人
」

「
交
友
」
に
対
し
て
は
警
戒
心
を
も
っ
て
い
る
。

　
　
「
も
し
汝
が
他
地
方
に
友
人
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
友
人
が
汝
の
住
む
町
に
や
っ
て
来
た
な
ら
、
彼
を
汝
の
イ
エ
に
泊
め
て
は
な
ら
な

　
　
②

　
　
い
。
」

　
　
「
誰
で
あ
ろ
う
と
そ
の
保
証
人
に
は
な
る
な
。
多
く
の
人
々
が
保
証
人
と
な
っ
て
破
滅
し
た
。
た
と
え
汝
の
親
密
な
友
人
で
あ
っ
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
彼
の
保
証
人
に
は
な
る
な
。
」

な
ど
と
実
に
多
く
の
警
告
を
与
え
て
い
る
。
ケ
カ
ゥ
メ
ノ
ス
に
あ
っ
て
は
、
イ
エ
・
家
族
へ
の
関
心
の
高
さ
に
比
例
し
て
、
イ
エ
の
外
部
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
④

々
へ
の
警
戒
心
が
強
い
。
ヶ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
自
給
自
足
を
理
想
と
し
、
商
業
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
前
章
に
み
た
と

お
り
で
あ
る
が
、
経
済
活
動
の
み
な
ら
ず
社
会
関
係
に
お
い
て
も
、
イ
エ
は
閉
鎖
的
、
自
己
完
結
的
で
あ
る
べ
し
と
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
考
え
て
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い
た
。

　
し
か
し
現
実
に
は
イ
エ
は
外
部
世
界
と
さ
ま
ざ
ま
の
関
係
を
も
っ
た
。
ま
ず
地
域
社
会
に
お
け
る
イ
エ
か
ら
み
て
ゆ
こ
う
。
イ
エ
支
配
者
は

地
域
社
会
に
お
い
て
、
国
家
権
力
と
住
民
と
の
間
で
一
定
の
役
割
を
果
し
た
。
前
章
で
み
た
よ
う
に
、
地
方
長
官
の
苛
政
に
不
満
を
も
つ
住
民

た
ち
が
自
分
た
ち
の
「
主
人
ミ
隷
ヒ
選
り
」
と
し
て
頼
っ
た
の
は
、
イ
エ
の
支
配
者
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
地
域
に
特
別
の
税
が
課
さ
れ
た
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
、
そ
れ
を
住
民
の
間
に
割
り
当
て
る
こ
と
も
イ
エ
支
配
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
。
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
「
共
同
体
の
人
々
無
8
0
融
§
8
」
の

お
だ
て
に
乗
せ
ら
れ
て
、
地
方
長
官
に
対
し
て
抗
議
す
る
こ
と
の
危
険
性
を
説
き
、
ま
た
税
の
割
り
当
て
が
人
々
の
不
興
を
買
う
と
忠
告
し
て

い
る
が
、
地
域
の
住
民
た
ち
は
イ
エ
支
配
者
に
そ
の
よ
う
な
役
割
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
イ
エ
支
配
者
は
地
域
住
民
に
対
し

て
、
限
ら
れ
た
範
囲
で
は
あ
っ
た
が
、
裁
判
も
行
な
っ
て
い
た
。

　
　
「
汝
に
以
下
の
こ
と
も
伝
え
て
お
こ
う
。
も
し
汝
が
イ
エ
に
お
い
て
私
的
生
活
を
送
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
地
方
の
民
衆
が
汝
に
従
う

　
　
だ
ろ
う
。
　
…
…
（
中
略
）
…
…
あ
る
者
は
汝
が
罰
せ
よ
。
他
の
者
は
連
れ
て
行
き
、
民
衆
を
集
め
、
民
衆
に
そ
の
罪
を
語
り
、
そ
し
て
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
え
、
『
こ
れ
ら
の
者
を
裁
け
』
と
。
」

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
イ
エ
支
配
老
は
国
家
の
地
方
支
配
と
地
域
社
会
と
を
結
ぶ
結
節
点
に
位
置
し
、
地
域
社
会
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
右
の
文
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
権
限
の
源
は
国
家
の
官
位
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
イ
エ
支
配
に

あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
イ
エ
支
配
を
核
と
し
て
地
域
社
会
に
一
定
の
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
の
よ
う
な
存
在
を
、
国
家
の
地
方
長
官
は
無
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
両
者
の
間
に
は
先
に
み
た
よ
う
な
敵
対
関
係
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ぼ
親
密
な
関
係
が
形
成

さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ケ
カ
ゥ
メ
ノ
ス
は
地
方
長
官
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、

　
　
「
も
し
地
方
長
官
が
い
る
な
ら
、
彼
を
訪
れ
よ
。
し
か
し
頻
繁
に
は
行
く
な
。
た
ま
に
行
っ
て
必
要
な
こ
と
を
慎
重
に
話
せ
。
尋
ね
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
な
け
れ
ば
黙
っ
て
い
ろ
」
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と
、
や
は
り
で
き
る
限
り
交
渉
を
も
た
な
い
よ
う
に
と
勧
め
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
形
を
と
っ
て
地
方
長
官
と
イ
エ
支
配

者
と
の
結
び
つ
き
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が
、
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
か
ら
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。

　
イ
ェ
と
官
位
に
つ
い
て
は
後
に
立
ち
入
っ
て
考
察
す
る
が
、
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
第
三
章
に
は
、

　
　
「
贈
物
に
よ
っ
て
権
力
を
買
う
な
。
…
…
イ
エ
に
お
い
て
私
的
生
活
を
送
っ
て
い
る
者
に
も
私
は
そ
う
助
言
す
る
。
あ
る
人
々
は
…
…
金

　
　
や
贈
物
に
よ
っ
て
テ
マ
の
長
官
か
ら
栄
誉
を
与
え
ら
れ
ん
と
努
め
る
。
彼
ら
は
長
官
の
知
遇
を
得
て
、
…
…
恥
ず
べ
き
利
得
の
あ
る
職
務

　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
に
つ
き
…
…
」

と
あ
り
、
こ
の
忠
告
の
背
景
に
、
イ
エ
支
配
者
が
地
方
斎
宮
の
口
き
き
で
国
家
の
官
位
を
入
手
し
た
り
、
あ
る
い
は
長
官
の
属
僚
の
地
位
に
つ

い
た
り
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
よ
り
個
人
的
、
私
的
な
結
び
つ
き
も
形
成
さ
れ
て
い
た
。
第
四
章
「
反
乱
の
際
の
行
動
」
に
は
、

　
　
「
も
し
誰
か
が
反
乱
を
お
こ
し
、
み
ず
か
ら
皇
帝
を
名
乗
っ
た
な
ら
ば
、
彼
の
計
画
に
は
加
わ
ら
ず
、
彼
か
ら
離
れ
て
お
れ
。
そ
し
て
も

　
　
し
彼
と
戦
い
、
彼
を
捕
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
皇
帝
と
す
べ
て
の
人
々
の
平
和
の
た
め
に
戦
え
。
も
し
彼
と
戦
う
こ
と
が
で
き
な

　
　
い
な
ら
ば
、
…
…
汝
の
従
者
た
ち
と
と
も
に
ど
こ
か
の
砦
を
押
え
、
皇
帝
に
手
紙
を
書
き
、
汝
の
で
き
る
限
り
の
義
務
を
果
せ
。
…
…
も

　
　
し
汝
が
砦
を
支
配
で
き
る
だ
け
の
従
者
を
も
た
な
い
場
合
、
す
べ
て
を
投
げ
捨
て
て
皇
帝
の
も
と
へ
逃
げ
よ
。
し
か
し
も
し
汝
の
家
族
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
え
に
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
置
合
に
は
、
反
乱
者
の
も
と
に
と
ど
ま
れ
。
た
だ
し
汝
の
魂
は
皇
帝
の
も
と
へ
寄
せ
よ
。
」

と
い
う
文
が
あ
る
。
こ
の
文
は
皇
帝
へ
の
忠
誠
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
代
の
反
乱
の
首
謀
者
の
多
く
は
地
方
軍
事
長
官
（
属
州

大
軍
事
貴
族
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
地
方
長
官
と
イ
エ
支
配
者
と
の
結
び
つ
き
を
示
す
史
料
と
も
み
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
す
な

わ
ち
「
汝
の
家
族
ゆ
え
に
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
」
と
い
う
句
が
、
地
方
長
囲
－
反
乱
首
謀
者
と
の
姻
戚
関
係
を
指
す
の
か
、
あ
る
い
は

長
官
の
館
な
ど
に
妻
子
ら
が
人
質
の
よ
う
な
形
で
と
め
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
指
す
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
と
も
か
く
も
地
方
長

官
と
イ
エ
支
配
者
と
の
間
に
、
個
人
的
な
結
合
関
係
が
存
在
し
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
い

94 （56e）
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こ
と
で
あ
る
が
、
反
乱
を
企
て
よ
う
と
す
る
地
方
軍
事
長
官
に
と
っ
て
、
イ
エ
支
配
者
層
を
み
ず
か
ら
の
側
に
引
き
つ
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
。
上
述
の
よ
う
に
イ
エ
支
配
者
こ
そ
が
地
域
社
会
の
指
導
者
で
あ
り
、
か
つ
一
定
の
軍
事
力
を
提
供
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
イ
エ
支

配
者
の
側
も
地
方
長
官
と
の
結
び
つ
き
を
、
官
位
を
媒
介
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
よ
り
私
的
な
関
係
で
、
深
め
て
い
っ
た
。
地
方
長
官
と
の
交
わ

り
を
避
け
よ
と
い
う
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
の
忠
告
の
裏
に
は
、
こ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
が
進
展
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
こ
の
時
代
の
属
州

反
乱
が
大
規
模
か
つ
強
力
で
あ
っ
た
最
大
の
理
由
は
、
あ
る
程
度
の
自
律
性
を
備
え
た
イ
エ
を
広
汎
に
結
集
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
イ
エ
と
官
位
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
が
理
想
と
し
た
イ
エ
は
い
わ
ゆ
る
「
全
き
家
住
器
σ
q
霞
器

　
⑩

属
鍵
ω
」
で
あ
っ
て
、
家
長
の
指
導
の
下
で
自
律
的
な
経
営
体
た
ら
ん
と
し
て
い
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
農
業
こ
そ
が
良
き
仕
事
で
あ
り
、
商

業
ま
し
て
や
高
利
貸
の
よ
う
な
貨
殖
の
術
は
避
け
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
非
農
業
的
収
入
源
で
は
あ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
イ
コ
ノ
ミ
カ

も
、
国
家
の
官
位
は
特
別
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ソ
』
第
三
章
を
「
家
政
学
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
中
に
お
い
て
み
た
場

合
、
イ
エ
の
経
営
と
官
位
と
の
微
妙
な
関
係
に
そ
の
特
色
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
官
位
は
身
分
・
職
務
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
投
資
・
致
富
の
手
段
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
が
も
っ
と
も
は
っ
き
り
し
て
い

る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
徴
税
官
職
の
売
官
制
で
あ
る
。
皇
帝
の
爵
位
も
ま
た
単
な
る
名
誉
称
号
で
は
な
く
、
一
種
の
「
国
債
」
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
、
余
剰
資
本
の
投
資
の
対
象
で
あ
っ
た
。
官
位
の
上
下
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
一
定
額
を
国
庫
に
払
い
込
ん
で
爵
位
を
得
る
と
、
そ
の
位
に

応
じ
た
年
金
（
す
な
わ
ち
利
息
）
が
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
十
一
世
紀
に
は
官
位
の
販
売
は
大
規
模
に
行
な
わ
れ
、
官
位
は
一
種
の
債
券
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

み
な
さ
れ
て
い
た
。
娘
の
嫁
資
の
中
に
官
位
が
数
え
ら
れ
て
い
る
例
も
知
ら
れ
て
い
る
。
ビ
ザ
ン
ツ
国
家
は
そ
れ
自
体
が
巨
大
な
再
分
配
の
機

構
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
連
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
は
国
家
か
ら
さ
ま
ざ
ま
の
形
で
利
得
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
イ
エ
支
配
者
に
と
っ
て
も
官
位
は
魅
力
で
あ
っ
た
。
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
第
三
章
で
著
者
の
一
族
の
ヨ
ハ
ネ
ス
・
マ
イ
オ
ス
と
い
う
人
物
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

都
の
市
民
の
家
を
指
さ
し
て
、
「
こ
れ
ら
の
イ
エ
は
す
べ
て
国
庫
の
仕
事
の
お
蔭
で
建
て
ら
れ
た
の
で
す
」
と
い
い
、
自
分
も
徴
税
官
職
に
つ
こ

う
と
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
に
続
く
箇
所
で
は
、
友
人
や
妻
が
家
長
に
次
の
よ
う
に
勧
め
て
い
る
。
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「
『
で
は
せ
め
て
代
官
職
、
ア
ル
コ
ン
職
、
帝
国
官
職
に
つ
い
て
下
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
あ
な
た
、
あ
な
た
の
イ
エ
、
そ
し
て
あ
な
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
の
従
者
た
ち
が
う
ま
く
や
っ
て
ゆ
け
る
で
し
ょ
う
。
』
」

イ
エ
を
繁
栄
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
官
位
を
入
手
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
著
者
は
官
位
、
と
り
わ
け
徴
税
官
職
を
購
入
す
る
な
と
息
子
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

忠
告
し
て
い
る
。
ヨ
ハ
ネ
ス
・
マ
イ
オ
ス
は
血
税
宮
と
な
っ
た
も
の
の
規
定
額
を
国
家
に
納
入
で
き
ず
、
投
獄
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
。
そ
の

よ
う
な
利
殖
の
道
よ
り
も
、
イ
エ
の
経
営
、
土
地
を
耕
す
こ
と
こ
そ
が
、
も
っ
と
も
よ
い
生
計
の
道
で
あ
る
と
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
説
く
。
そ
の

限
り
で
は
彼
は
典
型
的
な
「
家
政
家
」
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
ケ
カ
ゥ
メ
ノ
ス
は
官
位
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
の
第
一
、
二
章
は
そ
れ
ぞ
れ

文
官
職
、
軍
事
職
に
あ
る
場
合
の
心
得
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
第
三
章
「
家
政
論
」
に
お
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
「
汝
が
官
位
に
あ
る
な
ら
、
そ
れ
を
大
切
に
せ
よ
。
官
位
は
汝
に
名
誉
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
　
「
テ
マ
の
文
官
職
、
軍
事
職
を
避
け
る
な
。
な
ぜ
な
ら
、
官
位
は
神
の
賜
物
で
あ
る
こ
と
を
汝
は
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

と
明
言
し
て
い
る
。
テ
マ
の
長
官
に
金
品
を
贈
っ
て
、
あ
る
い
は
国
庫
に
金
を
払
い
込
ん
で
、
官
位
を
得
る
こ
と
を
堅
く
禁
じ
た
ケ
カ
ゥ
メ
ノ

ス
も
、
神
－
皇
帝
か
ら
与
え
ら
れ
る
官
位
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
に
と
っ
て
官
位
と
イ
エ
は

次
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
。
官
位
は
不
安
定
な
イ
エ
経
営
を
補
っ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
皇
帝
か
ら
賜
わ
っ
た
官
位
は
大
切
に
す
る
が
よ
い
。

し
か
し
あ
く
ま
で
も
イ
エ
が
汝
の
生
活
の
基
盤
で
あ
っ
て
、
イ
エ
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
、
す
な
わ
ち
イ
エ
の
経
営
に
充
て
る
べ
き
資
本
を
流
用

し
た
り
、
土
地
を
処
分
し
て
ま
で
官
位
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
。

　
行
論
の
過
程
に
お
い
て
何
度
か
皇
帝
に
ふ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
本
章
の
最
後
に
、
ケ
カ
ゥ
メ
ノ
ス
は
皇
帝
と
い
う
存
在
を
ど
う
み
て
い

た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。

　
ケ
カ
ゥ
メ
ノ
ス
は
属
州
の
人
間
で
あ
っ
た
が
、
官
軍
か
ら
広
め
ら
れ
る
皇
帝
理
念
（
皇
帝
は
神
で
あ
る
、
皇
帝
は
法
に
縛
ら
れ
な
い
）
に
つ

い
て
充
分
承
知
し
て
い
た
。
ま
た
、
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「
さ
て
そ
れ
ゆ
え
に
妻
た
ち
、
神
が
私
に
与
え
給
う
た
愛
し
き
我
が
子
た
ち
に
、
皇
帝
側
に
つ
く
こ
と
、
皇
帝
に
仕
え
る
こ
と
を
私
は
忠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
告
す
る
。
な
ぜ
な
ら
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
い
る
皇
帝
は
常
に
勝
つ
の
だ
か
ら
。
」

と
も
い
っ
て
い
る
。
他
に
も
皇
帝
へ
の
忠
誠
を
勧
め
る
文
章
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
ペ
ッ
ク
も
説
く
よ
う
に
、
こ
の
皇
帝
理
念
は
ケ
カ
ウ
メ
λ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ス
に
そ
れ
ほ
ど
深
い
印
象
を
与
え
て
は
い
な
い
。
彼
は
失
脚
し
た
皇
帝
の
例
を
知
っ
て
い
る
し
、
皇
帝
が
廃
位
さ
れ
る
の
を
目
撃
し
さ
え
し
て

　
　
　
　
　
⑳

い
る
の
で
あ
る
。
皇
帝
に
仕
え
る
場
合
に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
と
忠
告
し
、
皇
帝
の
も
と
へ
告
発
さ
れ
る
こ
と
を
非
常
に
恐
れ
て
い

る
な
ど
、
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
皇
帝
を
畏
怖
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
皇
帝
を
全
能
と
も
神
と
も
思
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。

　
　
「
あ
る
人
々
は
『
皇
帝
は
法
に
縛
ら
れ
な
い
。
法
そ
の
も
の
で
あ
る
』
と
い
っ
て
い
る
が
、
私
も
同
じ
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
皇
帝
が

　
　
正
し
く
行
な
い
、
法
を
定
め
る
限
り
に
お
い
て
我
々
も
皇
帝
に
従
う
の
で
あ
る
。
が
、
も
し
皇
帝
が
『
毒
を
飲
め
』
と
い
っ
て
も
、
汝
は

　
　
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
だ
ろ
う
。
…
…
そ
こ
か
ら
次
の
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
皇
帝
も
人
間
で
あ
っ
て
、
神
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
法
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。
」

い
わ
ゆ
る
皇
帝
理
念
は
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
に
は
無
縁
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
の
皇
帝
観
の
第
一
の
特
色
は
、
皇
帝
に
対
す
る
敬
遠
で
あ
る
。
彼
は
「
私
人
」
に
対
し
て
、
自
己
の
イ
エ
の
経
営
を
し
っ
か

り
行
な
う
よ
う
勧
め
、
国
家
の
官
位
を
む
や
み
に
求
め
な
い
よ
う
忠
告
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
第
六
章
「
ト
パ
ル
ケ
ー
ス
へ
の
助
言
」

に
典
型
的
に
現
わ
れ
る
。

　
　
「
汝
の
（
支
配
す
る
）
地
方
を
皇
帝
に
与
え
、
そ
れ
と
引
き
か
え
に
現
金
や
財
産
を
…
…
受
け
と
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
け
っ
し
て
す

　
　
る
な
。
い
か
に
小
さ
く
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
汝
の
地
方
を
保
持
せ
よ
。
な
ぜ
な
ら
（
皇
帝
の
）
自
主
独
立
の
友
人
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
　
こ
と
の
方
が
、
奴
隷
・
従
者
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
汝
に
は
よ
り
よ
い
こ
と
だ
か
ら
。
」

逆
に
、
皇
帝
が
「
私
人
」
の
領
域
に
過
度
に
介
入
す
る
こ
と
に
対
し
て
も
、
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
否
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
皇
帝
の
も
つ
べ

き
徳
と
し
て
、
勇
敢
さ
、
正
義
、
節
度
、
英
知
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
節
度
q
e
還
。
q
蜜
唱
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
こ
に
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い
う
節
度
と
は
、
具
体
的
に
は
、
イ
エ
の
内
部
に
介
入
し
な
い
こ
と
、
イ
エ
の
経
営
を
破
綻
さ
せ
る
よ
う
な
重
い
課
税
は
行
な
わ
な
い
こ
と
で

あ
っ
た
。
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
自
分
た
ち
の
世
界
・
領
域
を
皇
帝
が
犯
さ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
皇
帝
を
敬
い
、
皇
帝
に
従
う
の
で
あ
る
。
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
の
よ
う
な
皇
帝
観
、
皇
帝
と
の
間
に
一
定
の
距
離
を
お
く
態
度
は
、
単
に
彼
が
属
州
の
人
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
前
章

で
み
た
よ
う
な
、
そ
の
イ
エ
経
営
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
本
章
に
お
い
て
考
察
し
て
き
た
イ
エ
と
そ
の
外
部
世
界
と
の
関
係
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
エ
は
自
律
的
、
自
己

完
結
的
で
あ
る
べ
き
で
、
外
部
と
の
交
渉
は
で
き
る
限
り
も
た
な
い
こ
と
を
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
理
想
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
閉
ざ

さ
れ
た
小
世
界
か
ら
、
は
る
か
遠
く
に
皇
帝
を
仰
ぎ
見
ん
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
イ
エ
は
周
囲
の
世
界
と
さ
ま
ざ
ま
の
関

係
を
も
っ
た
。
イ
エ
支
配
者
は
、
地
域
社
会
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
果
す
こ
と
を
、
国
家
、
住
民
の
双
方
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
た
。
と
く
に

地
方
長
官
は
属
州
内
の
イ
エ
を
自
己
の
も
と
に
溢
出
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
イ
エ
支
配
老
の
側
も
、
地
域
に
お
け
る
種
々
の
権
限
や
、

地
方
官
職
な
ど
を
媒
介
と
し
た
地
方
長
官
と
の
結
び
つ
き
に
積
極
的
な
傾
向
を
示
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
不
安
定
な
イ
エ
の
経
営
を
補
う
も
の
、

さ
ら
に
は
周
辺
住
民
に
ま
で
イ
エ
支
配
を
拡
大
す
る
手
段
と
な
り
え
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ソ
』
か
ら
は
、
イ
エ
支
配
者

層
の
横
の
連
合
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
が
「
友
人
」
に
関
し
て
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

同
盛
代
の
史
料
に
は
そ
の
存
在
を
示
唆
す
る
記
事
も
あ
り
、
そ
れ
ら
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
に
現
わ
れ
る
「
共
同
体
＆

、
§
鼠
と
の
構
造
を
、
イ
エ
支
配
者
層
と
の
関
係
で
考
察
す
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
こ
れ
ら
地
域
に
お
け
る
結
び
つ
き
に
比
べ
る
と
、
皇
帝
と
の
結
び
つ
き
は
、
イ
エ
支
配
者
に
と
っ
て
決
定
的
な
重
要
性
を
も
た
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
確
か
に
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
皇
帝
か
ら
宮
位
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
望
み
、
皇
帝
へ
の
忠
誠
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
彼
に
と
っ
て

皇
帝
は
直
接
自
分
た
ち
の
生
活
に
関
っ
て
く
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
ケ
カ
ゥ
メ
ノ
ス
の
皇
帝
像
が
抽
象
的
だ
っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

①
〉
．
拶
与
論
9
窪
㌧
9
§
題
、
℃
．
卜
。
O
鉾
は
ミ
き
の
の
語
義
に
つ
い
て
検
討
し
、

　
三
通
り
の
用
法
を
挙
げ
る
。
し
か
し
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
第
三
章
で
は
風
き
の

は
窃
8
き
り
（
奴
隷
）
の
反
対
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い

で
は
喫
N
§
8
（
敵
）
の
反
対
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
）
。

（
な
お
第
二
章
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夢
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旨
㌘
o
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く
ぎ
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貯
自
δ
護
象
δ
切
k
N
p
募
貯
¢
℃
9
a
．
、
勉
熱
§
ミ
馬
砺
§
§
㌧
9
諺
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覧
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竃
p
m
。
◎
‘
δ
お
I
c
。
9
℃
℃
．
刈
諮
ム
8

⑯
　
ざ
し
あ
た
っ
て
は
、
ピ
グ
レ
フ
ス
カ
や
他
著
、
渡
辺
金
一
訳
『
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国

　
の
都
市
と
農
村
～
四
－
十
二
世
紀
一
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
八
年
、
七
五
－

　
七
七
頁
。

　
「
は
じ
め
に
し
に
お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、
十
一
世
紀
の
ビ
ザ
ン
ツ
政
治
史
は
蘇
州
貴
族
の
反
乱
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
る
。
イ
エ
支
配

者
の
多
く
も
、
反
乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
り
、
積
極
的
に
参
加
し
た
り
し
て
い
っ
た
。
属
州
反
乱
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ

て
い
た
。
ひ
と
つ
は
、
自
分
た
ち
も
皇
帝
か
ら
の
恩
恵
に
浴
し
た
い
、
つ
ま
り
国
家
の
再
分
配
機
構
に
連
な
り
た
い
と
い
う
要
求
で
あ
り
、
他

は
皇
帝
政
府
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
の
干
渉
・
介
入
（
重
税
、
経
済
統
制
な
ど
）
に
対
す
る
反
対
で
あ
る
。
イ
エ
と
の
関
連
で
い
え
ぼ
、
前
者
は
、
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国
家
の
官
位
を
帯
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
安
定
な
イ
エ
経
営
を
補
う
、
な
い
し
は
イ
エ
に
代
わ
る
収
入
源
・
生
活
基
盤
を
得
よ
う
と
す
る
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

向
性
を
も
っ
て
い
た
。
後
者
は
、
私
有
権
・
私
有
財
産
の
不
可
侵
性
を
強
調
し
、
イ
エ
経
営
を
阻
害
す
る
よ
う
な
国
家
の
介
入
を
拒
否
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
皇
帝
観
に
も
相
違
が
生
じ
る
。
前
者
は
、
皇
帝
の
「
寛
大
さ
・
気
前
の
良
さ
亀
謀
議
q
疑
」
を
強
調
し
、
後
者
は
「
節

度
し
を
重
視
す
る
。
皇
帝
権
の
争
奪
だ
け
で
は
な
く
、
自
立
的
イ
エ
経
営
の
確
立
を
め
ざ
す
運
動
が
加
わ
っ
た
点
に
、
十
一
世
紀
の
属
州
貴
族

の
反
乱
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
反
乱
の
過
程
で
、
イ
エ
支
配
者
た
ち
は
「
書
か
れ
ざ
る
憲
法
」
、
豚
ー
マ
的
国
制
理
念
と
出
会
っ
た
。
こ
の
国
舗
理

念
・
皇
帝
観
は
反
乱
貴
族
た
ち
固
有
の
も
の
で
は
な
く
、
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ン
』
に
も
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
ロ
ー

マ
的
国
憲
理
念
は
属
州
の
イ
エ
支
配
者
層
と
は
、
本
来
無
縁
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
皇
帝
と
は
、
恩
恵
を
施
す
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま

た
畏
れ
多
い
存
在
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
彼
ら
は
、
皇
帝
は
私
人
の
問
題
（
イ
エ
）
に
は
介
入
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対

し
て
、
皇
帝
権
力
の
恣
意
に
制
約
を
加
え
て
い
る
「
書
か
れ
ざ
る
憲
法
」
は
、
属
州
に
お
い
て
自
律
的
な
世
界
と
し
て
の
イ
エ
を
築
き
上
げ
つ

つ
あ
っ
た
彼
ら
イ
エ
支
配
者
層
に
と
っ
て
、
自
分
た
ち
の
求
め
る
皇
帝
像
に
か
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
ら
は
国
家
権
力
を
イ
エ
経
営

の
安
定
・
発
展
に
適
合
的
な
も
の
に
作
り
変
え
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
皇
帝
を
廃
位
し
、
創
出
す
る
権
限
を
元
老
院
と
民
衆
に
認
め
て
い
る
こ

の
子
下
は
、
自
分
た
ち
が
樹
立
し
よ
う
と
す
る
新
政
権
に
正
統
性
を
付
与
す
る
も
の
と
思
わ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
皇
帝
専
制
理
念
に
対
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

冷
や
か
で
あ
っ
た
の
に
比
べ
て
、
ロ
ー
マ
的
国
制
に
は
イ
エ
支
配
者
層
は
親
和
性
を
示
し
た
。
ロ
ー
マ
千
国
制
理
念
は
、
従
来
の
元
老
院
貴
族
、

教
養
人
に
加
え
て
、
新
し
い
担
い
手
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ビ
ザ
ン
ツ
一
千
年
を
貫
い
て
存
在
し
た
と
い
う
「
書
か
れ
ざ
る
憲
法
H
国
事
」
な
る
も
の
は
、
け
っ
し
て
元
首
政
ロ
ー
マ
の
国
制
そ
の
も
の

で
は
な
く
、
時
代
に
応
じ
て
担
い
手
を
変
え
、
歴
史
的
意
義
・
役
割
を
変
え
つ
つ
存
続
し
た
理
念
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
ビ
ザ
ン
ツ

社
会
が
再
生
産
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
古
代
の
伝
統
、
「
ロ
ー
マ
の
モ
デ
ル
」
で
は
な
か
っ
た
。
ビ
ザ
ソ
ツ
帝
国
の
国
制
は
、
桂
会
史

研
究
に
よ
っ
て
再
検
討
さ
れ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
、
社
会
史
研
究
も
ま
た
、
国
制
に
ま
で
目
を
向
け
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

本
稿
で
取
り
上
げ
た
イ
エ
の
考
察
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
ひ
と
つ
の
試
論
で
あ
る
。
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①
　
ア
タ
レ
イ
ア
テ
ー
ス
は
修
道
院
設
立
の
際
に
、
「
い
か
な
る
皇
帝
、
ア
ル
コ
ン
、

　
有
力
者
も
、
す
べ
て
の
数
会
人
も
…
…
聖
俗
の
職
務
に
あ
る
者
た
ち
も
」
こ
の
修

　
道
院
財
産
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
　
℃
■
Ω
舞
怠
。
び
。
や

　
o
霊
℃
℃
．
Q
。
ド
　
カ
ジ
ュ
グ
ン
の
ア
タ
レ
イ
ア
テ
ー
ス
研
究
で
は
こ
の
史
料
は
ほ
と

　
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
〉
■
勺
．
ズ
器
7
α
節
戸
、
、
ω
o
。
一
室
く
寄
’
く
．
、
・
ア
タ
レ
イ

　
ァ
テ
ー
ス
の
修
道
院
薩
イ
ェ
に
つ
い
て
は
別
途
に
考
察
を
加
え
る
予
定
で
あ
る
。

②
属
州
軍
事
貴
族
と
皇
帝
理
念
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
ビ
ザ
ソ
ツ
帝
国
』
、
三
四
三

　
－
四
七
頁
。
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control　of　Jinnosadame陣定which　had　been　established　at　least　sillce

the　late　9th　century．　ln　those　days　linnosadalne，formed．　．the　nqcleus　of

the　court　noble’s　proceeding－system　which　discussed　various　matters　from

the　nationai　ones　to　the　routine．

　　In　the　period　of　the　ex．　一emperor’s　government　the　frequency　of　li－

shagりso寺社傲訴，　direct　petitions　by　shri4es　and　temples，　brought　the

limit　of　finnosadame　to　light．　lnstead　of　that，　the　proceedings　in　the

ImPeriql　P41ace　rugh．．asβ・ze・・sαdame，御前定鱒dρ6吻bsα4α膨殿上定
，w．　e．Fe　g，ftg4．’ Cheld．：1，　Si．nce．　’the　qeath　of．　the　Empetpr　Horikowa　．pm．？a」　ip．the

β蜘d．μg櫛慰事承・th・p・・Ceedi・g・1．・，．the　e冬一emp・雌’・Palace
．ChieflY　discu’ssgq，　the　pitQblerp．．，’p！　lehe　lish’agbso．11　’　At　．the　’lsai“e　tipae　it　was

・airr偉⑫骨．脚・．・fゆ曜・m・、e・・n・i1．，whi・h．a・騨・4．＝㌻hβreig・己・f

中・．9・脚⑱㌻．器品d、．…t＃・．蜘・9・m・・t6f　th♀．．eX－e「dpe・d・IS．h．…eh・ld・

When　thiS　．Sy＄．　tem．’
C’

mV’≠刀@．　e’gt4bliShed；．　the．　ekT’emperdr’s　goverriment　．　came

intb’　exlstehce’　．a’s　the’ @despotie　iponarchy．

Qilsgs，　Local　Spciety　．apd　Emperor　・in

　　　“Strategikon”・of　Kekaumenos’

by

KOichi　lnoue’

In　1070s’Kel〈aUmenOs，　’a　prOVincial　．noljle？　Wrote　“＄trat．egikon’”　which

was　a　manual　for　his　young　sons，　filled　With’　counsels　for　ptoper　conduct

in　a　variety　of　situations．　ln　its　chapter　3　Kekaumenos　gave　them

advices　in．　．c｛　se　．　of　leadipg　a，private　！ife，　．g．1　at．　is，　ppt　holding　a　govem－

ment　Postl’　He　reeommended’　them　to　conduct　oikbs，　or　household，　care－

fully．　’ChaPter・3’Mayibe　named　“oikonbmika’”，　and　by　examining　it　we

are　able　to　make　out　the　characteristics　of　oikos　of　the　11th・century

provincial　magnates．

　　Oikos　of　Kekaumenos　was　to　be　se！f－suMcient　agricultural　manage－

ment，　making　use　of　many　servants　and　peasants．　lt　had　a　measure

of　military　power，　some　of　the　servants　were　armed　by　their　rnaster，

’KekaumenQs，．・．But・．its　agricultural　management　was　not　stable，　and・its

military　poWeX．．was　liin．　lted．by　the　fact．　that　oikos　d圭dエ1Qt　haye　m．ilitary
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installations　such　as　rampart　or．　mbat．　The　household．of．　the　nobles　had

　　　　　　　　　　　　　　　　　　hO．t　COme．　t6　maturlty　yet．

　　Householders，　masters　of　oikos，．were玉eader　of　the　local　community

and　had　a　certain　privilege　in　it．　Their　leadership　depended　funda・

mentally　upon　the　economic　and　military　power　of　the　household．　On

the　other　hand，　househo圭ders　looked　for　the　government　posts　and　court

titles　so　as　to　ma1（e　their　unstable　oikos　firm．　They　also　eRtered　into

personal　relations　with　the　local　governors．　Oikos　of　the　llth　century

could　not　be　an　autollomous　small　cosmos．

　　In　the　l　lth　century　there　arose　rebellions　of　the　provincial　leading

aristocrats　over　and　over　again，　in　which　many　householders　took：part

in　order　to　win　what　they　asked　the　emperor　and　government　for．　On

the　one　hand　they　a童med　at　the　autonomy　of　their　oikos　and　tried　to

reject　the　interference　of　the　emperor　or　government．　On　the　other

hand　they　looked　for　a　government　post．　These　two　pattems　of　their

behaviour　and　mentality，　which　were　contradict沁g　each　other，　were

brought　about　by　the　pecularity　of　their　oikos．　And　at　the　same　time

they　exerted　great　inHuence　upon　the　political　history　and　the　image　of

the　emperor　in　those　days．

Project　reformy　Rzeczypospolitej　Andrzeja

　　　　　　　　　　Frycza　Modrzewskiego

Satoshi　Koyama

　　Andrzej　Frycz　Modrzewsl〈i，　humanista　polski　w　XVI　w．，　w　swoich

dzielach　polkycznych　srogo　zganil　ksztaltujac4　sie　Rzeczpospolit4　szla－

checka．　Jednak　co　do　charakteru　tej　krytyki　nie　wszyscy　badacze　zga－

dzali　sie．　Z　tego　wzgledu　skupiaj4c　uwage　na－jego　ocenie　szlachty，　autor

analizowa・1　jego　idee　pafistwa，　rozwa2aja．　c　krytyke　szlachty　we　wczesnych

mowach　i　program　reformy　prawodawstwa　w　Commentariorum　de　Re－

Publica　emendanda．　Nastepnie　zbadal　jal〈　pozycja　szlachty　w　jego　planie

reformy　byla　zwi4zana　ze　spolecznq　rzeczywistoscia　Polski　w　tamtym

czasie．　Z　tego　wynika，　2e　Frycz　Modrzewski，　zmierzac　do　integracji

pafistwa　i　odbudowy　ltarmonii　spolecznej　miedzy　stanami，　kt6ra　cierpiala
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