
南
川
高
志
著

『
ロ
ー
マ
皇
帝
と
そ
の
時
代
一
元
首
政
期

ロ
ー
マ
帝
［
寄
々
治
史
の
研
究
一
』

米
　
田
　
利
　
浩

　
著
者
の
南
川
氏
は
、
八
二
年
に
皇
帝
セ
プ
テ
ィ
ミ
ゥ
ス
・
セ
ゥ
ェ
ー
ル
ス

に
関
す
る
論
稿
を
初
め
て
公
に
し
て
以
来
、
元
首
政
期
の
ロ
ー
マ
帝
政
史
を

論
じ
る
場
合
に
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
そ
の
意
味
で
オ
ー
ソ
ド
ク

ス
な
と
雷
っ
て
よ
い
、
多
く
の
重
要
課
題
と
取
り
組
み
、
個
別
研
究
を
積
み

重
ね
る
形
で
、
こ
の
時
代
の
政
治
史
を
大
き
く
書
き
換
え
て
き
た
。
本
書
は
、

こ
の
聞
に
発
表
さ
れ
た
＝
編
の
論
文
を
、
個
別
論
文
の
形
で
は
必
ず
し
も

鮮
明
に
は
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
氏
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
元
首
政

理
解
の
構
図
の
な
か
で
、
再
編
成
し
た
、
二
六
〇
年
余
に
及
ぶ
元
首
政
期
ロ

ー
マ
帝
国
政
治
史
に
晒
す
る
、
　
一
貫
し
た
構
想
と
分
析
視
角
と
に
貫
か
れ
た
、

欧
米
学
界
に
も
類
例
を
見
な
い
記
念
碑
的
な
労
作
で
あ
る
。

　
本
書
を
｝
貫
す
る
テ
ー
マ
は
、
皇
帝
（
一
元
首
）
と
元
老
院
議
員
で
あ
る
。

し
か
し
、
新
た
に
書
き
お
ろ
さ
れ
た
序
論
か
ら
も
関
ら
か
な
よ
う
に
、
氏
に

あ
っ
て
は
、
こ
の
ふ
た
つ
は
、
こ
れ
ま
で
の
内
外
の
元
首
政
研
究
の
暗
黙
の

前
提
と
な
っ
て
い
た
理
解
と
は
異
な
り
、
独
自
の
論
理
を
有
す
る
互
い
に
異

な
っ
た
存
在
と
し
て
は
捉
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
「
元
首
政
の
実
際
は
『
皇

帝
と
元
老
院
議
員
』
と
の
共
同
統
治
で
あ
っ
た
」
（
一
九
頁
）
と
す
る
の
が
氏

の
基
本
的
立
場
で
あ
り
、
こ
う
し
て
、
元
蓄
政
は
「
皇
帝
を
政
治
支
配
圏
た

る
元
老
院
議
員
身
分
層
の
内
に
含
め
た
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
」
と
し
て
構
想

さ
れ
（
四
九
頁
）
、
元
首
一
期
の
政
治
の
実
態
は
、
哲
学
的
理
念
や
政
治
イ

デ
オ
ロ
ー
と
い
っ
た
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
「
皇
帝
を
も
そ
の
内
に
含
ん
だ
」

（
二
〇
頁
）
、
六
〇
〇
名
の
元
老
院
議
員
集
団
内
部
の
そ
の
時
々
の
党
派
的
対

立
な
い
し
は
現
実
の
力
関
係
、
更
に
は
「
政
治
的
駆
け
引
き
」
（
三
五
三
頁
）

と
い
う
位
相
か
ら
説
き
明
か
さ
れ
る
と
と
も
に
、
元
酋
政
期
二
六
〇
年
の
政

治
史
の
展
開
過
程
の
具
体
相
が
、
こ
の
間
の
政
治
の
実
際
の
担
い
手
で
あ
っ

た
元
老
院
議
員
集
団
内
部
の
、
特
に
水
平
方
向
の
社
会
的
移
動
（
す
な
わ
ち
、

豆
州
出
身
者
の
元
老
院
へ
の
進
出
）
に
伴
う
不
断
の
構
造
的
変
化
を
通
じ
て

あ
と
づ
け
ら
れ
、
同
時
に
こ
の
よ
う
な
変
化
に
伴
う
か
れ
ら
の
意
識
、
価
値

観
、
「
生
き
が
い
」
（
一
〇
六
頁
）
の
変
容
に
つ
い
て
も
注
意
が
向
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
解
釈
と
構
想
を
支
え
る
研
究
手
法
に
つ
い
て
、
南
川
氏
は
欧

米
の
プ
μ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
研
究
の
成
果
を
「
動
態
的
な
政
治
史
の
中
に
位

置
づ
け
て
議
論
す
る
」
（
四
四
二
頁
）
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
氏

の
こ
の
手
法
は
、
特
に
、
五
賢
帝
隠
代
を
論
じ
た
本
書
の
白
眉
と
も
い
う
べ

き
第
二
部
の
諸
書
に
お
い
て
見
事
な
ま
で
に
生
か
さ
れ
て
い
る
が
、
総
じ
て
、

こ
の
手
法
を
駆
使
し
つ
つ
、
政
治
を
単
に
政
策
や
統
治
機
構
の
問
題
だ
け
に

止
め
る
こ
と
な
く
、
政
治
に
関
わ
る
人
々
の
日
常
の
レ
ヴ
ェ
ル
、
意
識
の
レ

ヴ
ェ
ル
に
ま
で
降
り
立
っ
て
考
察
し
て
い
く
（
二
二
、
二
七
頁
）
と
い
う
氏

の
目
指
す
政
治
史
研
究
が
切
り
開
い
た
新
た
な
地
平
と
更
な
る
可
能
性
と
を

提
示
し
た
書
と
し
て
、
本
書
は
測
り
知
れ
な
い
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。

　
以
下
、
氏
の
元
首
政
理
解
の
構
図
と
構
想
と
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
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評露

に
意
を
用
い
て
本
書
の
内
容
の
概
略
を
た
ど
り
な
が
ら
、
民
と
は
若
干
異
な

っ
た
視
角
か
ら
元
首
政
期
を
眺
め
て
い
る
評
者
の
意
見
と
感
想
を
述
べ
て
み

た
い
。

　
ま
ず
本
書
の
構
成
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
著
老
の
構
想
が
端
的
に
示
さ

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
各
都
の
表
魎
に
見
ら
れ

る
「
社
会
構
造
」
、
「
社
会
変
動
」
の
雷
葉
は
、
よ
り
直
戯
に
は
、
《
暮
。
目
ρ
償
o

o
a
◎
》
で
は
な
く
悪
騒
ロ
。
。
o
a
O
》
と
し
て
氏
が
把
え
る
政
治
支
配
層
と
し
て

の
元
老
院
議
員
身
分
層
の
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

　
序
論
　
ロ
ー
マ
皇
帝
政
治
と
は
何
か

　
第
一
部
　
皇
帝
政
治
の
進
展
と
社
会
構
造
の
特
質
－
紀
元
一
世
紀
の
ロ

　
　
　
　
ー
マ
帝
国
ー
ー

第
一
章
　
皇
帝
政
治
の
進
展
と
政
治
思
潮
の
様
態

第
二
章
　
皇
帝
権
力
の
確
立
と
反
皇
帝
行
動
の
本
質

第
三
章
　
ロ
ー
マ
社
会
の
特
質
と
政
治
支
配
層
の
実
態

　
第
二
部
　
皇
帝
政
治
の
安
定
と
社
会
変
動
の
進
展
－
紀
元
二
世
紀
の
ロ

　
　
　
　
ー
マ
帝
国
1
一

第
一
章
　
聖
賢
帝
時
代
開
幕
の
真
相

第
二
章
　
皇
帝
政
治
安
定
の
真
因

第
三
章
　
皇
帝
位
継
承
の
秘
密

　
第
三
部
　
社
会
構
造
の
変
動
と
皇
帝
政
治
の
変
貌
－
危
機
に
向
か
う
ロ

　
　
　
　
ー
マ
帝
国
一

第
一
章
　
対
外
的
危
機
と
政
治
支
配
層
の
変
容

第
二
章
　
皇
帝
政
治
の
「
伝
統
」
と
そ
の
破
綻

第
三
章
　
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
と
し
て
の
豊
帝
政
治
の
終
焉

　
結
語
　
ロ
ー
”
、
元
首
政
の
本
質
と
専
制
君
主
政
へ
の
道

二

　
三
章
か
ら
な
る
本
書
の
第
一
部
で
は
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
か
ら
フ
ラ
ウ
ィ

ウ
ス
朝
代
の
聖
帝
に
い
た
る
ま
で
の
時
代
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま

ず
、
共
和
政
か
ら
元
首
政
へ
の
移
行
と
い
う
政
治
的
変
革
期
で
あ
っ
た
こ
の

時
代
に
お
け
る
政
治
軍
政
層
の
意
識
の
変
化
が
「
自
由
」
を
鞠
と
し
て
検
討

さ
れ
る
。
本
来
、
王
政
や
専
制
政
治
に
対
置
さ
れ
る
概
念
と
し
て
形
成
さ
れ

た
共
和
政
時
代
の
か
れ
ら
の
貴
族
主
義
的
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の

「
自
由
」
が
、
皇
帝
の
存
在
が
次
第
に
自
明
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
に
対

し
て
共
和
政
は
駆
虫
の
記
憶
に
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
の
蛙
軍
の
現
実
の
政

治
的
環
境
の
な
か
で
、
ま
た
、
特
に
、
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
朝
代
に
、
ロ
ー
マ
古

来
の
政
治
的
伝
統
と
は
無
縁
の
地
方
出
身
者
が
中
央
政
界
に
進
出
し
、
新
し

い
政
治
支
配
層
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
に
伴
っ
て
、
次
第
に
空
疎
な
も

の
と
な
り
、
政
治
参
加
と
い
う
実
際
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
な
く
、
悪
し
き
権
力

者
に
毅
然
と
し
た
態
度
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
反
骨
「
姿
勢
」
に
お

い
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
過
程
が
概
観
さ
れ
る
。

「
皇
帝
政
治
」
が
共
和
政
時
代
の
貴
族
に
よ
る
政
治
指
灘
体
制
を
受
け
継
ぎ
、

そ
の
理
念
的
な
枠
の
中
に
存
在
し
続
け
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
と

し
て
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
以
降
の
諸
帝
に
よ
っ
て
も
「
自
由
」
が
称
揚
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
注
意
が
促
さ
れ
る
。
し
か
し
、
皇
帝
に
よ
っ
て
標

榜
さ
れ
た
「
自
由
」
も
ま
た
全
帝
国
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
政
治
支
配
層
の
再
編
に

伴
い
、
そ
の
持
つ
意
味
は
変
化
し
て
い
っ
た
（
第
一
章
）
。

　
続
く
第
二
章
で
は
、
こ
の
政
治
支
配
層
の
変
容
に
伴
う
政
治
思
潮
の
変
化

と
い
う
相
の
下
で
、
ネ
ロ
帝
末
期
か
ら
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
朝
代
に
か
け
て
の
皇

帝
に
よ
る
弾
圧
を
ひ
き
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
哲
学
者
に
よ
る
一
連
の
反
皇
帝
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行
動
の
持
つ
意
味
が
論
じ
ら
れ
る
。
首
都
ロ
ー
マ
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
首

都
を
離
れ
た
地
方
に
ロ
…
マ
古
来
の
素
朴
で
謹
厳
な
気
風
が
保
た
れ
て
い
た

と
い
う
タ
キ
ト
ゥ
ス
や
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
証
言
を
踏
ま
え
て
、
「
支
配
階
層

の
移
動
に
伴
っ
て
ロ
…
マ
の
中
央
政
治
の
舞
台
を
包
み
込
む
環
境
に
持
ち
込

ま
れ
た
、
（
こ
の
）
ロ
ー
マ
古
来
の
気
風
、
そ
し
て
そ
こ
で
醸
成
さ
れ
た
謹

厳
さ
と
保
守
主
義
が
政
治
の
現
実
に
批
判
と
な
っ
て
現
れ
た
」
（
七
七
頁
）

の
が
こ
の
反
皇
帝
行
動
の
本
質
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
氏
の
結
論
で
あ
る
が
、

同
時
に
、
こ
こ
で
は
こ
の
一
堂
の
事
件
に
つ
い
て
の
通
説
的
理
解
へ
の
批
判

を
通
じ
て
、
理
想
や
理
念
で
政
治
を
説
明
す
る
こ
と
を
避
け
る
と
い
う
先
に

紹
介
し
た
氏
の
基
本
的
視
座
も
ま
た
あ
ら
た
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

氏
の
こ
の
視
座
は
後
に
『
五
畜
帝
誌
代
』
の
『
養
子
縁
組
制
度
』
に
つ
い
て

論
じ
る
な
か
で
よ
り
明
確
な
形
で
貫
か
れ
（
第
二
部
）
、
例
え
ば
、
「
ロ
ー
マ

帝
国
の
政
治
的
発
展
や
安
定
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
的
・
理
念
的
政
体
論
な

ど
に
基
づ
く
説
開
で
納
得
さ
れ
る
以
前
に
、
帝
国
そ
の
も
の
の
政
治
的
・
社

会
的
現
実
に
則
し
て
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
氏
の
主
張
と
な
っ

て
現
れ
て
い
る
（
一
七
七
頁
）
。

　
第
三
章
で
は
、
直
接
に
は
第
二
章
で
の
議
論
を
補
強
す
る
目
的
で
政
治
支

配
層
の
実
態
と
変
容
に
つ
い
て
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
議
論
は
、
既

に
紹
介
し
た
よ
う
な
氏
の
分
析
視
角
と
氏
の
描
く
構
想
の
妥
当
性
を
あ
ら
た

め
て
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
の
章
は
、
本
書
全
体
の

導
入
部
と
も
い
う
べ
き
性
格
も
有
し
て
い
る
。

　
ま
ず
氏
は
G
・
ア
ル
フ
ェ
ル
デ
ィ
の
周
知
の
ロ
ー
マ
祉
会
に
関
す
る
研
究

の
紹
介
を
通
じ
て
、
ロ
ー
マ
社
会
固
有
の
世
界
史
的
特
質
と
し
て
、
ア
リ
ス

ト
ク
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ
な
性
格
と
社
会
的
流
動
性
、
カ
ス
ト
化
し
て
は
い
な
い

社
会
構
成
、
こ
う
し
た
社
会
構
造
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
の
一
貫
し
た
（
都

市
国
家
時
代
か
ら
専
制
君
主
政
時
代
に
至
る
ま
で
の
）
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
テ
ィ

ー
と
い
う
政
治
シ
ス
テ
ム
と
そ
れ
を
支
え
る
宗
教
的
・
倫
理
的
・
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
座
標
系
の
存
在
と
を
あ
げ
る
。
つ
い
で
、
元
首
政
期
に
お
け
る
、
元

老
院
議
員
身
分
の
構
成
の
著
し
い
変
化
（
イ
タ
リ
ア
出
身
議
員
の
比
率
の
低

下
と
石
州
出
身
者
の
元
老
院
進
出
の
伸
張
）
が
、
先
行
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ

ー
研
究
の
整
理
を
通
し
て
、
略
述
さ
れ
た
後
、
こ
の
よ
う
な
変
化
の
中
で
新

し
く
中
央
政
界
に
進
出
し
て
い
っ
た
人
々
は
、
自
ら
が
家
系
的
伝
統
を
持
ち

得
な
か
っ
た
が
故
に
、
か
え
っ
て
ロ
ー
マ
古
来
の
政
治
的
伝
統
に
忠
実
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
央
政
界
に
お
け
る
そ
の
存
在
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
新
人
の
参
入
に
よ
っ
て
も
元
老
院
議
員

階
層
の
階
層
と
し
て
の
一
体
性
は
損
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
た
こ
と

が
、
史
家
タ
キ
ト
ゥ
ス
自
身
の
出
自
及
び
か
れ
の
史
書
を
例
に
あ
げ
る
こ
と

に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
元
老
院
議
員
階
層
の
一
体
性
”
「
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
は
、
「
皇
帝
政
治
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
整
う
に
つ
れ
て
」
、

か
つ
て
の
共
和
政
期
の
そ
れ
と
は
微
妙
に
変
化
し
て
い
く
。
「
か
れ
ら
は
（
依

然
と
し
て
）
政
治
の
直
接
的
な
撮
い
手
で
あ
り
続
け
た
け
れ
ど
も
、
共
和
学

期
の
如
く
に
元
老
院
を
中
心
と
し
て
積
極
的
に
政
治
に
身
を
投
じ
た
の
で
は

な
い
」
（
一
〇
七
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
元
老
院
議
員
の
「
生
き

が
い
」
は
共
和
政
期
と
同
じ
意
昧
で
の
ホ
モ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
し
て
生
き

る
こ
と
か
ら
「
元
老
院
議
員
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
生
活
を
す
る
こ
と
（
超
元

老
院
議
員
的
生
活
）
」
（
一
〇
七
頁
）
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
。

　
以
上
が
こ
の
章
の
要
約
で
あ
る
が
、
元
酋
政
期
を
通
じ
て
の
元
老
院
議
員

階
層
の
構
造
的
変
化
が
品
書
の
主
旋
律
を
な
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
元
老
院
議
員
の
意
識
な
い
し
は
価
値
観
の
変
化
と
も

い
う
べ
き
問
題
は
本
書
の
全
体
を
通
し
て
一
貫
し
て
流
れ
る
通
奏
低
音
と
な

126　（458）



評露

っ
て
い
る
こ
と
に
特
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
元

老
院
議
員
の
意
識
の
変
化
と
い
う
脈
絡
の
な
か
で
、
公
職
者
と
し
て
か
れ
ら

が
歩
む
経
歴
に
生
じ
た
分
化
に
氏
が
言
及
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

三

　
第
二
部
で
は
、
内
政
が
安
定
し
、
帝
国
が
最
盛
期
を
迎
え
た
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス

帝
代
を
中
心
と
し
た
五
聖
帝
時
代
が
扱
わ
れ
る
。
こ
の
時
代
に
お
け
る
、
プ

ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
…
研
究
を
介
し
た
、
元
老
院
議
員
の
国
政
（
帝
国
統
治
）

参
加
の
実
態
一
（
皇
帝
の
政
策
と
し
て
と
ら
え
る
な
ら
ば
）
元
老
院
議
員
登

用
の
実
態
の
分
析
を
通
じ
て
五
賢
帝
時
代
の
政
治
を
挙
国
す
る
こ
と
が
こ
の

第
二
部
の
直
接
の
課
題
で
あ
り
、
従
っ
て
、
あ
の
周
知
の
『
養
子
豊
帝
制
』

と
『
皇
帝
と
元
老
院
と
の
協
調
』
と
い
う
ふ
た
つ
の
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
の
氏

の
批
判
的
見
解
も
示
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
南
川
氏
の
学
風
の
魅
力
は
膨
大

な
先
行
研
究
を
完
全
に
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
た
う
え
で
の
自
由
な
筆
の

運
び
に
よ
る
精
緻
な
議
論
と
厳
密
な
論
証
手
続
き
と
に
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
氏
の
学
風
の
魅
力
が
、
こ
こ
で
は
、
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
研
究
と
い
う

先
行
研
究
を
得
て
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
発
揮
さ
れ
て
お
り
、
味
読
に
価
す
る

部
分
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
第
一
章
で
は
、
九
八
年
の
ネ
ル
ウ
ァ
か
ら
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
へ
の
政
権

移
行
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
ネ
ル
ウ
ァ
政
権
下
で
の
元
老
院
内
部
で
の

次
期
皇
帝
を
め
げ
る
暗
闘
が
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
擁
立
派
に
与
し
て
こ
の
暗
闘
の

渦
中
に
あ
っ
た
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
書
簡
と
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル
の
存

在
を
示
漉
し
て
い
る
と
い
う
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
研
究
と
に
基
づ
い
て
再

現
さ
れ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
ネ
ル
ウ
ァ
に
よ
る
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
養
子
縁
組
と
後

継
者
指
名
は
、
中
央
政
界
1
1
元
老
院
内
部
の
こ
の
よ
う
な
「
純
粋
な
政
治
的

暗
闘
の
結
果
」
（
一
六
九
頁
）
で
あ
り
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
を
推
す
党
派
に
よ
る

ク
ー
デ
タ
ー
と
も
言
い
得
る
ほ
ど
の
激
し
い
政
治
工
作
の
結
果
実
現
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。

　
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
政
権
成
立
に
関
す
る
氏
の
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
ほ
と
ん
ど

が
状
況
証
拠
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
た
だ
ひ
と
つ
の
三
一
的
証
拠
と
し
て

氏
が
あ
げ
て
い
る
も
の
も
後
代
の
史
書
に
現
れ
る
断
片
的
な
記
事
で
し
か
な

く
、
い
さ
さ
か
心
も
と
な
い
が
、
こ
こ
で
の
議
論
は
少
な
く
と
も
、
「
後
継

者
選
抜
は
あ
く
ま
で
も
現
実
の
力
関
係
や
政
治
行
動
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
」

の
で
あ
り
、
そ
の
際
に
取
ら
れ
た
養
子
縁
組
の
処
置
は
「
な
ん
ら
か
の
新
し

い
プ
リ
ン
シ
プ
ル
や
哲
学
に
裏
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
（
一
四
｝
頁
）

と
い
う
『
養
子
皇
帝
制
』
に
関
す
る
氏
の
否
定
的
見
解
の
根
拠
に
は
な
り
得

る
だ
け
の
説
得
力
は
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ネ

ル
ゥ
ァ
と
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
と
の
間
に
養
子
縁
組
が
結
ば
れ
た
と
い
う
事
実
は
残

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
、
「
実
際
の
親
子
関
係
が
存
せ
ぬ

場
合
に
皇
帝
位
世
襲
の
原
理
を
見
出
す
た
め
の
擬
制
的
手
段
と
し
て
用
い
ら

れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
と
い
う
氏
の
概
括
鮒
説
囲
に
は
痒
い
と
こ
ろ
に
手

が
と
ど
か
な
い
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
る
。
ネ
ル
ウ
ァ
が
元
老
院
内
部
に
つ
い

に
自
派
を
形
成
し
得
な
か
っ
た
と
い
う
幾
の
分
析
、
皇
帝
と
な
っ
て
以
後
の

ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
が
ネ
ル
ウ
ァ
と
の
養
子
縁
組
関
係
に
重
き
を
お
い
て
は
い
な
か

っ
た
と
い
う
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
今
一
歩

踏
み
込
ん
だ
説
明
が
欲
し
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
情
は
第
三
章
で
氏

に
よ
っ
て
説
き
明
か
さ
れ
て
い
る
、
養
子
縁
組
が
円
滑
な
政
権
移
行
を
保
証

す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
に
よ
る
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
養

子
縁
組
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
氏
の
意
図
は
、

な
に
よ
り
も
ま
ず
、
『
養
子
皇
帝
制
』
を
実
体
の
な
い
も
の
と
し
て
示
し
、
理
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念
的
意
味
を
探
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
続
い
て
第
二
章
で
は
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
代
に
至
っ
て
ロ
ー
マ
帝
国
が
比
類

な
き
内
政
の
安
定
を
享
受
し
得
た
「
真
因
」
が
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
の
元
老
院
議
員

登
用
の
実
際
の
分
析
を
通
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
帝
国
各
地

か
ら
の
新
興
勢
力
が
中
央
政
界
に
漸
次
登
場
し
て
き
た
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
朝
代

以
降
、
か
れ
ら
新
興
実
力
派
元
老
院
議
員
と
ロ
ー
マ
古
来
の
伝
統
的
勢
力
で

あ
っ
た
貴
顕
派
元
老
院
議
員
と
の
間
に
如
何
に
し
て
調
和
を
保
つ
か
と
い
う

こ
と
が
重
要
な
政
治
課
題
と
な
る
な
か
で
、
こ
れ
に
答
え
よ
う
と
し
た
ト
ラ
、

ヤ
ヌ
ス
の
登
用
政
策
の
特
色
が
、
特
に
、
行
政
上
の
効
率
の
向
上
を
求
め
る

あ
ま
り
に
バ
ラ
ン
ス
威
心
膏
兄
’
駕
失
い
、
保
守
〃
陶
な
社
ム
職
的
価
値
鱒
跳
を
持
つ
勢
力

か
ら
の
反
発
を
招
く
こ
と
に
な
っ
て
結
局
は
横
死
し
た
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝

の
登
用
政
策
と
の
対
比
の
も
と
に
盟
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
課
題
に
答
え
る

べ
く
伝
統
的
要
素
と
新
し
い
要
素
と
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
に
意
を
用
い
、
そ

れ
を
現
実
の
も
の
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
元
老
院
議
員
全
体
の
支
持
を
勝
ち

取
っ
た
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
の
下
で
、
元
老
院
議
員
は
皇
帝
の
も
と
で
の
自
由
を

享
受
し
（
先
に
紹
介
し
た
ふ
た
つ
の
「
自
由
」
の
「
融
和
」
）
、
内
政
上
の
安

定
が
確
立
す
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
体
制
が
で
き
あ
が
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
帝
国
史
上
最
初
の
属
望
出
身
皇
帝
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
の
も
と
で
、

「
ロ
ー
マ
帝
国
は
イ
タ
リ
ア
人
の
薗
家
か
ら
脱
皮
し
、
真
の
意
殊
で
『
ロ
ー

マ
人
』
の
国
家
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
（
一
八
三
i
一
八
四
頁
）
。

　
第
三
章
で
は
、
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
政
権
が
論
じ
ら
れ
る
。
考
察
の
三
重
と
し

て
こ
こ
で
特
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
政
権
の
成
立
事
情
と

ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
晩
年
の
紆
余
曲
折
を
経
た
継
承
者
選
定
の
経
緯
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
帝
国
統
治
の
要
と
も
い
う
べ
き
重
要
な
公
職
就
任
者
の

分
析
を
通
し
て
、
先
帝
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
と
は
養
子
縁
組
関
係
に
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
政
権
と
は
明
ら
か
に
断
絶
し
た
形
で
ハ
ド
リ
ア
ヌ

ス
政
権
が
出
発
し
た
こ
と
が
説
き
明
か
さ
れ
る
と
と
も
に
、
激
し
い
起
伏
を

伴
っ
た
後
継
者
選
定
の
経
緯
は
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
の
支
持
集
団
の
動
向
な
ど
の

現
実
の
力
関
係
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
、
ア
ソ
ト
ニ
ヌ
ス
・
ピ

ウ
ス
に
落
ち
着
く
ま
で
の
後
継
者
選
定
の
経
緯
の
中
に
、
同
郷
の
ス
ペ
イ
ン

出
身
者
の
み
を
支
持
母
体
と
し
て
帝
位
に
つ
い
た
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
の
将
来
の

政
権
安
定
を
目
指
し
た
努
力
（
支
持
母
体
の
拡
大
、
特
に
イ
タ
リ
ア
系
出
身

者
を
自
己
の
党
派
に
組
み
込
む
た
め
の
）
が
読
み
取
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、

『
皇
帝
と
元
老
院
と
の
協
調
』
と
は
、
元
老
院
に
集
う
政
治
支
配
層
を
自
己

の
党
派
と
し
て
組
織
化
す
る
た
め
の
皇
帝
の
不
断
の
努
力
を
前
提
と
し
な
い

か
ぎ
り
語
り
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

四

　
第
三
部
で
は
最
後
の
五
賢
帝
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
の
治
世
か
ら
二

三
八
年
の
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
政
権
の
崩
壊
に
い
た
る
ま
で
の
時
代
が
扱
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
マ
ル
ク
ス
帝
代
の
帝
国
北
方
ゲ
ル
マ
ン
諸
部
族
と
の
戦
い

（
マ
ル
コ
マ
ソ
ニ
ー
戦
争
）
と
困
難
を
極
め
た
こ
の
戦
い
が
ロ
ー
マ
帝
国
の

内
政
に
与
え
た
影
響
が
検
討
さ
れ
、
こ
の
軍
事
的
危
機
を
乗
り
越
え
る
た
め

に
、
有
能
な
将
軍
単
を
求
め
て
マ
ル
ク
ス
帝
が
従
来
の
元
老
院
議
員
登
用
選

基
準
を
退
け
て
、
個
人
の
能
力
を
重
視
す
る
登
用
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
指

摘
さ
れ
、
こ
の
と
き
、
帝
が
断
行
し
た
軍
事
優
先
の
人
事
上
の
措
置
は
、
こ

れ
以
後
の
帝
国
の
統
治
シ
ス
テ
ム
の
変
容
の
分
点
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
マ
ル
コ
マ
ソ
ニ
ー
戦
争
は
こ
の
よ
う
な
変
容

を
も
た
ら
す
「
触
媒
の
如
き
」
働
き
を
な
す
こ
と
に
な
っ
た
（
第
一
章
）
。
な

お
、
或
は
章
を
あ
ら
た
め
て
、
マ
ル
ク
ス
帝
の
政
策
の
持
つ
こ
の
よ
う
な
伝
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統
破
壊
的
革
新
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、
「
（
五
賢
帝
時
代

の
）
皇
帝
は
元
老
院
議
員
を
帝
国
統
治
に
参
加
さ
せ
る
際
に
、
ま
ず
か
れ
ら

の
社
会
的
身
分
、
出
自
を
考
慮
し
た
が
、
積
極
的
な
政
治
の
運
営
の
た
め
に
、

伝
統
を
破
壊
せ
ぬ
温
和
な
程
度
で
属
州
出
身
者
や
騎
士
身
分
か
ら
秘
し
い
人

材
を
登
用
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
人
材
登
用
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
と
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
元
老
院
議
員
の
政
治
参
加
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
マ
ル
ク
ス
帝
代
の
軍
事
危
機
は
、
こ
う
し
た
プ
リ
ン
シ

プ
ル
を
維
持
す
る
の
を
照
難
に
し
た
。
マ
ル
ク
ス
帝
は
マ
ル
コ
マ
ソ
ニ
ー
戦

争
に
よ
る
危
機
を
乗
り
越
え
る
た
め
、
従
来
の
人
材
登
用
の
プ
リ
ン
シ
プ
ル

を
退
け
て
、
個
人
の
能
力
を
重
視
す
る
政
策
へ
と
転
換
し
た
」
（
三
〇
九
頁
）

　
続
く
、
第
二
章
で
は
、
セ
ブ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ
ー
ル
ス
帝
権
の
性
格

が
、
そ
の
対
元
老
院
政
策
を
中
心
に
、
論
じ
ら
れ
、
特
に
元
老
院
と
の
関
係

で
殿
誉
褒
賞
半
ば
す
る
こ
の
皇
帝
が
、
従
来
通
り
統
治
の
基
盤
を
元
老
院
議

員
身
分
に
置
い
て
お
り
、
決
し
て
「
元
老
院
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
」
か
ら
遊

離
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
説
き
明
か
さ
れ
る
と
共
に
、
馬
蝉
の
治
世
に

至
っ
て
初
め
て
確
認
さ
れ
る
一
部
公
職
へ
の
元
老
院
議
員
に
代
わ
っ
て
の
騎

士
身
分
の
者
の
登
用
措
置
に
つ
い
て
も
（
氏
の
言
う
「
代
替
措
置
」
）
、
「
原
理

的
に
は
マ
ル
ク
ス
帝
が
対
外
政
策
と
の
関
連
で
と
っ
た
改
革
的
処
置
の
延
長

上
に
位
置
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
」
る
が
故
に
「
元
老
院
を
抑
圧

す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
政
策
で
は
な
か
っ
た
」
と
説
開
さ
れ
る
（
三
一
〇
頁
）
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
帝
の
と
っ
た
騎
士
身

分
の
登
用
措
置
を
マ
ル
ク
ス
帝
の
政
策
の
同
｝
線
上
の
も
の
と
し
て
と
ら
え

る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
評
者
に
は
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス

帝
の
措
置
は
マ
ル
ク
ス
帝
の
政
策
か
ら
は
大
き
く
逸
脱
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
騎
士
身
分
の
者
を
元
老
院
身
分
に
編
入
し
て
登
用
す
る
こ
と
と
騎

士
身
分
の
ま
ま
で
登
用
す
る
こ
と
と
は
原
理
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

　
更
に
ま
た
、
氏
は
、
マ
ル
ク
ス
二
代
以
後
の
公
職
者
登
用
に
現
れ
る
変
化

を
、
マ
ル
コ
マ
ソ
ニ
ー
戦
争
以
後
恒
常
化
す
る
対
外
的
危
機
を
契
機
と
し
た

諸
変
化
が
も
た
ら
し
た
産
物
と
し
て
と
ら
え
る
が
、
こ
の
間
の
こ
の
よ
う
な

政
治
支
配
層
の
政
治
参
加
の
状
況
の
変
化
を
「
外
交
の
優
位
」
（
三
五
七
頁
）

と
い
う
観
点
か
ら
の
み
論
じ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
と

は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
第
一
部
、
第
三
章
で
指
摘

さ
れ
て
い
る
、
ホ
モ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
や
め
た
元
老

院
議
員
の
意
識
あ
る
い
は
徹
値
観
の
変
化
と
い
う
視
点
か
ら
の
考
察
も
ま
た

重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
論
証
抜
き
で
述
べ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
皇

帝
の
側
の
登
用
方
針
の
転
換
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
な
形
で
の
、
文
武
両

道
と
も
言
っ
て
よ
い
、
か
つ
て
の
元
老
院
議
員
の
《
α
◎
8
一
影
濠
獣
ρ
Φ
瞬
ロ
①

℃
9
δ
房
》
と
い
う
理
想
の
、
《
α
o
ヨ
一
b
o
幕
房
》
と
《
邑
導
江
廻
覧
9
冨
諺
》

へ
の
分
裂
を
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
研
究
の
中
に
読
み
取
る
こ
と
は
十
分
に

可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
氏
も
随
所
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

元
老
院
議
員
（
特
に
伝
統
的
貴
顕
派
）
も
ま
た
労
の
多
い
軍
務
に
つ
く
こ
と

を
嫌
い
、
こ
れ
を
忌
避
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
例
え
ば
、
一

七
三
頁
）
。
同
じ
伝
統
の
破
壊
者
で
あ
り
な
が
ら
ド
ミ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
と
異

な
っ
て
マ
ル
ク
ス
帝
や
セ
ゥ
ェ
ル
ス
帝
が
天
涛
を
ま
っ
と
う
し
得
た
理
由
も

あ
る
い
は
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
こ
の
よ
う
に
評

者
に
は
思
わ
れ
る
。

　
本
書
の
最
終
章
で
も
あ
る
第
四
章
で
は
、
皇
帝
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
に
対
す
る

二
三
八
年
の
元
老
院
の
敵
対
行
動
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
「
当
時
の
政
界
の
雰

囲
気
と
か
元
老
院
議
員
の
窓
識
・
心
情
と
い
っ
た
も
の
」
（
三
四
二
頁
）
か
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ら
の
解
明
が
試
み
ら
れ
る
。
元
老
院
議
員
に
と
っ
て
は
、
出
自
・
経
歴
・
即

位
の
状
況
、
即
位
後
の
行
動
、
さ
ら
に
は
そ
の
風
貌
に
い
た
る
ま
で
の
あ
ら

ゆ
る
点
に
お
い
て
、
マ
ク
シ
ミ
ヌ
ス
が
異
質
な
人
間
と
し
て
映
っ
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
、
共
和
政
期
の
コ
ン
ス
ル
を
想
わ
せ
る
ふ
た
り
の
皇
帝
を
立
て
て

敵
対
す
る
ま
で
の
、
元
徳
政
史
上
か
っ
て
な
い
ま
で
の
積
極
的
行
動
へ
と
元

老
院
を
駆
り
立
て
た
も
の
が
、
「
皇
帝
の
元
老
院
費
弊
風
か
ら
の
遊
離
、
な

い
し
は
『
皇
帝
は
元
老
院
議
員
の
代
評
者
か
つ
共
有
物
」
と
い
う
共
通
認
識

の
動
揺
に
よ
っ
て
生
じ
た
危
機
感
」
に
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
二
三
八

年
は
元
老
院
が
皇
帝
と
元
老
院
議
員
階
層
が
共
同
し
て
統
治
す
る
元
首
政
の

維
持
を
明
確
に
示
し
た
最
後
の
機
会
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
「
共
和
政
時

代
以
来
政
治
の
申
枢
を
占
め
て
き
た
元
老
院
議
員
階
層
に
基
づ
き
運
営
さ
れ

て
き
た
皇
帝
政
治
の
体
制
、
こ
れ
を
元
酋
政
と
い
う
な
ら
ば
、
二
三
八
年
を

も
っ
て
そ
れ
は
終
焉
し
た
の
で
あ
る
」
（
三
五
六
頁
）
。

五

　
本
書
は
本
文
だ
け
で
も
四
〇
〇
頁
を
越
え
る
大
著
で
あ
る
が
、
平
易
で
格

調
高
い
文
章
で
綴
ら
れ
、
構
想
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
一

気
に
読
み
通
す
こ
と
が
で
き
た
。
本
書
が
今
後
多
く
の
読
者
を
得
て
ロ
ー
マ

史
研
究
の
更
な
る
深
化
・
発
展
の
原
動
力
と
な
る
こ
と
を
願
い
、
ま
た
そ
う

な
る
こ
と
を
確
信
し
つ
つ
、
最
後
に
、
ひ
と
つ
だ
け
評
者
の
意
見
を
述
べ
て

み
た
い
。

　
南
川
氏
は
、
「
政
治
支
配
層
た
る
元
老
院
議
員
階
層
の
動
向
を
主
軸
に
し

て
、
皇
帝
も
そ
の
内
に
含
め
る
よ
う
な
形
で
政
治
史
を
論
ず
る
」
（
二
〇
頁
）

と
い
う
言
葉
で
氏
の
基
本
的
視
角
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
つ
ま
る
と
こ

ろ
、
元
老
院
（
ク
リ
ア
）
を
舞
台
と
し
て
、
皇
帝
も
そ
の
う
ち
の
ひ
と
り
で

あ
っ
た
六
〇
〇
名
の
元
老
院
議
員
に
よ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
、
例
え
ば
、

公
職
取
得
を
め
ぐ
る
駆
け
引
き
、
あ
る
い
は
、
党
派
争
い
の
実
態
を
通
じ
て
、

元
首
政
期
政
治
史
を
語
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
そ
の
限
り
で

は
、
本
書
に
お
い
て
は
氏
の
試
み
は
見
事
に
成
功
し
て
い
る
と
需
っ
て
よ
い
。

し
か
し
、
元
首
政
期
の
政
治
は
こ
れ
を
持
っ
て
語
り
つ
く
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
の
だ
と
は
評
者
に
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
と
関
毒
し
て
、
属
は
「
政

治
支
配
層
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
が
、
G
・
ア
ル
フ
ェ
ル
デ
ィ
が
元

老
院
議
員
層
と
騎
土
層
分
層
の
両
階
層
を
含
め
た
《
簿
①
お
器
。
a
。
》
と
し
て

構
想
し
た
《
男
。
ヨ
尻
0
7
諺
筥
婆
心
ω
o
げ
¢
閏
凶
貯
言
σ
q
ω
ω
o
ぼ
♀
》
を
念
頭
に
お

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
、
こ
の
言
葉
の
意
味
は
本
書
で
は
必
ず
し
も
確
定
さ

れ
て
は
い
な
い
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
時
に
見
ら
れ
る
「
第
一
の
政

治
支
配
層
」
（
九
七
頁
及
び
三
一
五
頁
）
と
い
う
限
定
辞
つ
き
の
表
現
の
中

に
特
に
こ
の
こ
と
を
感
じ
た
が
、
恐
ら
く
、
元
首
政
期
に
お
け
る
、
氏
の
言

う
「
皇
帝
政
治
」
は
、
氏
の
理
解
す
る
よ
う
に
、
《
§
器
o
a
o
》
と
し
て
の

「
政
治
支
配
層
」
1
1
元
老
院
議
員
層
に
の
み
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
く
、
は
る
か
に
多
面
的
な
相
を
持
っ
て
い
た
、
評
者
に
は
そ
う
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
A
5
判
四
四
七
頁
＋
三
八
頁
　
…
九
九
五
年
㎝
○
月
創
文
社
九
五
七
九
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
札
幌
市

〔
付
記
〕
　
北
海
道
教
育
大
学
助
教
授
米
田
利
浩
先
生
に
は
、
本
書
評
再
校
の
直
後
の

　
　
三
月
七
日
、
御
遊
虫
さ
れ
ま
し
た
。
書
評
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感

　
　
謝
す
る
と
と
も
に
、
心
よ
り
お
悔
や
み
申
し
あ
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
編
集
委
員
会
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