
ロ
ー
マ
元
首
政
期
に
お
け
る
フ
ィ
ス
ク
ス
の
性
格
と
元
首

ー
デ
ィ
ゲ
ス
タ
、
四
三
・
八
・
二
・
四
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
一

米

田

ロ禾

止
口

、
》
イ
・

ローマ元首政期におけるフ’tスクスの性格と元首（米田）

【
要
約
】
本
稿
で
は
、
ロ
ー
マ
帝
政
期
に
お
け
る
ア
エ
ラ
ー
リ
ウ
ム
と
並
ぶ
今
ひ
と
つ
の
「
国
庫
」
で
あ
っ
た
フ
ィ
ス
ク
ス
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
生

成
過
程
に
つ
い
て
一
瞥
を
加
え
る
と
と
も
に
、
特
に
そ
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
、
公
け
の
場
所
及
び
公
道
に
関
す
る
特
示
命
令
は
フ
ィ
ス
ク
ス
に
属
す
る
場

所
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
説
く
三
世
紀
の
法
学
者
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
法
文
を
主
な
手
掛
か
り
と
し
て
、
検
討
を
加
え
た
。
法
理
論
上
の
整
合
性
の
問
題

は
と
も
か
く
と
し
て
、
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
は
フ
ィ
ス
ク
ス
を
ロ
ー
マ
国
外
に
で
は
な
く
元
首
と
い
う
個
人
に
帰
属
す
る
公
け
の
も
の
と
し
て
冷
え
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
フ
ィ
ス
ク
ス
が
「
公
－
私
」
と
い
う
範
麟
で
は
単
純
に
は
わ
り
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
公
と
私
の
二
臓
性
を
兼
ね
備
え
た
性
格

を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
フ
ィ
ス
ク
ス
の
こ
の
よ
う
な
性
格
は
、
元
畜
の
国
家
財
政
に
対
す
る
統
轄
権
が
、
法
理
論
の
上
か
ら
は
、
「
公

一
私
」
の
い
ず
れ
と
も
性
格
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
同
時
に
、
共
和
政
の
伝
統
を
「
公
的
な
も
の
」
と
し
て
前

提
と
し
な
が
ら
も
そ
こ
に
は
依
拠
し
な
か
っ
た
元
首
権
力
の
あ
り
よ
う
を
端
的
に
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
　
　
史
林
七
六
巻
一
号
　
一
九
九
三
年
【
月

關

・
セ
ゥ
ェ
ー
ル
ス
朝
代
の
法
学
者
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
は
、
「
捌
け
の
場
所
あ
る
い
は
公
道
に
お
い
て
は
な
に
ご
と
も
為
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

い
う
特
示
命
令
が
フ
ィ
ス
ク
ス
の
財
産
（
バ
ト
リ
モ
ー
ニ
ゥ
ム
）
に
属
す
る
場
所
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
と
述
べ
、
「
何
故
な
ら
、
フ
ィ
ス
ク

ス
に
属
す
る
も
の
は
、
元
首
（
ブ
リ
ー
ン
ヶ
ブ
ス
）
に
帰
属
す
る
私
財
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
」
と
そ
の
理
由
を
説
明
し
て
い
る
。
一
見
し
　
鮒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

た
と
こ
ろ
、
「
公
け
の
も
の
」
、
「
私
の
も
の
」
そ
し
て
「
フ
ィ
ス
ク
ス
の
も
の
」
と
い
う
三
分
類
を
前
提
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
　
9
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る
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
こ
の
説
明
は
、
フ
ィ
ス
ク
ス
の
性
格
を
考
え
る
場
合
、
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。

　
一
般
に
、
「
元
首
金
庫
」
と
訳
さ
れ
、
あ
る
い
は
「
国
庫
」
と
も
訳
し
得
る
フ
ィ
ス
ク
ス
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
あ
く
ま
で
も
元
首
の
私
的

金
庫
で
あ
っ
た
と
把
え
る
「
法
学
者
」
テ
ー
オ
ド
ア
・
モ
ム
ゼ
ン
と
口
…
マ
国
民
の
国
庫
で
あ
っ
た
と
論
じ
る
「
歴
史
家
」
オ
ッ
ト
ー
・
ヒ
ル

シ
ュ
フ
ェ
ー
ル
ト
と
の
論
争
以
来
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
、
常
に
、
元
首
の
地
位
、
権
源
を
め
ぐ
る
問
題
と
直
結
す
る
か
た
ち
で
論
じ
ら
れ
て

き
た
。
帝
政
期
に
入
っ
て
生
ま
れ
た
元
首
の
直
接
統
轄
す
る
「
国
庫
」
と
し
て
の
フ
ィ
ス
ク
ス
の
実
態
お
よ
び
そ
の
性
格
の
解
明
は
、
こ
の
意

味
で
、
「
元
首
政
」
期
の
国
制
史
研
究
の
中
核
的
課
題
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
に
た
っ
た
う
え
で
、
前
述
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
語
句
の
意
味
を
説
き
明
か
す
作
業
を
通
じ
て
、
共
和
政
期
以

来
の
「
ロ
ー
マ
国
民
の
国
庫
」
で
あ
っ
た
ア
エ
ラ
ー
リ
ウ
ム
と
並
ぶ
今
ひ
と
つ
の
「
国
庫
」
と
し
て
の
フ
ィ
ス
ク
ス
の
性
格
に
つ
い
て
論
じ
て

み
た
い
。

　
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
説
明
は
フ
ィ
ス
ク
ス
が
「
公
－
私
」
の
範
購
で
は
単
純
に
は
把
え
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
を

暗
示
し
て
い
る
が
、
恐
ら
く
は
生
成
過
程
に
起
因
す
る
フ
ィ
ス
ク
ス
の
こ
の
よ
う
な
性
格
は
、
共
和
政
の
国
制
の
伝
統
を
い
わ
ば
「
公
的
な
も

の
（
レ
ー
ス
ー
プ
ー
ブ
リ
カ
ご
と
し
て
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
依
拠
し
な
か
っ
た
元
首
権
力
の
あ
り
よ
う
を
も
端
的
に
示
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
問
題
の
語
句
は
、
虫
け
の
場
所
お
よ
び
公
道
に
関
す
る
直
示
命
令
の
呂
的
お
よ
び
そ
の
適
用
事
例
に
つ
い
て
論

じ
た
か
れ
の
次
に
そ
の
一
部
を
引
用
す
る
法
文
の
中
に
見
え
て
い
る
。

　
　
　
プ
ラ
エ
ト
ル
は
言
う
。
公
け
の
場
所
に
お
い
て
、
何
等
か
の
損
害
発
生
因
と
な
る
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
汝
は
こ
れ
を
為
し
た
り
、

　
　
持
ち
込
ん
だ
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
法
、
元
老
院
議
決
、
告
示
あ
る
い
は
プ
リ
ー
ン
ケ
プ
ス
の
裁
決
に
よ
っ
て
、
汝
に
許
さ
れ
た

　
　
場
合
は
例
外
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
為
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
私
は
特
示
命
令
を
与
え
な
い
、
と
。

　
　
一
　
こ
の
特
示
命
令
は
禁
止
的
な
も
の
で
あ
り
、
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二
　
私
人
の
そ
れ
と
間
様
に
公
け
の
利
益
に
対
す
る
配
慮
も
こ
れ
を
通
じ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
公
け
の
場
所
は
明
ら
か
に
、

　
　
　
厨
家
の
法
に
よ
っ
て
確
か
に
私
人
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
が
、
個
々
人
に
帰
属
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
我
々
が
利
用
す
る
た
め
に

　
　
　
持
っ
て
い
る
権
利
は
国
民
の
誰
も
が
持
っ
て
い
る
保
全
す
る
た
め
の
権
利
と
等
価
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
故
に
、
も
し
私

　
　
　
人
に
ま
で
損
害
が
及
ぶ
恐
れ
の
あ
る
行
為
が
為
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
禁
止
的
な
説
示
命
令
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ

　
　
　
う
な
事
態
の
た
め
に
こ
の
特
示
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
三
　
貫
け
の
場
所
と
い
う
言
葉
は
、
広
場
、
共
同
住
宅
、
耕
地
、
公
街
道
及
び
公
道
を
も
含
む
、
そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
、
と
う
ベ
オ
ー

　
　
　
は
定
義
し
て
い
る
。

　
　
四
　
こ
の
図
示
命
令
が
フ
ィ
ス
ク
ス
の
バ
ト
リ
モ
…
ニ
ウ
ム
に
含
ま
れ
る
場
所
に
及
ぶ
と
は
私
は
考
え
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
こ
で
は
私

　
　
　
人
が
何
か
を
為
す
こ
と
も
、
保
全
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
フ
ィ
ス
ク
ス
の
も
の
は
プ
ジ
ー
ン
ケ
プ
ス
に
帰
属

　
　
　
す
る
私
物
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
。
従
っ
て
も
し
こ
こ
で
何
か
が
為
さ
れ
た
場
合
で
も
、
こ
の
賞
遇
命
令
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は

　
　
　
な
い
。
も
し
こ
の
場
所
に
つ
い
て
係
争
が
お
こ
っ
た
場
合
に
は
、
同
所
を
管
轄
す
る
プ
ラ
エ
フ
ェ
ク
ト
ゥ
ス
が
審
判
人
と
な
る
。

　
　
五
　
従
っ
て
、
こ
の
特
示
命
令
は
公
用
に
供
さ
れ
て
い
る
場
所
に
適
用
さ
れ
、
私
人
に
対
し
て
損
害
を
与
え
る
よ
う
な
こ
と
が
そ
こ
で
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
さ
れ
る
場
合
に
は
、
プ
ラ
エ
ト
ル
は
か
れ
の
特
示
命
令
を
も
っ
て
介
入
す
る
こ
と
に
な
る
。
（
以
下
、
六
～
四
六
分
節
ま
で
略
）

　
こ
の
法
文
の
第
四
分
節
に
記
さ
れ
て
い
る
問
題
の
こ
の
語
句
の
解
釈
を
め
ぐ
る
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
前
述
し
た
フ
ィ
ス
ク
ス
の
性

格
を
め
ぐ
る
モ
ム
ゼ
ン
と
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ー
ル
ト
の
論
争
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
争
の
中
で
、
モ
ム
ゼ
ソ
が
、
こ
の
語
句
を
「
フ
ィ
ス
ク
ス
の
も

の
が
、
明
ら
か
に
議
論
の
余
地
な
く
、
元
首
の
私
財
と
み
な
さ
れ
て
い
た
し
こ
と
の
証
左
と
し
て
習
え
、
フ
ィ
ス
ク
ス
は
元
首
の
私
財
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
と
い
う
自
説
を
補
強
す
る
た
め
に
こ
れ
を
援
用
し
た
の
に
対
し
て
、
モ
ム
ゼ
ン
と
は
異
な
り
、
フ
ィ
ス
ク
ス
を
ロ
ー
マ
国
民
の
国
庫
と
し
て

性
格
づ
け
た
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ー
ル
ト
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
が
セ
ウ
ェ
ー
ル
ス
朝
代
の
法
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
つ
つ
、
モ
ム
ゼ
ン
の

言
葉
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
、
こ
の
語
句
は
「
あ
の
絶
対
的
な
軍
人
君
主
体
制
下
の
時
代
に
お
い
て
す
ら
、
な
お
も
、
『
フ
ィ
ス
ク
ス
の
も
の
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③

が
、
明
ら
か
に
議
論
の
余
地
な
く
、
元
首
の
私
財
と
み
な
さ
れ
て
い
た
』
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
論
じ
て
、
モ
ム
ゼ
ン
と
は
全

く
正
反
対
の
解
釈
を
示
し
た
。

　
こ
の
語
句
の
解
釈
を
め
ぐ
る
両
者
の
こ
の
よ
う
な
忌
違
は
、
モ
ム
ゼ
ン
自
身
の
言
を
借
り
る
な
ら
ば
、
フ
ィ
ス
ク
ス
の
法
的
主
体
を
国
家
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

求
め
る
か
（
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ー
ル
ト
）
、
あ
る
い
は
元
首
の
人
格
に
求
め
る
か
（
モ
ム
ゼ
ン
）
の
網
違
と
し
て
要
約
で
き
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
フ

ィ
ス
ク
ス
の
主
体
は
フ
ィ
ス
ク
ス
自
体
で
あ
っ
た
と
説
き
、
フ
ィ
ス
ク
ス
を
「
独
立
し
た
法
人
格
と
し
て
思
念
さ
れ
た
公
益
団
体
」
と
定
義
づ

け
た
、
フ
ィ
ス
ク
ス
法
人
格
説
と
い
う
特
異
な
学
説
で
知
ら
れ
る
L
ー
ミ
ッ
タ
イ
ス
は
、
「
置
け
の
場
所
あ
る
い
は
公
道
に
お
い
て
な
に
ご
と

も
為
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
特
示
命
令
が
フ
ィ
ス
ク
ス
に
帰
属
す
る
場
所
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
理
由
付
け
る
た
め
の
単
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
薯
え
で
し
か
な
い
と
論
じ
て
、
問
題
の
こ
の
語
句
に
は
そ
れ
以
上
の
意
味
を
認
め
て
は
い
な
い
。

　
更
に
、
P
・
W
・
デ
ュ
フ
は
、
問
題
の
語
句
に
み
え
る
く
ρ
轟
。
。
◇
の
語
の
意
味
に
つ
い
て
、
　
「
厳
密
に
事
実
に
即
し
て
で
は
な
く
、
法
的
に

は
」
と
い
う
解
釈
と
「
厳
密
に
法
的
に
で
は
な
く
、
事
実
上
は
」
と
い
う
解
釈
と
の
両
様
の
解
釈
が
考
え
ら
れ
得
る
と
し
た
う
え
で
、
前
者
の

解
釈
に
沿
っ
て
、
こ
こ
で
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
は
フ
ィ
ス
ク
ス
の
財
産
と
公
け
の
財
産
で
あ
り
、
フ
ィ
ス
ク
ス
の
財
産
と
元
首
の
私
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
の
区
別
は
単
な
る
管
理
運
営
上
の
区
別
で
し
が
な
か
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
て
、
モ
ム
ゼ
ン
の
解
釈
の
妥
当
性
を
支
持
し
、

逆
に
、
B
・
エ
リ
ア
ー
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
文
脈
か
ら
考
え
て
、
フ
ィ
ス
ク
ス
が
私
財
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
公
け
の
場
所
を
対
象
と
し
た
こ
の

特
示
命
令
が
フ
ィ
ス
ク
ス
に
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
関
心
は
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
に
は
生
れ
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
論
じ
て
、
こ
の
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

文
に
立
脚
し
た
モ
ム
ゼ
ン
の
フ
ィ
ス
ク
ス
理
解
を
退
け
て
い
る
。

　
近
年
で
は
、
モ
ム
ゼ
ン
と
同
様
に
ロ
ー
マ
私
法
の
観
点
か
ら
フ
ィ
ス
ク
ス
に
つ
い
て
論
じ
、
元
首
の
み
が
そ
の
職
権
に
よ
っ
て
、
国
民
及
び

元
老
院
か
ら
独
立
し
て
、
自
由
に
処
分
す
る
こ
と
の
で
き
た
元
首
自
身
の
財
産
と
し
て
こ
れ
を
性
格
づ
け
た
、
あ
の
ロ
ー
マ
私
法
の
大
家
、
M

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

・
カ
ー
ザ
ー
が
モ
ム
ゼ
ン
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翻
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争
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解
決
す
る
権
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ゼ
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し
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な
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後
に
な
っ
て
取
得
請
求
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
か
P
　
で
き
な
い
と
す
る
の
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
。
明
ら
か
に
㍉

も
し
、
ア
エ
ラ
…
リ
ウ
ム
の
プ
ラ
エ
フ
ェ
ク
ト
ゥ
ス
が
報
告
を
受
け
る
こ
と
な
し

に
、
財
産
が
自
由
を
維
持
す
る
た
め
に
留
保
さ
れ
た
場
合
に
は
、
勅
法
が
適
用
さ

れ
る
か
ど
う
か
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
も
し
確
か
に
財
産
の
取

得
請
求
が
妥
当
で
あ
る
場
合
に
は
留
保
は
消
減
し
、
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
留

保
は
有
効
で
あ
る
。
」
な
お
、
後
掲
、
本
稿
三
角
⑨
、
⑩
も
参
照
の
こ
と
。
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二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
本
来
は
、
オ
リ
ー
ブ
圧
搾
用
の
門
籠
」
を
意
味
し
た
と
言
わ
れ
る
「
フ
ィ
ス
ク
ス
」
の
語
は
、
法
史
料
以
外
の
文
献
史
料
に
お
い
て
は
、
極

め
て
多
様
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
非
法
学
文
献
の
用
語
法
は
完
全
に
支
離
滅
裂
だ
」
と
い
う
し
・
ミ
ヅ
タ
イ
ス
の
評
が
生
ま
れ
る
所
以

　
　
②

で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
文
献
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
の
語
の
多
様
な
用
例
は
、
「
元
首
政
期
」
に
お
け
る
帝
国
の
財
務
行
政
機
構
の
実

相
に
直
接
触
れ
た
史
料
は
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
状
況
の
中
で
フ
ィ
ス
ク
ス
の
歴
史
的
生
成
過
程
を
考
え
る
場
合
、
貴
重
な
手
掛
か
り
を
与
え
て

く
れ
る
。
今
、
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
こ
の
語
の
持
つ
意
味
を
A
・
H
・
M
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
G
・
ブ
…
ル
ベ
ー
ル
の

分
類
を
参
考
に
し
て
整
理
す
る
と
、
大
別
し
て
、
一
、
原
義
の
「
籠
」
、
二
、
転
じ
て
「
籠
の
中
身
・
現
金
」
、
「
金
庫
・
財
布
」
更
に
は
又
個

人
あ
る
い
は
元
首
の
）
私
財
」
の
意
味
、
三
、
属
州
及
び
首
都
に
お
か
れ
た
公
金
を
収
め
た
諸
金
庫
、
そ
し
て
最
後
に
、
四
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
言

う
「
元
首
の
統
轄
す
る
財
務
行
政
の
総
体
」
、
即
ち
、
元
首
の
直
接
管
轄
下
に
置
か
れ
た
国
家
機
構
の
一
部
門
と
し
て
の
「
国
庫
」
、
以
上
の
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
フ
ィ
ス
ク
ス
の
語
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
多
様
な
意
味
が
最
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
わ

れ
て
い
る
の
が
ス
エ
ト
ー
ニ
ウ
ス
の
『
皇
帝
伝
』
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
『
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ー
ヌ
ス
帝
国
』
で
は
、
ス
エ
ト
ー
ニ
ウ
ス
は
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ー
ヌ
ス
帝
の
金
銭
欲
に
つ
い
て
、
元
首
属
吏
（
ブ

・
ク
ラ
ー
ト
ル
）
を
金
銭
を
吸
い
取
り
集
め
る
た
め
の
ス
ポ
ン
ジ
の
よ
う
に
扱
っ
た
と
い
う
巷
問
の
非
難
の
声
を
伝
え
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

　
　
　
反
対
に
、
帝
の
強
奪
、
横
領
に
つ
い
て
は
、
ア
エ
ラ
ー
リ
ゥ
ム
と
フ
ィ
ス
ク
ス
の
窮
乏
故
の
、
必
要
に
迫
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考

　
　
え
る
人
々
も
い
た
。
こ
の
窮
乏
に
つ
い
て
は
、
か
れ
（
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ー
ヌ
ス
）
は
帝
位
に
就
く
と
す
ぐ
に
公
け
に
し
て
、
国
家
が
確
た
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
の
と
な
る
た
め
に
は
四
〇
〇
億
セ
ス
テ
ル
テ
ィ
ウ
ス
が
必
要
で
あ
る
と
明
言
し
た
。

　
明
ら
か
に
、
こ
こ
で
ア
エ
ラ
ー
リ
ゥ
ム
と
並
ん
で
言
及
さ
れ
て
い
る
フ
ィ
ス
ク
ス
は
、
ア
エ
ラ
ー
リ
ゥ
ム
と
は
相
互
補
完
的
な
関
係
に
た
っ
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た
ひ
と
つ
の
国
家
機
関
、
ア
エ
ラ
ー
リ
ウ
ム
と
共
に
国
家
財
政
の
運
営
に
携
わ
る
国
家
機
構
の
一
部
門
と
し
て
の
「
国
庫
」
を
示
し
て
い
る
。

デ
鐸
マ
ル
テ
ィ
ー
ノ
は
、
ア
エ
ラ
ー
リ
ウ
ム
と
フ
ィ
ス
ク
ス
と
の
対
比
を
元
老
院
の
い
わ
ば
公
的
な
財
政
機
構
と
元
首
の
財
政
機
構
と
の
対
比

　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
し
て
把
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
フ
ィ
ス
ク
ス
の
語
は
ま
さ
に
こ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
次
に
掲
げ
る
『
ク
ラ
ゥ
デ
ィ
ゥ
ス
帝
伝
』
の
一
節
に
お
い
て
は
、
ス
エ
ト
ー
ユ
ウ
ス
は
フ
ィ
ス
ク
ス
の
語
を
現
金
を
い
れ

た
籠
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。

　
　
　
ア
エ
ミ
リ
ウ
ス
地
区
で
大
火
が
あ
っ
た
時
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
は
地
区
投
票
所
に
二
晩
と
ど
ま
っ
た
。
そ
し
て
兵
士
や
か
れ
の
家
子
達

　
　
に
よ
る
救
援
活
動
が
不
足
と
な
る
や
、
公
職
者
を
介
し
て
あ
ら
ゆ
る
地
区
か
ら
一
般
の
人
々
を
招
集
し
た
。
そ
し
て
現
金
の
入
っ
た
複
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
の
フ
ィ
ス
ク
ス
を
自
分
の
前
に
お
い
て
救
援
活
動
を
促
し
、
救
援
活
動
に
応
じ
て
各
人
に
そ
れ
相
応
の
報
酬
を
そ
の
場
で
支
払
っ
た
。

　
ま
た
、
公
金
を
収
め
た
金
庫
を
意
味
す
る
フ
ィ
ス
ク
ス
の
用
例
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
挙
げ
る
ふ
た
つ
の
事
例
の
う
ち
、
最
初

の
も
の
は
、
没
後
開
封
す
る
よ
う
に
と
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
遺
言
書
と
と
も
に
ウ
ェ
ス
タ
聖
女
に
託
し
て
い
た
巻
物
三
巻
の
内
容
を
紹
介
し
た

記
事
で
あ
る
が
、
ア
エ
ラ
ー
リ
ウ
ム
と
並
ん
で
こ
こ
に
言
及
さ
れ
て
い
る
複
数
の
フ
ィ
ス
ク
ス
は
属
州
に
お
か
れ
て
い
た
金
庫
を
意
味
す
る
と

　
　
　
　
⑧

さ
れ
て
い
る
。
ふ
た
つ
め
は
、
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ー
ヌ
ス
二
代
に
新
し
く
設
け
ら
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
人
頭
税
徴
収
の
た
め
に
首
都
ロ
ー
マ

に
お
か
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
フ
ィ
ス
ク
ス
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
な
お
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
記
事
の
両
方
共
が
、
公
金
を
扱
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
ら
の
フ
ィ
ス
ク
ス
の
管
理
運
営
の
実
務
に
携
わ
っ
て
い
た
の
が
、
本
来
は
私
人
と
し
て
の
元
首
の
私
的
な
家
政
担
当
者
に
し
か
す

ぎ
な
か
っ
た
は
ず
の
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ー
ヌ
ス
帝
の
解
放
奴
隷
、
奴
隷
そ
し
て
か
れ
の
私
的
代
理
人
で
あ
る
プ
ロ
ク
ラ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

事
実
を
伝
え
て
お
り
、
興
味
深
い
。

　
　
　
三
巻
の
巻
物
の
う
ち
、
一
巻
目
で
は
自
分
の
葬
儀
に
関
す
る
指
示
を
与
え
、
二
巻
田
に
は
自
分
の
業
績
の
要
約
を
記
し
（
か
れ
は
こ
の
要

　
　
約
を
青
銅
板
に
刻
し
霊
廟
の
前
に
建
て
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
）
、
三
巻
目
で
は
帝
国
全
体
の
概
観
を
述
べ
、
現
有
兵
力
の
数
と
駐
屯
地
、
ア
エ

　
　
ラ
ー
リ
ゥ
ム
と
複
数
の
フ
ィ
ス
ク
ス
に
収
め
ら
れ
て
い
る
金
銭
の
現
在
額
及
び
税
の
未
徴
収
額
が
記
さ
れ
て
い
た
。
更
に
、
か
れ
は
解
放
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奴
隷
の
名
を
挙
げ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

か
れ
ら
か
ら
説
明
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
追
記
し
て
い
た
。

ローマ元首政期におけるフィスクスの性格と元首（米田）

　
　
　
見
ず
知
ら
ず
の
他
人
の
遺
産
も
、
生
前
カ
エ
サ
ル
を
相
続
人
に
す
る
と
故
人
が
語
っ
た
の
を
耳
に
し
た
と
申
し
立
て
る
者
が
一
人
で
も

　
　
現
れ
る
と
、
没
収
さ
れ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
フ
ィ
ス
ク
ス
（
に
収
め
る
税
）
は
他
の
何
よ
り
も
ま
し
て
厳
し
く
取
り
立
て
ら
れ
た
。
申
告
せ
ず
に

　
　
ユ
ダ
ヤ
人
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
老
、
あ
る
い
は
生
ま
れ
を
隠
し
て
こ
の
民
に
課
せ
ら
れ
た
税
の
支
払
い
を
滞
ら
せ
て
い
る
者
は
ユ
ダ
ヤ

　
　
人
フ
ィ
ス
ク
ス
に
告
発
さ
れ
た
。
私
は
若
い
こ
ろ
、
プ
ロ
ク
ラ
ー
ト
ル
と
大
勢
の
下
僚
達
に
よ
っ
て
九
〇
歳
の
老
人
が
割
礼
を
施
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
ら
れ
て
い
た
光
景
を
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
い
て
、
覚
え
て
い
る
。

　
以
上
の
用
例
に
加
え
て
、
更
に
、
『
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ー
ヌ
ス
帝
伝
』
に
見
え
る
「
ま
た
非
常
に
富
裕
で
あ
っ
た
解
放
奴
隷
の
ケ
リ
ュ
ル
ス
が

来
る
べ
き
フ
ィ
ス
ク
ス
の
請
求
権
か
ら
ひ
そ
か
に
逃
れ
よ
う
と
し
て
、
自
分
は
生
来
自
由
人
で
あ
る
と
称
し
、
か
つ
名
前
も
変
え
て
ラ
ケ
ス
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

名
乗
り
は
じ
め
た
の
に
対
し
て
」
、
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
の
詩
句
を
引
用
し
て
椰
楡
し
た
と
い
う
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ー
ヌ
ス
帝
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
性

格
を
伝
え
る
挿
話
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
フ
ィ
ス
ク
ス
は
直
戴
に
は
帝
の
私
財
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
旧
奴
隷
主
で
あ
る
バ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ロ
ー
ヌ
ス
は
相
続
人
の
い
な
い
解
放
奴
隷
の
財
産
に
対
し
て
請
求
権
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
こ
の
挿
話

の
意
味
は
わ
か
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ス
エ
ト
ー
ニ
ゥ
ス
に
あ
っ
て
は
、
あ
た
か
も
各
皇
帝
伝
毎
に
使
い
分
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
程
に
フ
ィ
ス
ク
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

持
つ
多
様
な
意
味
が
見
事
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
意
味
を
使
い
分
け
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
多
様
な
意
味
を
合
わ
せ

持
2
百
葉
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
た
方
が
、
よ
り
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
「
国
庫
」
を
意
味
す
る
フ
ィ
ス
ク
ス
の
用
語
法

は
ア
ソ
ト
ニ
ー
ヌ
ス
朝
代
に
い
た
っ
て
定
着
し
た
と
推
定
す
る
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
こ
の
よ
う
な
ス
エ
ト
ー
ニ
ゥ
ス
の
フ
ィ
ス
ク
ス
の
用
法
の
ア
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ク
ロ
ニ
ズ
ム
を
難
じ
、
『
皇
帝
伝
』
の
史
料
的
価
値
に
は
否
定
的
で
あ
る
が
、
ブ
ー
ル
ベ
ー
ル
は
、
逆
に
、
ス
エ
ト
ー
ニ
ゥ
ス
の
こ
の
よ
う
な

多
様
な
用
例
の
中
で
、
ア
エ
ラ
ー
リ
ウ
ム
と
対
に
な
っ
た
フ
ィ
ス
ク
ス
の
用
例
が
『
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ー
ヌ
ス
帝
伝
』
に
至
っ
て
は
じ
め
て
あ
ら
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わ
れ
る
と
い
う
事
実
に
着
目
し
て
、
フ
ィ
ス
ク
ス
の
語
が
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
言
う
元
首
の
直
接
統
轄
下
に
置
か
れ
た
財
務
行
政
の
総
体
と
い
う
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

し
い
意
味
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
の
は
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ー
ヌ
ス
帝
代
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
ブ
ー
ル
ベ
ー
ル
の
推
定
に
は
必
ず
し
も
左
担
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
既
に
、
大
プ
リ
…
ニ
ゥ
ス
の
記
述
の
中
に
フ
ィ
ス
ク

．
ス
の
語
の
こ
の
よ
う
な
用
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
フ
ィ
ス
ク
ス
か
ら
紅
海
の
ウ
ェ
ク
テ
ィ
ー
ガ
ル
を
請
け
負
っ
て
い
た
ア
ン
ニ
ウ
ス
・
プ
博
力
ー
ム
ス
の
解
放
奴
隷
が
ア
ラ
ビ
ア
付
近
を

　
　
航
海
中
、
北
風
に
よ
っ
て
カ
ル
マ
ニ
ア
沿
岸
以
遠
に
流
さ
れ
、
一
五
陰
目
に
こ
の
島
（
タ
ー
プ
ロ
バ
ネ
島
）
の
ヒ
ッ
プ
リ
イ
の
港
に
漂
着
し

　
　
．
⑰

　
　
た
。

　
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ゥ
ス
帝
の
治
世
に
ハ
　
セ
イ
ロ
ン
島
に
漂
着
し
た
ア
ン
ニ
ウ
ス
・
プ
望
ヵ
ー
ム
ス
（
明
ら
か
《
か
れ
は
プ
ー
ブ
リ
カ
ー
二
と
呼
ば
れ
た

徴
税
請
負
人
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
）
な
る
人
物
の
解
放
奴
隷
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
同
韻
か
ら
の
使
節
が
首
都
ロ
ー
マ
に
来
た
こ
と
を
伝
え
る
『
博

物
誌
』
の
記
事
の
一
節
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
フ
ィ
ス
ク
ス
は
、
あ
た
か
も
一
欄
の
人
格
を
持
っ
た
存
在
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
介
在
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

プ
ロ
カ
ー
ム
ス
に
ウ
ェ
ク
テ
ィ
ー
ガ
ル
（
明
ら
か
に
ボ
ル
ト
ー
リ
ウ
ム
と
呼
ば
れ
た
公
け
の
関
税
）
の
徴
収
を
請
け
負
わ
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
プ
リ

ー
ニ
ゥ
ス
は
、
制
度
と
し
て
の
フ
ィ
ス
ク
ス
に
つ
い
て
、
即
ち
国
家
機
構
の
一
．
部
門
と
し
て
の
「
国
庫
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ

　
　
　
　
　
⑲

い
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
同
じ
プ
リ
ー
エ
ゥ
ス
の
『
博
物
誌
』
の
中
に
は
、
こ
れ
と
全
く
異
な
っ
た
フ
ィ
ス
ク
ス
の
用
例
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ア

ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
が
ナ
ポ
リ
近
郊
の
小
丘
の
白
亜
の
採
掘
権
を
手
に
入
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
、
か
れ
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　
そ
の
見
返
り
と
し
て
、
毎
年
、
自
分
の
フ
ィ
ス
ク
ス
か
ら
二
〇
万
セ
ス
テ
ル
テ
ィ
ウ
ス
を
ネ
ア
ー
ポ
リ
ス
の
住
民
に
対
し
て
支
払
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
と
を
定
め
た
神
と
な
っ
た
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
布
告
が
現
存
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
フ
ィ
ス
ク
ス
の
語
は
、
先
の
と
は
異
な
り
、
元
首
の
私
財
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
プ
リ
；
ニ
ゥ
ス

は
、
億
ぽ
間
違
い
な
く
、
当
時
現
存
し
て
い
た
と
い
う
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
の
布
告
の
文
雷
を
意
識
的
に
か
あ
る
い
は
無
意
識
の
う
ち
に
か
書
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き
改
め
て
、
バ
ト
リ
モ
！
三
ウ
ム
の
語
を
フ
ィ
ス
ク
ス
の
語
で
置
き
換
え
て
い
る
。
あ
の
、
『
業
績
録
』
で
お
な
じ
み
の
、
「
私
の
バ
ト
リ
モ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ニ
ウ
ム
か
ら
」
（
①
×
鵠
窪
ヨ
。
巳
。
ヨ
8
）
と
い
う
表
現
こ
そ
が
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
の
布
告
に
は
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

も
し
プ
リ
ー
ニ
ゥ
ス
に
よ
る
改
鼠
と
い
う
推
定
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
フ
ィ
ス
ク
ス
の
語
と
元
首
と
の
結
び
つ
き
が
ア
ウ

グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
代
に
は
ま
だ
存
在
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
更
に
は
、
プ
リ
ー
ニ
ウ
ス
に
と
っ
て
フ
ィ
ス
ク
ス
と

い
う
言
葉
は
バ
ト
リ
モ
ー
ニ
ウ
ム
と
全
く
の
同
義
の
言
葉
と
し
て
も
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

　
大
プ
リ
ー
ニ
ウ
ス
の
こ
の
ふ
た
つ
の
記
事
に
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
フ
ィ
ス
ク
ス
の
意
味
の
こ
の
二
重
性
は
、
フ
ィ
ス
ク
ス
と
い
う
語
で

呼
ば
れ
た
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
言
う
「
皇
帝
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
た
全
財
務
行
政
」
、
ア
エ
ラ
ー
リ
ゥ
ム
と
並
ぶ
今
ひ
と
つ
の
、
元
首
の
直
接
統

轄
下
に
置
か
れ
た
「
国
庫
」
の
性
格
を
考
え
る
場
合
、
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
元
首
の
財
務
行
政
が
、
関
税
収
益
の
よ
う
な
公
的
な
性
格
を

持
つ
財
産
の
統
轄
、
及
び
元
首
の
私
的
な
財
産
の
統
轄
と
い
う
二
回
忌
、
二
面
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

⑫
る
。　

更
に
も
し
、
ア
ン
ニ
ゥ
ス
・
プ
ロ
カ
；
ム
ス
に
つ
い
て
の
プ
リ
ー
ニ
ゥ
ス
の
証
言
が
正
確
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
元

首
の
公
的
な
財
政
業
務
と
私
的
な
財
政
業
務
と
が
、
と
言
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
公
私
の
ア
マ
ル
ガ
ム
と
し
て
の
元
首
の
財
務
行
政
の
総
体
が
フ

ィ
ス
ク
ス
の
名
の
下
に
一
括
し
て
把
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
時
期
は
、
ブ
ー
ル
ベ
ー
ル
の
推
定
す
る
ウ
ェ
ス
パ
シ
ア
ー
ス
帝
代
で
は
な
く
、
ユ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

リ
ゥ
ス
”
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ゥ
ス
朝
代
（
恐
ら
く
は
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
帝
代
）
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
が
非
法
史
料
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
フ
ィ
ス
ク
ス
生
成
の
経
緯
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
つ
つ
、
次
節
で
は
、
法
史
料
の

整
理
と
分
析
を
通
じ
て
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
問
題
の
語
句
の
意
味
に
迫
っ
て
み
た
い
。

　
①
　
房
楚
置
単
o
o
鯉
勺
・
”
℃
9
需
腕
ヨ
〇
三
門
三
μ
o
＞
σ
q
o
一
，
一
）
三
）
凱
。
島
鑓
擁
⑦
ヨ
℃
〇
二
〇
陣
コ
勲
〈
ひ
　
　
　
　
Z
o
話
二
霧
。
。
o
ユ
℃
し
摩
搾
”
「
更
に
、
オ
リ
ー
ブ
圧
搾
用
の
フ
ィ
ス
ク
ス
を
コ
ロ
ー
ヌ

　
　
ご
”
竜
‘
冨
◎
。
弘
㊤
O
P
℃
・
ω
藁
り
「
ち
な
み
に
、
こ
の
意
味
で
の
「
フ
ィ
ス
ク
ス
」
の
　
　
　
　
　
ス
は
自
分
で
稽
醸
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ネ
ラ
ー
テ
ィ
ウ
ス
は
書
い
て
い
る
。
」

　
　
用
例
は
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
に
も
見
ら
れ
る
。
薫
σ
q
」
P
5
。
讐
一
ρ
b
。
“
留
o
o
柳
騨
p
洋
①
葺
　
　
　
　
②
　
護
謬
富
一
ω
、
い
こ
。
》
ミ
こ
ω
’
も
。
鰹
、
〉
彰
『
S

　
　
（
雇
8
霧
＆
箕
。
ヨ
減
号
ヨ
。
｝
雷
ヨ
三
診
砦
も
9
0
ロ
戸
毒
。
・
8
一
至
醇
お
α
①
σ
①
δ
　
　
③
甘
器
9
＞
9
甲
ド
蜜
こ
、
穿
①
ン
。
♪
門
鷲
断
雲
窪
鳥
二
回
。
笠
ω
2
ρ
貯
二
ρ
い
ミ
駄
鰍
鹿
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ニ
ロ
韓
㊦
’
「
何
故
な
ら
、
解
放
奴
隷
の
男

　　

翌
ﾌ
相
続
財
産
は
、
．
も
し
か
れ
ら
が
無
遺
言
で
没
し
た
場
合
～
保
護
者
あ
る
い
は

　　

ｻ
の
子
供
達
に
帰
属
す
る
と
法
（
一
二
蓑
法
）
が
命
じ
て
い
る
が
故
に
、
云
々
。
」

　
　
o
鴨
‘
穴
器
。
き
ヨ
‘
℃
滝
器
㌣
馬
ら
ミ
”
ω
「
◎
。
Q
。
．

⑭
こ
の
他
、
『
皇
帝
債
撫
に
見
ら
れ
る
ブ
ィ
ス
ク
ス
の
用
例
は
確
認
し
得
た
限
り

　
　
で
は
次
の
六
例
に
及
ぶ
。
○
っ
器
8
三
ロ
。
。
璽
〉
ロ
G
q
器
さ
。
。
、
戯
9
G
。
旧
Ω
碧
砂
口
ρ
卜
。
。
。
…

　
　
宏
㊤
9
詑
㌧
卜
。
㎞
窓
」
ド
U
o
気
骨
凶
日
器
℃
P
ω
…
〈
㊦
ω
冨
ω
貯
考
。
。
し
Q
。
．

⑮
。
鉾
㎏
。
霧
ρ
〉
．
箪
鼠
‘
。
℃
．
。
勘
f
や
ざ
。
。
■
な
お
本
稿
で
は
論
ず
る
余
裕
は

　
　
な
か
っ
た
が
、
甘
串
8
は
タ
キ
ト
ゥ
ス
の
．
用
法
に
つ
い
て
も
同
様
に
批
判
し
て
い

　
　
る
。
ま
た
か
れ
と
同
様
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
男
茜
三
＾
㌧
8
こ
O
。
＞
p
嶺
器
ε
ω
雪
鳥

　
　
夢
・
〉
鶏
巴
5
ヨ
L
『
㍉
沁
即
悼
ω
レ
O
ω
ρ
や
二
ω
．

⑯
b
⇔
。
銭
く
①
詳
O
‘
ぎ
”
涛
§
ヒ
や
お
N
■
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⑬
歪
ぎ
貯
の
巴
≧
出
こ
O
噂
。
。
臼
〉
一
門
罎
。
＄
ヨ
勢
ρ
三
零
p
二
も
り
謁
魯
ユ
＜
Φ
島
σ
q
鈴

　
9
節
し
。
8
話
鎌
。
ヨ
2
舞
㌧
嬬
σ
2
2
ω
o
曽
＄
〉
峯
げ
貯
ヨ
詳
p
二
σ
q
薗
蕊
p
⊃
ρ
巳
ぴ
コ
笹
二
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轟
℃
ε
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屑
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㊤
簿
2
0
霞
ヨ
四
三
p
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”
×
＜
象
。
麟
ぢ
唱
母
。
ω
唱
。
憎
ε
ヨ
。
ぼ
の
一
亭

　
＜
O
O
捗
二
〇
り
．

⑲
∪
Φ
幽
9
・
⑦
計
ω
い
一
℃
ぎ
馬
ミ
馬
§
ミ
簿
ミ
§
軌
ミ
N
．
O
餐
ミ
肋
ミ
画
§
b
ミ
§
譜
着

　
さ
＄
§
晦
。
｝
§
ミ
薯
慢
§
轟
昏
h
．
や
a
§
食
§
ミ
ー
肉
篭
S
軌
蚕
切
暑
σ
q
σ
q
①
b

　
搭
劇
P
℃
．
。
。
O
①
播
但
し
、
公
け
の
収
益
が
フ
ィ
ス
ク
ス
に
入
っ
た
こ
と
を
否
定
す

　
る
諸
二
冨
門
含
ゲ
。
屑
扮
。
‘
ψ
診
夢
。
哨
腎
繋
仲
婆
o
O
②
昌
9
ユ
⑦
ρ
ヲ
”
、
一
週
α
ρ

　
一
難
ω
1
以
下
、
収
録
雑
誌
略
記
弩
を
も
っ
て
表
示
1
、
や
き
）
は
プ
ロ
カ
ー
ム

　
ス
が
フ
ィ
ス
ク
ス
と
．
契
約
し
た
の
は
ポ
ル
ト
ー
リ
ウ
ム
で
は
な
か
っ
た
と
推
定
し

　
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
薄
弱
で
あ
り
、
説
得
力
に
は
欠
け
て
い
る
。
な
お
、
後

　
掲
、
本
稿
三
註
⑫
を
参
照
の
こ
と
。

⑲
．
冒
コ
3
＞
．
戸
録
”
。
や
葺
9
”
や
峯
。
。
嚇
u
。
鼠
講
藏
・
p
男
‘
§
．
ミ
．
も
．
。
。
8
…

　
じ
d
p
冠
口
8
評
℃
こ
。
℃
レ
o
h
辞
4
や
も
ゆ
頓
9
切
〇
軽
く
興
ρ
9
℃
濁
ω
o
器
ほ
弾
霧
o
o
o
昌
o
ρ
鐸
①

　
σ
問
ゆ
図
z
図
譲
。
巖
ω
画
ω
ρ
。
。
」
嵩
”
冒
富
9
一
。
。
、
震
り
お
（
以
下
、
収
録
雑
誌
略

　
記
号
を
も
っ
て
衷
示
）
、
℃
．
8
。
。
■
ち
な
み
に
、
『
博
物
誌
』
に
は
こ
の
意
味
で
の

　
フ
イ
ス
ク
ス
の
用
例
が
も
う
二
個
所
確
認
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
フ
ィ
ス
ク
ス

　
に
よ
っ
て
経
営
ざ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
の
地
に
あ
っ
た
バ
ル
サ
ム
農
園
に
関
す
る
記
述
の

　
中
に
見
ら
れ
る
。
勺
一
ぎ
貯
。
。
℃
劉
出
こ
誌
、
一
一
G
ゆ
耐
ω
〇
二
β
話
髭
コ
O
窪
ヨ
富
O
器
噛

　
コ
o
o
ヨ
ム
騙
9
ヨ
塗
齢
昌
鐸
ヨ
巽
。
ω
ご
ご
勺
8
8
瓜
欝
ω
貯
曽
曽
げ
一
盛
㊤
o
篇
鑑
冨
釜
ぴ
－

　
戸
毎
搾
「
現
在
で
は
、
フ
ィ
ス
ク
ス
が
そ
れ
（
バ
ル
サ
ム
の
灌
木
）
を
栽
培
し
、

　
か
っ
て
な
い
ほ
ど
多
く
な
っ
て
い
る
。
高
さ
は
ニ
ク
ピ
ト
ゥ
ム
．
以
上
に
は
な
ら

　
な
い
。
」
…
這
慧
冨
。
。
…
器
。
雌
臼
罵
Φ
ω
ユ
。
五
節
八
三
剛
舜
窃
㌧
の
巴
唱
で
。
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｝
ぎ
器

　
O
o
鄭
錠
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ω
㊦
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勢
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ヨ
℃
銘
く
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詳
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簿
。
瀞
8
需
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0
コ
一
ω
血
。
ロ
雪
暗
冴
、
く
⑦
欝
。
鐸
葺
”

　
「
こ
れ
ほ
ど
は
っ
き
り
と
し
た
ご
ま
か
し
は
他
に
な
い
、
フ
ィ
ス
ク
ス
が
売
り
出

　
し
た
時
は
一
セ
ク
ス
タ
リ
ウ
ス
あ
た
り
三
．
否
デ
ナ
リ
ウ
ス
で
購
入
さ
れ
た
も
の
が

　
千
デ
ナ
リ
ウ
ス
で
売
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
云
々
」
フ
ィ
ス
ク
ス
に
よ
っ
て
経
営
さ

　
れ
た
こ
の
バ
ル
サ
ム
農
園
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
鷺
蹄
＝
髪
層
男
」
『
隠
9
℃
・
◇
。
O
い

　
じ
ご
三
二
ρ
獅
〉
■
、
O
℃
．
o
岸
’
℃
「
お
“
】
W
巴
α
節
o
o
評
℃
こ
。
℃
．
9
件
．
、
℃
℃
・
ω
㎝
釦
1
ω
2
を

　
参
照
の
こ
と
。

⑳
℃
営
智
・
。
㌧
客
瓢
‘
箪
　
置
”
①
x
窟
3
器
巳
〈
㎞
〉
轟
易
鑑
紆
。
竃
屋
旨
O
＝
。

　
毎
≡
＝
3
ひ
鼠
8
肖
蚤
ヨ
凶
＝
孚
宕
①
3
u
o
＝
露
三
の
鷲
0
8
一
ゴ
ヨ
ゴ
o
B
ユ
一
団
。
。
需
。
節
も
。
o
o

　
し
。
自
O
’

⑳
　
o
冷
こ
じ
σ
奪
畠
δ
拶
8
ひ
勺
こ
。
℃
■
鉱
け
こ
や
ω
盟
．

⑫
後
述
、
本
稿
四
を
参
照
の
こ
と
。

⑭
　
但
し
、
こ
の
揺
定
は
あ
く
ま
で
も
元
首
の
統
轄
す
る
財
務
行
政
の
総
体
が
フ
ィ

　
ス
ク
ス
の
名
で
把
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
時
期
に
つ
い
て
の
推
定
で
あ
っ
て
、
元
着

　
が
国
家
財
政
を
統
轄
す
る
に
歪
つ
た
時
期
の
推
定
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
態

　
は
元
首
政
の
開
始
と
同
時
に
既
に
生
ま
れ
て
い
た
と
い
う
霞
■
U
器
げ
（
o
娼
．
o
搾
層

　
で
》
蟄
－
締
）
の
指
摘
は
自
民
的
に
正
し
い
、
念
の
た
め
、
o
誉
ご
①
霞
鎚
餓
＝
P

　
勺
‘
o
ワ
葺
‘
℃
．
。
。
O
ω
、
。
。
8
・
な
お
、
後
述
、
本
稿
四
を
参
照
の
こ
と
。

＠
　
な
お
、
冒
話
。
・
（
O
℃
．
O
一
幹
》
℃
．
目
O
刈
h
）
に
よ
れ
ば
、
元
首
の
直
接
統
轄
下
に
お

　
か
れ
た
国
家
の
財
務
行
政
総
体
と
し
て
の
「
野
面
」
を
意
味
す
る
フ
ィ
ス
ク
ス
の

　
用
例
が
船
底
に
確
認
ざ
れ
る
の
は
、
ネ
縫
子
代
の
セ
ネ
カ
の
『
恩
宙
心
論
』
（
O
o

　
じ
⇔
Φ
器
鵠
9
顧
命
ω
P
Q
。
）
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
。
旨
ご
。
巳
く
魯
を
除
い
て
、
諸

　
家
の
多
く
は
こ
の
｝
§
Φ
ω
の
解
釈
に
従
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
フ
ィ
ス
ク
ス
は

　
金
庫
（
金
入
れ
）
．
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
す
る
し
ご
。
巳
く
⑦
簿
（
繋
目
卜
＆
鴨
。
吻

　
Φ
ω
℃
．
℃
．
b
。
O
窃
）
の
読
み
に
従
い
た
い
。
た
だ
し
、
切
。
巳
く
①
詳
は
原
文
に
見
え
る

　
〈
留
8
＞
の
語
形
を
価
値
の
薫
絡
と
み
な
す
が
、
古
典
学
者
の
大
勢
に
従
っ
て
素

　
直
に
与
絡
と
考
え
て
読
ん
で
良
い
と
思
わ
れ
る
。
財
布
に
責
任
を
と
れ
と
い
う
こ

　
と
は
財
布
の
中
身
に
資
任
を
と
れ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
か
ら
。
問
題
の
記
述
は
次

　
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
…
〉
α
o
曾
茜
ヨ
層
タ
火
事
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ヨ
一
ω
馳
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P
①
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団
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①
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⑦
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。
コ
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。
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冴
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昌
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⑦
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ω
℃
o
蕊
ロ
毎
住
。
。
。
8
瓢
ユ
騨
旨
℃
ρ
鼠
㊤
℃
δ
ヨ
冴
ご
ω
＆
ロ
o
P
。
。
甘
し
【
℃
o
コ
血
①
器
諺
。
一
瓢

冒
8
二
戸
暮
ε
σ
o
σ
β
5
。
一
⇔
。
・
o
o
o
三
お
9
・
三
。
・
．
「
私
は
約
束
し
た
の
．
だ
か
ら
、
た
と

え
寒
く
て
も
招
き
の
食
事
に
鵬
か
け
て
行
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
雪
が
降
っ
た
な
ら

ば
行
か
な
い
だ
ろ
う
。
私
は
約
束
し
た
の
だ
か
ら
、
．
た
と
え
食
後
で
あ
．
っ
て
も
婚

約
の
席
に
出
か
け
て
行
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
熱
が
あ
る
な
ら
ば
行
か
な
い
だ
ろ

う
。
私
は
約
束
し
た
の
だ
か
ら
、
保
証
人
と
し
て
フ
ォ
ル
ム
に
出
か
け
て
行
く
だ

ろ
う
。
し
か
し
は
っ
き
り
し
な
い
金
額
に
つ
い
て
保
証
す
る
こ
と
を
あ
な
た
が
命

じ
る
な
ら
ば
馬
フ
ィ
ス
ク
ス
に
責
任
を
と
れ
と
い
う
の
な
ら
ば
、
私
は
行
か
な
い

で
あ
ろ
う
。
」

　
同
じ
く
『
恩
恵
論
』
の
次
の
個
所
も
、
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ー
ル
ト
以
来
、
議
論
を

呼
ん
で
来
た
。
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
フ
ィ
ス
ク
ス
に
も
「
国
庫
」
の
意
味
は
ま

だ
な
く
専
ら
「
元
首
の
私
財
」
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
た
い
。
o
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。
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巴
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ロ
艮
く
。
蜀
㊤
勺
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ω
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置
o
r
一
霞
。
美
声
。
旨
貯
ご
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鐸

「
カ
エ
サ
ル
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
が
、
私
的
な
自
分
の
財
産
は
か
れ

の
フ
ィ
ス
ク
ス
だ
け
で
あ
る
。
全
て
が
か
れ
の
支
配
権
の
下
に
あ
る
が
、
棺
続
権

の
下
に
あ
る
の
は
個
入
財
産
だ
け
で
あ
る
。
か
れ
の
支
配
権
を
縮
小
さ
せ
な
い
ま

で
も
、
な
に
が
か
れ
の
も
の
で
あ
り
、
な
に
が
そ
う
で
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生

じ
て
く
る
。
他
人
の
財
産
．
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
か
れ
に
は
認
め
ら
れ
な
い
も

の
も
、
他
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
か
れ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
同

じ
く
、
賢
者
は
心
で
は
全
て
を
所
有
し
て
い
る
が
、
法
的
か
つ
所
有
権
の
上
で
は
、

所
有
し
て
い
る
も
の
は
か
れ
の
財
産
だ
け
で
あ
る
。

　
ま
た
『
怒
ヶ
に
つ
い
て
』
に
見
え
る
フ
ィ
ス
ク
ス
は
現
金
の
入
っ
た
入
れ
物
の

意
味
で
用
い
ら
れ
．
て
．
い
る
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冥
。
冥
窪
蕊
霞
9
旨
く
。
一
き
鷺
①
霧
け
昌
騨
旨

く
巴
⑦
ε
α
貯
銭
ご
ω
貯
。
ロ
賃
僧
8
『
島
ω
8
戦
鉱
。
。
℃
二
二
器
①
け
旨
p
鵠
筈
島
p
ひ
仙
8
日
」

℃
煽
欝
昌
山
ロ
旨
昌
。
郭
話
＝
9
匿
。
一
㊤
旨
暮
斜
。
℃
窪
く
p
戴
ヨ
§
貯
霧
ω
霧
G
。
二
〇
。
。
ぎ

一
瓢
冴
日
9
三
碧
8
ω
ω
ざ
巳
σ
蕊
く
ぎ
α
ざ
繋
叩
　
「
部
屋
の
隅
に
お
か
れ
た
複
数
の

フ
ィ
ス
ク
ス
を
眺
め
る
の
は
気
分
の
い
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
目
を
剥
き
出
し

て
大
声
で
隣
び
、
査
問
所
が
審
問
の
喧
燥
で
響
き
わ
た
る
の
は
、
こ
れ
ら
を
得
よ

う
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
遠
隔
の
地
か
ら
招
集
さ
れ
た
審
凋
人
達
が

ど
ち
ら
の
貧
欲
が
よ
り
正
し
い
か
を
審
判
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
フ
ィ
ス

ク
ス
ひ
と
つ
の
た
め
に
で
は
な
く
、
一
握
り
の
銅
貨
、
奴
隷
に
と
っ
て
し
か
価
値

の
な
い
　
枚
の
銀
貨
の
た
め
に
、
跡
継
ぎ
の
な
い
老
入
が
死
の
床
で
怒
り
狂
う
と

し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
、
云
々
。
」

　
こ
の
他
、
セ
ネ
カ
に
は
書
簡
集
に
も
ふ
た
つ
ほ
ど
フ
ィ
ス
ク
ス
の
用
例
が
知
ら

れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
門
国
庫
」
の
意
味
は
な
く
現
金
を
収
め
た
入
れ

．
物
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ω
2
お
0
2
国
℃
幹
巳
p
ρ
蕊
樋
お
…
。
。
メ
一
。
。
・
o
h
二

君
岸
ω
o
げ
8
雀
b
O
‘
§
．
鼠
、
㌧
G
Q
凸
画
〉
箒
ヨ
．
ご
U
銘
㌣
即
≦
こ
魯
■
鼠
縣
こ
や
黛
ご

塑
す
0
9
＜
n
零
ダ
］
W
こ
。
、
■
亀
、
‘
℃
■
合
ご
｝
§
霧
㌧
o
℃
．
9
f
℃
．
δ
Q
。
…
竃
ε
霞
、

H
♂
o
℃
．
。
画
工
・
二
）
・
8
”
ω
b
。
…
切
三
糞
㌧
｝
）
層
〉
こ
。
℃
．
9
け
‘
℃
■
蕊
”
刈
G
Q
嚇
ζ
む
震
一
貯
0
9

℃
‘
o
℃
■
9
f
．
や
ω
9
1
G
。
窃
b
。
噌
。
。
綬
噛
U
①
曹
長
自
岩
㌧
局
‘
愚
。
h
鋭
や
や
Q
。
O
μ
Q
。
一
Q
。
一

七
弓
。
巳
く
①
算
、
言
岬
卜
魯
き
℃
℃
．
N
O
9
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三

　
二
一
二
年
一
二
月
一
九
日
付
け
の
カ
ラ
カ
ラ
帝
の
勅
書
は
、
訴
訟
に
際
し
て
の
買
収
行
為
を
禁
じ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
私
の
訴
訟
、
公
け
の
訴
訟
、
フ
ィ
ス
ク
ス
に
関
す
る
訴
訟
を
問
わ
ず
、
お
よ
そ
い
か
な
る
訴
訟
に
お
い
て
も
（
ぢ
ρ
毎
雲
ヨ
ρ
9
8
蔭
ρ

　
　
ω
円
く
Φ
嶺
ぞ
舞
ρ
ω
貯
Φ
娼
二
び
嵩
。
ρ
ω
貯
①
ゆ
ω
邑
芭
、
審
判
人
あ
る
い
は
相
手
方
に
金
銭
が
供
与
さ
れ
た
場
合
、
公
正
な
裁
定
に
対
す
る
不
信
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
ら
金
銭
に
よ
る
買
収
に
よ
っ
て
取
引
し
よ
う
と
し
た
老
は
訴
権
を
失
う
と
定
め
る
。

　
フ
ィ
ス
ク
ス
の
性
格
の
歴
史
的
変
容
過
程
を
「
私
的
な
も
の
」
か
ら
「
公
的
な
も
の
」
へ
の
変
容
と
し
て
把
ら
え
、
三
世
紀
に
入
る
と
フ
ィ

ス
ク
ス
が
元
首
の
私
財
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
急
速
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
と
説
く
モ
ム
ゼ
ソ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
勅
書
の
前
段
部
分
で
は
「
私

の
訴
訟
」
と
「
公
け
の
訴
訟
乃
至
は
フ
ィ
ス
ク
ス
に
関
す
る
訴
訟
」
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
プ
ラ
ン
ト
も
こ
の
勅
書
に
つ
い
て
は
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
モ
ム
ゼ
ン
の
読
み
に
従
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
読
み
方
に
対
し
て
、
エ
リ
ア
ー
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
チ
と
R
・
オ
レ
ス
タ
ー
ノ
は
、
勅
書
の
こ

の
よ
う
な
表
現
の
な
か
に
「
私
の
訴
訟
」
、
「
公
け
の
訴
訟
」
、
「
フ
ィ
ス
ク
ス
の
訴
訟
」
と
い
う
訴
訟
の
三
類
型
を
読
み
取
り
、
特
に
、
オ
レ
ス
タ

ー
ノ
は
、
こ
の
勅
書
に
見
ら
れ
る
フ
ィ
ス
ク
ス
に
関
す
る
訴
訟
の
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
方
は
、
単
な
る
訴
訟
手
続
き
上
の
問
題
に
と
ど
ま
る

こ
と
な
く
、
フ
ィ
ス
ク
ス
に
対
す
る
元
首
の
権
限
を
「
所
有
権
」
（
山
O
ヨ
一
⇒
一
償
ヨ
）
と
い
う
私
法
概
念
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
（
こ
れ
は
明

ら
か
に
モ
ム
ゼ
ン
の
立
場
で
あ
っ
た
）
が
的
外
れ
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
同
時
に
フ
ィ
ス
ク
ス
の
公
的
性
格
を
強
調
す
る
見
解
（
ヒ

ル
シ
ェ
フ
ェ
ー
ル
ト
）
が
妥
当
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、
フ
ィ
ス
ク
ス
が
「
公
一
私
」
と
い
う
範
幡
で
は
把
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ぎ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

　
離
接
的
な
接
続
詞
が
並
ぶ
こ
の
勅
書
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
二
通
り
の
読
み
方
の
う
ち
、
モ
ム
ゼ
ン
（
そ
し
て
ブ
ラ
ン
ト
）
の
読
み
方
に
は
文

法
的
に
も
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
が
、
こ
の
読
み
方
が
妥
当
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
こ
の
勅
書
に
言
及
し
た
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
次

の
法
文
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。
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更
に
ま
た
カ
ッ
シ
ウ
ス
・
サ
ビ
ー
ヌ
ス
に
書
き
送
ら
れ
た
我
が
元
首
（
イ
ン
ペ
ラ
ー
ト
ル
）
の
勅
法
は
、
審
判
人
あ
る
い
は
相
手
方
に
対

　
　
し
て
、
更
け
の
訴
訟
、
私
の
訴
訟
、
フ
ィ
ス
ク
ス
に
関
す
る
訴
訟
に
お
い
て
（
言
℃
夢
一
一
。
御
く
働
鷲
一
く
簿
一
ω
＜
包
蔚
。
巴
8
話
。
窪
ω
芭
金
銭

　
　
を
供
与
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
争
訟
は
無
効
と
な
る
と
命
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
相
手
方
が
濫

　
　
訴
の
た
め
に
で
は
な
く
科
解
を
意
図
し
て
受
け
取
っ
た
場
合
に
、
こ
の
勅
法
が
適
用
さ
れ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。

　
　
私
は
、
こ
の
訴
権
（
1
1
事
実
に
基
づ
く
訴
権
）
と
同
様
に
勅
法
は
適
用
さ
れ
な
い
と
考
え
る
。
何
故
な
ら
、
勅
法
が
禁
じ
て
い
る
の
は
卑
劣
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
恐
喝
で
あ
っ
て
蒲
解
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
見
ら
れ
る
通
り
、
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
は
こ
の
勅
書
の
内
容
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
、
原
文
の
「
私
一
公
ー
フ
ィ
ス
ク
ス
」
と
い
う
記
載
順

序
を
「
公
一
私
ー
フ
ィ
ス
ク
ス
」
と
書
き
改
め
て
い
る
が
、
こ
の
書
き
改
め
ら
れ
た
記
載
順
序
か
ら
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
が
勅
書
の
内
容
を

モ
ム
ゼ
ン
の
よ
う
に
は
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
モ
ム
ゼ
ン
の
読
み
方
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
勅
書
の
解
釈
の
誤
り
も
し

く
は
引
用
の
誤
り
を
想
定
し
な
い
限
り
、
受
け
入
れ
難
い
。
エ
リ
ア
ー
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
チ
と
オ
レ
ス
タ
ー
ノ
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
勅
書
に
お
い

て
は
、
フ
ィ
ス
ク
ス
に
関
す
る
訴
訟
は
、
鋤
け
の
訴
訟
か
ら
も
私
の
訴
訟
か
ら
も
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
も
ま
た
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
フ
ィ
ス
ク
ス
に
と
っ
て
も
国
家
（
レ
ー
ス
ー
プ
ー
ブ
リ
カ
）
に
と
っ
て
も
不
利
益
と
な
る
が
、
一
般
に
遺
産
の
占
有
を
認
め
ら
れ
て
然
る
べ

　
　
き
者
が
い
る
こ
と
に
異
論
の
余
地
は
な
い
。
例
え
ば
、
胎
児
、
同
じ
く
精
神
錯
乱
者
、
同
じ
く
捕
虜
と
な
っ
た
者
の
遺
産
の
占
有
を
請
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
す
る
者
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
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（
負
債
の
相
殺
を
定
め
た
セ
プ
テ
ィ
、
・
・
ウ
ス
ー
セ
ウ
ェ
ー
ル
ス
帝
の
勅
法
に
よ
っ
て
）
私
の
訴
訟
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
フ
ィ
ス
ク
ス
の
訴

訟
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
相
互
に
利
息
付
き
の
借
り
入
れ
金
が
あ
っ
た
場
合
も
ま
た
、
た
と
え
利
率
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

異
な
っ
た
と
し
て
も
、
相
互
に
債
務
が
あ
る
の
だ
か
ら
借
り
入
れ
金
の
相
殺
が
行
わ
れ
る
。



　
フ
ィ
ス
ク
ス
と
レ
ー
ス
翻
プ
ー
ブ
リ
カ
、
私
の
訴
訟
と
フ
ィ
ス
ク
ス
の
訴
訟
と
が
そ
れ
ぞ
れ
対
比
さ
れ
て
い
る
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
こ
れ
ら

ふ
た
つ
の
法
文
も
か
れ
の
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ス
ク
ス
理
解
の
一
貫
性
を
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
く
、
ま
た
、
属
州
に
あ
っ
て
は
、
フ
ィ
ス
ク

ス
の
金
銭
に
関
す
る
訴
訟
は
、
属
州
総
督
に
で
は
な
く
元
首
の
プ
ロ
ク
ラ
ー
ト
ル
の
管
轄
に
属
す
る
と
説
く
、
先
に
引
用
し
た
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ

　
　
　
⑧

ス
の
法
文
及
び
こ
れ
と
同
内
容
の
次
に
掲
げ
る
法
文
も
ま
た
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
く
れ
る
。

　
　
　
私
の
プ
ロ
ク
ラ
ー
ト
ル
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
属
州
総
督
（
プ
ラ
ェ
セ
ス
）
の
裁
定
に
よ
っ
て
は
現
状
へ
の
回
復
の
た
め
に
取

　
　
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
プ
リ
ー
ン
ケ
プ
ス
だ
け
が
、
か
れ
の
プ
臣
ク
ラ
ー
ト
ル
の
裁
定
に
対
し
て
現
状
へ
の
回
復
を
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
（
二
一
五
年
付
け
カ
ラ
カ
ラ
帝
勅
書
）
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扶
養
料
に
関
す
る
和
解
は
、
カ
エ
サ
ル
の
プ
ロ
ク
ラ
ー
ト
ル
の
面
前
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
フ
ィ
ス
ク
ス
に
対
し
て
扶
養
料
が
請
求
さ
れ
る
場
合
に
は
。
同
様
に
ア
エ
ラ
ー
リ
ウ
ム
の
プ
ラ
エ
フ
ェ
ク
ト
ゥ
ス
の
面
前
に
お
い
て
も
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
解
が
お
こ
な
わ
れ
得
る
。
（
ウ
ル
ピ
ァ
ー
ヌ
ス
）

　
し
か
し
、
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
は
オ
レ
ス
タ
ー
ノ
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
な
「
公
－
私
」
に
加
え
て
の
第
三
の
範
疇
と
し
て
の
フ
ィ
ス
ク
ス
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
二
一
二
年
付
け
勅
書
に
つ
い
て
の
オ
レ
ス
タ
ー
ノ
の
理
解
は
、
魅
力
的
で
は
あ
る
が
、
読
み

込
み
が
過
ぎ
る
。

　
例
え
ば
、
フ
ィ
ス
ク
ス
に
入
っ
た
収
益
に
つ
い
て
、
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
は
、
「
『
公
け
の
』
税
収
益
と
は
、
そ
こ
か
ら
フ
ィ
ス
ク
ス
が
税
収
益

を
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
我
々
は
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
港
湾
税
あ
る
い
は
公
売
税
及
び
塩
田
、
鉱
山
及
び
れ
き
せ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

製
造
所
に
課
さ
れ
た
税
が
そ
う
で
あ
る
。
」
と
説
明
し
、
あ
る
い
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
、
「
と
こ
ろ
で
徴
税
請
負
人
（
陰
窪
8
目
ω
）

と
は
、
公
け
の
も
の
（
℃
二
窪
鶏
ヨ
）
を
収
取
し
　
　
そ
の
名
は
こ
こ
に
由
来
す
る
一
、
あ
る
い
は
フ
ィ
ス
ク
ス
に
税
を
収
め
、
あ
る
い
は
貢
租

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
取
り
立
て
る
者
達
の
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
、
フ
ィ
ス
ク
ス
か
ら
請
け
負
っ
た
全
て
の
者
は
正
し
く
プ
…
ブ
リ
カ
ー
ヌ
ス
と
呼
ば
れ
る
。
し
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オ
レ
ス
タ
ー
ノ
の
理
解
と
は
異
な
り
、
こ
れ
ら
の
法
文
は
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
が
フ
ィ
ス
ク
ス
を
「
公
け
の
」
収
益
を
収
め
た
公
的
性
格
を
持

つ
字
義
通
り
の
「
国
庫
」
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
同
様
に
、
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
と
同
じ
セ
ゥ
ェ
ー
ル
ス
朝
代

の
法
学
者
で
あ
っ
た
パ
ウ
ル
ス
も
ま
た
、
公
金
私
消
罪
（
勺
。
。
巳
葺
農
）
に
関
す
る
ユ
ー
リ
ゥ
ス
法
の
適
用
に
つ
い
て
論
じ
て
、
「
フ
ィ
ス
ク
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

金
銭
を
着
服
し
、
窃
取
し
、
移
し
か
え
、
あ
る
い
は
自
分
の
た
め
に
用
立
て
た
老
は
、
横
領
し
た
金
銭
の
四
倍
額
の
罰
金
を
科
さ
れ
る
」
と
記

し
、
更
に
A
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
丁
子
の
法
学
老
ラ
ベ
オ
ー
の
手
に
な
る
こ
の
法
に
つ
い
て
の
注
釈
を
、
ラ
ベ
オ
ー
の
原
文
に
は
あ
っ
た
は
ず
の

「
国
民
」
（
℃
8
三
ロ
ω
）
な
い
し
は
ア
エ
ラ
ー
リ
ウ
ム
（
可
能
性
と
し
て
は
恐
ら
く
「
国
々
」
）
の
語
を
フ
ィ
ス
ク
ス
と
書
き
改
め
た
う
え
で
、
次
の
よ

う
に
引
用
し
て
い
る
、
「
沓
巻
（
一
『
遺
録
』
　
二
八
巻
）
の
後
段
に
お
い
て
ラ
ベ
オ
ー
は
記
し
て
い
る
、
公
金
ぽ
か
り
で
は
な
く
、
フ
ィ
ス
ク
ス
の

も
の
で
あ
る
べ
き
金
銭
を
債
権
者
で
あ
る
と
偽
っ
て
手
に
入
れ
た
な
ら
ば
、
た
と
え
横
領
し
た
の
が
私
人
の
金
銭
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

場
合
は
、
私
人
の
金
銭
も
ま
た
公
金
私
消
の
罪
を
構
成
す
る
、
と
。
」
フ
ィ
ス
ク
ス
を
字
義
通
り
の
「
国
庫
」
と
し
て
把
え
る
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス

の
理
解
は
決
し
て
特
異
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
三
世
紀
の
法
学
者
達
の
共
通
し
た
理
解
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
ち
な
み
に
、
公
金
私

消
罪
に
関
す
る
ユ
ー
リ
ウ
ス
法
の
内
容
は
ウ
ル
ピ
ア
ー
・
ヌ
ス
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
、
「
公
金
私

消
に
関
す
る
ユ
ー
リ
ウ
ス
法
に
よ
っ
て
、
誰
も
、
神
の
金
銭
、
宗
教
上
の
金
銭
あ
る
い
は
公
け
の
金
銭
か
ら
窃
取
し
、
着
服
し
、
自
分
の
た
め

に
用
立
て
て
は
な
ら
ず
、
窃
取
し
、
着
服
し
、
あ
る
い
は
自
分
の
た
め
に
用
立
て
る
こ
と
に
つ
な
が
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
特
に
法
に
よ
っ
て

認
め
ら
れ
た
場
合
を
除
い
て
、
こ
れ
を
な
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
公
け
の
通
貨
で
あ
る
金
貨
、
銀
貨
、
銅
貨
に
な
に
か

を
加
え
、
混
ぜ
合
わ
せ
、
あ
る
い
は
な
に
か
を
加
え
、
混
ぜ
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
貨
幣
の
質
の
低
下
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
に
な
る
意
図
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

な
悪
意
か
ら
で
た
行
為
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
」

　
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
市
民
法
上
か
ら
み
て
も
法
務
官
法
上
か
ら
み
て
も
相
続
を
な
し
得
る
者
を
欠
い
た
相
続
財
産
は
不
帰
属
財
産

に
関
す
る
ユ
ー
リ
ウ
ス
法
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
は
最
終
的
に
は
「
国
民
の
も
と
に
納
め
ら
れ
た
」
が
、
か
れ
の
時
代
に
は
「
イ
ン
ペ
ラ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ロ
ア
ツ
ト
ニ
ー
ヌ
ス
（
1
ー
カ
ラ
カ
ラ
帝
）
の
勅
法
に
基
づ
い
て
全
て
の
不
帰
属
財
産
は
フ
ィ
ス
ク
ス
に
帰
属
す
る
」
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
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⑰

か
れ
の
伝
え
る
こ
の
事
実
（
と
合
う
よ
り
は
む
し
ろ
こ
の
事
実
を
氷
山
の
一
角
と
す
る
多
く
の
こ
の
種
の
事
実
）
も
ま
た
フ
ィ
ス
ク
ス
を
公
金
を
収
め
た

公
け
の
直
示
と
し
て
把
え
る
か
れ
の
こ
の
よ
う
な
理
解
の
根
拠
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
と
岡
時
に
、
ウ
ル
ピ
ァ
ー
ヌ

ス
に
と
っ
て
は
、
公
け
の
も
の
と
は
ロ
；
マ
国
民
に
帰
属
す
る
も
の
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
「
都
市
の
財
産
は
『
破
け
の
も
の
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓼

と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
適
切
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ロ
ー
マ
島
民
の
も
の
だ
け
が
公
け
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
」

　
フ
ィ
ス
ク
ス
の
バ
ト
リ
モ
…
ニ
ウ
ム
に
含
ま
れ
る
場
所
は
こ
の
よ
う
に
「
厳
密
に
法
的
に
言
え
ば
」
明
ら
か
に
公
け
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
「
事
実
上
」
元
首
と
い
う
個
人
に
帰
属
し
た
が
故
に
・
ー
マ
国
民
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
何
故

な
ら
フ
ィ
ス
ク
ス
の
も
の
は
プ
リ
ー
ン
ケ
プ
ス
に
帰
属
す
る
『
私
の
も
の
』
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
扁
と
い
う
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
問
題

の
語
句
は
こ
の
よ
う
な
脈
絡
の
な
か
で
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ス
ク
ス
が
元
首
の
私
財
で
あ
っ
た
な

ら
ば
、
公
け
の
場
所
及
び
公
道
を
対
象
と
し
た
特
示
命
令
が
フ
ィ
ス
ク
ス
に
適
用
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
関
心
は
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
に
は

生
ま
れ
な
か
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
エ
リ
ア
ー
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
指
摘
と
か
れ
の
読
み
方
は
こ
の
意
味
で
正
し
い
。

　
オ
レ
ス
タ
ー
ノ
は
、
ア
ソ
ト
ニ
…
ヌ
ス
朝
代
の
法
学
者
ガ
イ
ウ
ス
の
「
泣
け
の
も
の
は
誰
の
財
産
に
も
属
さ
な
い
と
み
な
さ
れ
る
、
何
故
な

ら
そ
れ
は
全
体
（
蝦
降
一
く
O
肖
Q
ゆ
一
二
9
ω
）
の
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
私
の
も
の
と
は
個
々
人
に
帰
属
す
る
も

　
　
　
⑲

の
で
あ
る
」
と
い
う
公
－
私
の
定
義
に
即
し
て
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
問
題
の
語
句
の
解
釈
を
試
み
て
、
フ
ィ
ス
ク
ス
の
も
の
は
、
全
体
に
で
は

な
く
元
首
に
直
接
帰
属
し
て
い
た
が
故
に
「
公
け
の
も
の
」
で
は
あ
り
得
ず
、
ま
た
、
元
首
は
私
人
と
し
て
の
個
人
で
は
な
か
っ
た
が
故
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
私
の
も
の
」
で
も
な
か
っ
た
と
論
じ
て
い
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
今
見
た
よ
う
に
、
法
理
論
の
上
で
の
整
合
性
は
と
も
か
く
と
し
て
ロ
ー

マ
国
民
（
ガ
イ
ウ
ス
の
用
語
で
雷
え
ば
、
「
全
体
」
）
に
は
帰
属
し
な
い
公
け
の
も
の
と
い
う
の
が
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
理
解
す
る
フ
ィ
ス
ク
ス
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
り
、
他
方
、
元
首
は
私
人
で
は
な
い
と
明
示
的
に
説
く
法
学
説
も
ま
た
知
ら
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
プ
リ
ー
ソ
ケ
プ

ス
は
法
か
ら
自
由
で
あ
る
。
ア
ウ
グ
ス
タ
は
法
か
ら
自
由
で
は
な
い
が
、
プ
リ
ー
ン
ケ
プ
ス
は
自
身
が
有
し
て
い
る
の
と
同
じ
特
権
を
こ
れ
に

　
　
　
⑳

分
与
す
る
。
」
広
く
人
口
に
謄
沖
し
て
い
る
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
こ
の
有
名
な
法
文
も
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
独
身
老
と
子
供
の
い
な
い
者
に
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つ
い
て
は
相
続
財
産
取
得
能
力
を
認
め
な
か
っ
た
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
代
の
婚
姻
立
法
（
ユ
ー
リ
ウ
ス
ー
パ
ー
ピ
ゥ
ス
法
）
の
定
め
る
個
別
規
定
か

　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ら
の
自
由
を
意
味
し
、
元
首
の
私
法
一
般
か
ら
の
自
由
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
逆
に
、
「
遺
言
書
は
、
イ
ン
ペ
ラ
ー
ト
ル
が
相
続
人
に
指
定

さ
れ
て
い
る
場
合
も
、
不
倫
な
も
の
と
な
し
得
る
。
何
故
な
ら
、
法
を
定
め
る
老
は
、
そ
れ
と
等
し
い
威
厳
を
持
っ
て
、
法
に
従
う
こ
と
が
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
説
く
パ
ウ
ル
ス
の
法
文
は
、
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
が
伝
え
る
よ
う
な
個
別
の
法
規
定
に
つ
い
て
の
適

用
免
除
の
特
権
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
元
首
が
法
を
越
え
る
存
在
ま
で
に
は
い
た
つ
て
い
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
帝
政
期
の
全

期
間
を
通
じ
て
恐
ら
く
こ
の
事
情
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
「
厳
密
に
国
法
的
意
味
に
お
い
て
」
元
首
は
私
人
で
あ
り
、
私
法
の
規
定
に
よ
っ
て

　
　
　
　
⑳
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

拘
束
さ
れ
た
。
元
首
に
直
接
帰
属
し
た
フ
ィ
ス
ク
ス
が
大
勢
と
し
て
は
私
法
の
適
用
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。

　
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
フ
ィ
ス
ク
ス
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
G
・
ユ
ロ
ス
デ
ィ
は
ひ
と
つ
の
両

性
具
有
的
存
在
と
評
し
て
い
る
が
、
か
れ
の
こ
の
評
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
ロ
ー
マ
国
民
に
は
帰
属
せ
ず
、
（
元
首
と
い

う
）
個
人
に
帰
属
す
る
国
庫
と
し
て
の
フ
ィ
ス
ク
ス
は
国
法
的
視
点
か
ら
は
定
か
に
は
把
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
公
と
私
の
二

面
性
を
合
わ
せ
持
つ
公
私
の
ア
マ
ル
ガ
ム
と
し
て
、
そ
の
存
在
自
体
が
ひ
と
つ
の
形
容
矛
盾
で
あ
っ
た
。
法
文
書
に
お
い
て
、
フ
ィ
ス
ク
ス
が
、

あ
る
場
合
に
は
私
人
の
地
位
を
継
承
し
得
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
場
合
に
は
私
人
と
は
異
な
り
そ
れ
と
は
対
立
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
所
以
が
こ
こ
に
あ
る
。

　
　
　
フ
ィ
ス
ク
ス
は
自
ら
が
か
か
わ
っ
た
契
約
に
基
づ
い
て
利
息
を
支
払
う
こ
と
は
な
い
が
、
自
ら
は
徴
収
す
る
。
例
え
ば
、
金
銭
納
入
に

　
、
遅
滞
し
た
公
衆
便
所
請
負
人
及
び
税
の
納
付
者
か
ら
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
。
し
か
し
、
私
人
の
地
位
を
継
承
し
た
場
合
に
は
、
フ
ィ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
ク
ス
も
ま
た
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
パ
ウ
ル
ス
）
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特
に
都
市
（
レ
ー
ス
ー
プ
ー
ブ
リ
カ
）
が
担
保
を
受
け
取
っ
た
場
合
に
は
、
後
に
な
っ
て
債
務
者
が
フ
ィ
ス
ク
ス
に
た
い
し
て
負
債
を
負
う

こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
都
市
が
フ
ィ
ス
ク
ス
に
優
先
す
る
と
言
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
こ
の
場
合
も
私
人
が
優
先
さ
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黷
驍
ｩ
ら
で
あ
る
。
（
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
）

①
o
旨
8
幽
P
ご
冒
や
〉
馨
。
串
一
二
ω
〉
．
＆
Ω
藁
蕎
§
戸
O
。
躍
ω
凱
葺
ぎ

　
ρ
爵
昌
諺
澹
。
。
窪
銘
學
。
窯
帥
爵
葺
ω
オ
。
鷲
顕
雷
臥
ぐ
。
ゆ
ω
。
p
罫
夢

　
。
焦
薯
ヨ
ρ
野
送
雷
建
。
葺
℃
③
8
三
甘
く
・
＝
＆
暑
く
①
ξ
岱
〈
2
留
二
p
ゆ
旨
三
異

　
㊤
。
ぎ
器
日
賞
ρ
9
岱
ま
α
費
同
欝
凶
器
欝
。
。
・
⑦
葺
①
蓬
器
凶
コ
℃
。
8
三
器
8
7

　
筆
管
巴
p
ω
℃
①
き
話
α
q
。
窪
「
①
℃
o
讐
。
H
，
界

②
霞
。
ヨ
霧
①
p
冨
‘
§
ミ
‘
o
。
’
8
ρ
雪
幹
。
。
旧
切
凄
量
男
〉
．
b
。
や
葺
．
㌧

　
や
Q
。
9
戸
Φ
メ
な
お
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
カ
ラ
カ
ラ
帝
の
こ
の
勅
書
の
中
に
フ

　
　
ィ
ス
ク
ス
の
性
格
の
公
的
な
も
の
へ
の
変
容
を
読
み
取
り
な
が
ら
、
フ
ィ
ス
ク
ス

　
　
を
元
首
の
私
財
で
あ
っ
た
と
論
じ
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
時
代

　
　
の
史
料
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
を
引
用
す
る
モ
ム
ゼ
ン
の
立
論

　
　
は
、
史
料
操
作
の
う
え
で
大
い
に
問
題
が
あ
る
。
自
身
の
フ
ィ
ス
ク
ス
理
解
の
根

　
拠
と
し
て
モ
ム
ゼ
ン
は
む
し
ろ
（
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
で
は
な
く
）
セ
ネ
カ
（
『
恩
葱

　
論
』
七
、
六
、
色
差
本
稿
二
の
註
⑳
参
照
）
を
引
用
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
ヒ

　
　
ル
シ
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。
日
戸
“
ご

　
　
ヨ
㌶
。
ぎ
く
ぎ
7
。
賢
偽
．
帖
、
．
も
誌
Φ
．
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⑳
門
門
魯
。
く
ぎ
7
b
ロ
．
”
愚
．
儀
賎
馬
こ
や
ま
“
阜
α
σ
q
歯
腔
O
「
い
装
。
。
窪
ω
（
℃
置
く
無
3
畠
－

　
島
。
ε
し
貸
肉
郵
9
§
卜
㌧
H
O
㌧
一
り
ま
㌧
ω
噂
笛
漣
凸
5
。
朝
．
㌧

⑭
　
芒
建
‘
ψ
卜
ρ
卜
。
心
．

⑳
　
勺
二
二
唱
ω
℃
U
粛
，
b
。
ひ
。
℃
押
ミ
”
α
（
い
管
，
o
ω
ヨ
σ
q
三
9
覧
島
。
蕊
長
ω
）
”
霊
。
降
2
ω
賃

。降

ﾌ
。
陰
8
三
霞
9
害
器
霧
口
吋
霧
郡
。
呂
律
㊤
r
。
陰
a
首
乙
α
o
㊤
o
皇
℃
津
”
三
。
。
〇
一
①
跨
p

　
h
o
容
碧
凱
ρ
ρ
蝕
3
a
貯
る
α
℃
o
o
島
覧
僻
ヨ
貯
｛
o
『
皆
μ
ρ
津
⑳
ヨ
。
×
く
①
o
賦
σ
q
p
鼠
σ
器
℃

　
o
賃
ヨ
餌
信
8
ヨ
貯
μ
0
8
　
℃
鼠
く
即
θ
一
。
・
郎
0
8
ω
ω
【
ρ
o
甑
斜
§
　
自
震
o
m
o
一
ゆ
P
　
9
こ

四

　
9
葺
き
昼
望
σ
q
‘
お
や
＝
」
ρ
O
農
聾
欝
ε
ω
、
臣
σ
q
‘
心
P
置
層
。
。
”
ご
⇔
8
σ
q
塾

　
O
こ
。
℃
．
o
凶
f
ω
■
b
o
b
Ω
メ

⑳
¢
豆
餌
妻
ρ
9
σ
q
．
邸
ρ
幽
”
。
。
（
夢
δ
。
・
。
冥
ぎ
。
象
ω
℃
暮
帥
賦
9
毎
日
）
”
6
。
一

　
で
茜
髭
。
。
老
g
凶
p
一
跨
豊
強
ω
℃
嬉
σ
凱
8
霧
8
隠
二
ρ
a
o
①
＆
ニ
旨
旨
け
冥
器
閉
2
鼠

　
＄
旨
瀞
8
0
①
σ
2
0
”
。
弓
一
℃
o
⑳
け
口
留
8
α
①
σ
津
。
噌
0
9
一
σ
q
舞
震
ω
霧
ρ
ρ
三
僧
雲

　
で
黒
く
9
無
箕
9
¢
一
叢
昌
艮
ξ
．

　
先
に
引
用
し
た
ス
エ
ト
ー
ニ
ゥ
ス
の
『
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
伝
』
の
記
事
は
、
既
に
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
帝
が
国
家
財
政
に
積
極
的
に
関
与
し

て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
同
時
に
、
国
家
財
政
の
実
務
に
携
わ
っ
て
い
た
の
が
か
れ
の
解
放
奴
隷
と
奴
隷
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
も
明

　
　
　
　
　
　
　
①

ら
か
に
し
て
く
れ
る
が
、
同
じ
く
、
セ
ゥ
ェ
ー
ル
ス
朝
代
の
史
家
カ
ヅ
シ
ゥ
ス
・
デ
ィ
オ
も
ま
た
前
二
七
年
の
薩
州
分
掌
に
と
も
な
い
ア
ウ
グ

ス
ト
ゥ
ス
帝
が
と
っ
た
処
置
に
つ
い
て
、
「
カ
イ
サ
ル
は
、
　
エ
ピ
ト
ロ
ポ
ス
（
公
け
の
税
を
微
収
し
、
か
つ
命
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
決

済
を
お
こ
な
う
聖
戦
の
こ
と
を
我
々
は
こ
う
呼
ぶ
の
だ
が
）
を
、
か
れ
自
身
の
属
州
は
も
と
よ
り
、
国
民
の
勢
州
を
も
含
め
た
全
て
の
碧
南
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

等
し
く
派
遣
し
た
。
か
れ
ら
は
騎
士
の
出
身
で
あ
り
、
ま
た
、
解
放
奴
隷
の
場
合
す
ら
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
デ
ィ
オ
の
こ
の
記
事
に
見

ら
れ
る
エ
ピ
ト
ロ
ボ
ス
と
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
本
来
は
主
と
し
て
財
務
管
理
の
任
に
あ
た
っ
た
私
人
と
し
て
の
個
人
の
私
的
代
理
人
を
意

味
す
る
ロ
ー
マ
私
法
上
の
述
語
で
あ
っ
た
プ
ロ
ク
ラ
ー
ト
ル
に
対
応
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
と
解
し
て
よ
く
、
従
っ
て
、
ふ
た
り
の
史
家
が
伝
え
て

い
る
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
帝
政
期
に
お
け
る
元
首
の
公
的
な
財
政
業
務
が
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
、
私
人
と
し
て
の
元
首
の
家
政
業
務
と
は

未
分
化
か
つ
不
分
明
な
か
た
ち
で
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
H
・
G
・
プ
…
ロ
ー
ム
の
ひ
そ
み
に
倣
っ
て
言
え
ば
、
園

家
の
財
政
業
務
と
い
う
公
的
業
務
が
、
元
首
の
目
か
ら
見
れ
ば
か
れ
の
私
的
な
使
用
人
で
し
が
な
か
っ
た
プ
ロ
ク
ラ
ー
ト
ル
に
よ
っ
て
担
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
と
い
う
「
奇
妙
な
事
態
」
、
こ
れ
が
後
に
フ
ィ
ス
ク
ス
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
帝
国
の
財
務
行
政
の
生
成
期
の
実
態
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
な
事
態
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
原
因
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
ブ
ラ
ン
ト
は
帝
政
初
期
に
お
け
る
国
家
財
政
の
元
首
の
バ
ト
リ

モ
…
ニ
ウ
ム
に
対
す
る
依
存
度
が
極
め
て
大
き
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、
財
務
行
政
の
実
務
に
通
じ
た
人
材
を
有
し
て
い
た
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

元
首
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
特
に
強
調
し
て
論
じ
て
い
る
。
か
れ
の
こ
の
指
摘
は
そ
れ
な
り
の
説
得
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
な
が
ら
、
旧
奴
隷
主
と
し
て
の
保
護
権
（
嚇
葺
。
冨
嘗
ω
）
、
あ
る
い
は
奴
隷
主
と
し
て
の
所
有
権
（
鷲
。
箕
箒
騨
ω
）
、
更
に
は
、
厳
密
に
法
的
に
言

え
ば
委
任
（
ヨ
き
畠
ε
日
）
行
為
、
等
を
媒
介
と
し
た
私
的
関
係
が
何
故
に
国
家
の
財
政
業
務
の
中
枢
に
ま
で
及
び
得
た
の
か
と
い
う
最
も
根
本

的
な
問
題
に
は
か
れ
は
充
分
に
は
答
え
て
い
な
い
。
フ
ィ
ス
ク
ス
が
帝
政
期
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
全
く
新
し
い
国
家
機
関
で
あ
っ
た
と
い
う
単

純
な
事
実
を
改
め
て
思
い
お
こ
す
必
要
が
あ
る
。

　
フ
ィ
ス
ク
ス
に
対
応
す
る
よ
う
な
、
国
家
の
財
務
行
政
を
専
門
と
す
る
公
的
機
関
と
組
織
は
共
和
前
期
の
ロ
ー
マ
で
は
知
ら
れ
て
は
い
な
か

っ
た
。
法
概
念
の
う
え
で
は
、
フ
ィ
ス
ク
ス
と
対
に
な
る
の
は
ア
エ
ラ
ー
リ
ゥ
ム
で
は
な
く
ロ
ー
マ
国
民
（
弓
。
℃
三
ロ
ω
切
。
ヨ
⇔
言
の
）
で
あ
る
と
S
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ボ
ッ
ラ
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
共
和
歯
冠
以
来
の
ロ
ー
マ
国
民
の
国
庫
と
し
て
し
ば
し
ば
、
フ
ィ
ス
ク
ス
と
対
比
さ
れ
る
ア
エ
ラ
ー
リ
ウ
ム

（
曽
O
吋
簿
目
一
¢
肖
P
　
Q
D
僻
目
郁
円
昌
一
）
も
、
共
和
政
期
に
あ
っ
て
は
、
直
戯
に
は
現
金
、
金
塊
、
諸
記
録
、
等
を
収
め
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
首
都
の
フ

ォ
ル
ム
に
あ
っ
た
財
宝
な
い
し
は
倉
庫
と
し
て
の
サ
ー
ト
ゥ
ル
ヌ
ス
神
殿
を
意
味
し
、
フ
ィ
ス
ク
ス
の
語
が
獲
得
し
た
よ
う
な
財
務
行
政
を
掌

る
国
家
機
構
の
一
部
門
と
し
て
の
「
国
庫
」
の
意
味
を
基
本
的
に
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
、
例
え
ば
デ
ー
マ
ル
テ
ィ

ー
ノ
は
、
ア
エ
ラ
ー
リ
ゥ
ム
と
フ
ィ
ス
ク
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
前
二
七
年
の
属
州
分
掌
が
前
期
帝
政
期
に
お
け
る
国
家
財
政
の
二
元
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
と
論
じ
て
い
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
両
者
の
関
係
は
こ
の
よ
う
な
国
家
財
政
の
分
担
管
理
、
分
担
運
営
と
い
う
理

解
と
は
原
理
的
に
無
縁
な
も
の
で
あ
っ
た
。
既
述
ス
エ
ト
ー
ニ
ゥ
ス
に
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
ア
エ
ラ
…
リ
ウ
ム
と
フ
ィ
ス
ク
ス
と
の
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

財
政
の
二
元
性
と
い
う
理
解
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
元
首
の
統
轄
す
る
財
務
行
政
の
総
体
が
フ
ィ
ス
ク
ス
と
い
う
言
葉
で
意
識
さ
れ
、

理
解
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
国
家
の
財
務
行
政
を
掌
る
「
国
庫
」
と
し
て
の
ア
エ
ラ
ー
リ
ウ
ム
理
解
が
先
行
し
て
い
た
の

で
は
な
い
。
フ
ィ
ス
ク
ス
が
ア
エ
ラ
ー
リ
ウ
ム
と
「
併
存
」
し
得
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
り
、
前
期
帝
政
期
を
通
じ
て
、
漸
次
、
国
家
収
益
の
全
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⑧

て
が
、
か
つ
て
は
国
民
に
（
却
ち
、
ア
エ
ラ
ー
リ
ゥ
ム
に
）
帰
属
し
た
収
益
も
含
め
て
、
フ
ィ
ス
ク
ス
へ
と
集
中
し
て
い
っ
た
埋
由
も
ま
た
こ
こ
に

あ
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
国
家
財
政
の
管
理
運
営
に
乗
り
出
し
た
時
、
か
れ
は
こ
の
た
め
の
権
限
を
ロ
ー
マ
国
民
か
ら
委
託
さ
れ
た
わ
け
で
も
、

纂
施
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
（
ま
し
て
や
、
か
れ
が
征
服
し
た
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
エ
ジ
プ
ト
の
王
の
よ
う
に
、
か
れ
自
身
が
国
家
と
な
っ
た
わ
け
で
も

な
か
っ
た
。
）
後
に
フ
ィ
ス
ク
ス
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
場
所
は
こ
の
よ
う
に
国
欄
の
上
で
の
事
実
上
の
空
白
地
帯
と
な
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
こ
の
こ
と
故
に
、
国
家
財
政
に
対
す
る
か
れ
の
権
限
は
、
法
理
論
の
上
で
は
公
1
私
の
い
ず
れ
と
も
性
格
づ
け
る

こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
か
れ
が
、
国
家
の
財
政
行
務
の
実
務
担
当
者
と
し
て
、
共
和
政
的
意
味
で
の
公
職
者
で
は
な
く
、
自
分
の

「
私
的
使
用
人
偏
を
起
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
所
以
が
こ
こ
に
あ
り
、
ブ
ラ
ン
ト
の
指
摘
す
る
実
際
的
な
理
由
も
ま
た
こ
の
こ
と
に
よ
り
一
層

の
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
か
れ
は
共
和
政
的
国
々
の
か
た
わ
ら
に
、
そ
れ
と
は
併
存
す
る
か
た
ち
で
自
ら

の
統
轄
す
る
財
務
行
政
組
織
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
フ
ィ
ス
ク
ス
の
起
源
で
あ
っ
た
。
後
代
の
法
学
老
の
書
き
残
し
た
法

文
か
ら
轍
、
ウ
ル
ピ
ア
ー
ヌ
ス
の
も
の
も
含
め
て
、
曳
け
の
も
の
が
元
首
に
帰
属
す
る
こ
と
の
法
的
根
拠
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
事
実
も
ま
た
フ
ィ
ス
ク
ス
の
こ
の
よ
う
な
生
成
事
情
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
R
・
サ
イ
ム
は
前
二
三
年
に
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
元
老
院
か
ら
付
与
さ
れ
た
終
身
の
護
民
官
職
権
及
び
上
級
の
プ
ロ
コ
ー
ン
ス
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

命
令
権
が
真
の
「
帝
権
の
秘
密
」
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
確
か
に
、
極
め
て
異
例
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
大
権
は
と
も
か
く

も
国
法
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
権
力
に
合
法
的
な
装
い
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
に
「
帝
権
の
秘
密
」

を
み
る
サ
イ
ム
の
見
解
に
は
必
ず
し
も
左
担
で
き
な
い
。
G
・
ユ
ロ
ス
デ
ィ
に
な
ら
っ
て
言
え
ば
、
元
首
権
力
の
真
の
そ
し
て
根
源
的
な
基
盤

と
な
っ
た
も
の
は
、
元
首
に
帰
属
す
る
國
庫
と
し
て
の
フ
ィ
ス
ク
ス
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
恐
ら
く
は
こ
れ
と
同
様
の
性
格
を
持
つ
「
カ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

サ
ル
の
軍
隊
」
と
し
て
の
帝
国
常
備
軍
で
あ
っ
た
。
真
の
門
帝
権
の
秘
密
」
は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
　
前
掲
、
木
稿
二
霰
⑩
を
参
照
の
こ
と
。

②
　
U
剛
ρ
窃
も
。
、
一
9
ω
．
　
な
お
、
デ
ィ
オ
の
こ
の
記
事
及
び
帝
政
初
期
に
お
け
る
元
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首
の
ヅ
ロ
ク
ラ
ー
ト
ル
（
デ
ィ
オ
の
言
う
エ
ピ
ト
ロ
ポ
ス
）
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

　
「
属
州
カ
ッ
パ
ド
キ
ァ
の
成
立
－
元
首
直
轄
州
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て
一
」
『
正
流
』

　
（
北
海
道
教
育
大
学
史
学
会
）
二
四
号
（
一
九
八
三
年
）
～
～
三
六
頁
を
参
照
の

　
こ
と
。

③
。
h
‘
℃
幽
き
量
¢
■
一
O
こ
ト
塁
、
さ
簑
ミ
§
下
直
蕊
待
ミ
ミ
ー
顛
尋
譜

　
物
。
ミ
蕊
§
℃
9
昌
。
。
M
一
㊤
窃
O
地
や
㊤
・
前
掲
、
本
稿
二
謎
⑪
の
ス
ェ
ト
ー
ニ
ゥ
ス
の
記

　
瑛
も
あ
わ
せ
て
参
照
の
こ
と
。

④
b
d
諺
馨
”
勺
。
〉
‘
o
℃
．
溶
け
‘
勺
。
誤
ひ
。
。
◎
。
．
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The　Problem　of　Xianbei　Military　Othcials

　　　　　during　the　Northern　Dynasties

by

OsABE　Yoshihiro

　　At　the　end　of　the　fifth　century，　Emperor　Xiaowen　of　the　Northern　Wei

dynasty　carried　out　a　series　of　policies　to　unite　the　Xianbei　and　Han

Chinese　people　under　one　cuiture　and　one　set　of　institutions　derived　from

China．　This　program　was　carried　out　by　ranking　some　of　tke　Xianbei

families　as　aristocrats　corresponding　to　the　Chinese　ones，　and　at　the　same

time　by　cornpe1iing　the　Xianbei　people　to　accept　the　Chinese　language，

clothes，　and　names．　However，　there　is　no　way　that　all　of　the　Xianbei

could　have　accepted　Chinese　culture　perfectly　in　a　short　period　of　time．

A　number　of　the　Xianbei　oMcials　created　disturbances　in　local　administra－

tion　during　the　period　from　the　Northern　Wei　to　the　Sui　through　their

ignorance　of　Chinese　culture．　After　the　unification　of　China　by　the　Sui

dynasty　in　589，　China　enjoyed　peace　for　the　entire　period　up　to　755

except　for　a　brief　interlude　between　the　Sui　and　Tang．　Xianbei　soldiers

had　fewer　chances　to　demonstrate　their　talent　in　peacetime　than　in

wartime．　1　postulate　that　as　a　resuk　maRy　of　them　directed　tlteir

efforts　towards　becoming　learned　oMcials　instead．　Therefore　this　study

explores　the　process　of　their　acceptance　of　Chinese　culture　from　the

Northern　Wei　to　the　Tang．

On　the　Legal　Character　of　the　Fiscus　and　the

　　　　　　　　　Principes　in　the　Principiate

by

YoNETA　Toshihiro

　The　Severan　jurist　Ulpian　states　that　the　interdiction　concerning　public

places　does　not　apply　to　those　places　which　belong　to　the　Fiscus，　i．e．　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（144）



imperial　treasury，　on　the　grounds　that　the　property　of　the　Fiscus　is，　as

it　were，　（quasi一）private　property　of　the　Princeps　（Dig．，　43，8，　2，　4＞．　This

statement　clearly　shows　Ulpian’s　understanding　of　the　Fiscus，　namely，

that　the　properties　of　the　Fiscus　are　public　ones　of　which　the　Princeps　as

a　private　individual　is　in　absolute　control．

　　After　a　brief　survey　of　the　historical　process　of　the　Fiscus　as　imperial

treasury，　this　paper　attempts　to　show　．that　this　dual　character　of　the

Fiscus　is　due　to　the　character　of　the　Princeps’s　control　over　the　finances

of　．the　state，　which　can　not　be　in　strict　law　characterized　as　public　or　as

prlvate．
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