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橋
場
弦
著

『
丘
の
う
え
の
民
主
政
』

　
本
書
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
法
制
史
を
専
門
と
さ

れ
る
橋
場
弦
氏
が
、
前
著
讐
ア
テ
ナ
イ
公
職
考
弾

劾
制
度
の
研
究
撫
（
東
京
大
学
出
版
会
、
　
一
九
九

三
年
）
を
ベ
ー
ス
に
、
ア
テ
ネ
民
主
政
史
を
よ
り

一
般
向
け
に
解
説
し
た
著
作
で
あ
る
。
で
は
順
を

追
っ
て
そ
の
内
容
を
見
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
冒
頭
に
お
い
て
本
書
の
視
座
が
提
示
さ
れ

る
。
前
五
世
紀
半
ば
に
最
盛
期
を
現
出
し
た
ア
テ

ネ
民
主
政
は
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
と
そ
の
敗
戦

を
境
に
衆
愚
政
に
陥
り
、
前
四
世
紀
に
は
衰
え
て

没
落
し
て
い
っ
た
と
す
る
盛
衰
史
観
は
、
今
で
も

根
強
い
影
響
力
が
あ
る
。
し
か
し
近
年
，
研
究
の

進
展
に
よ
り
、
む
し
ろ
衰
退
期
と
さ
れ
る
前
四
世

紀
に
入
っ
て
か
ら
民
主
政
の
完
成
の
度
合
い
が
高

め
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
き
て

い
る
。
橋
場
氏
は
こ
う
し
た
研
究
状
況
に
即
し
て

ア
テ
ネ
民
主
政
の
実
態
の
描
出
を
試
み
る
わ
け
だ

が
、
そ
の
軸
と
な
る
の
が
、
民
衆
の
政
治
参
加

（
政
治
の
ア
マ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
）
と
、
政
治
に
携

わ
る
市
民
の
公
的
責
任
を
追
及
す
る
シ
ス
テ
ム

（
公
職
者
弾
劾
制
度
）
で
あ
る
。

　
第
一
章
で
は
、
公
職
者
弾
劾
制
度
発
展
の
画
期

と
し
て
、
ミ
ル
テ
ィ
ア
デ
ス
裁
判
が
検
討
さ
れ
る
。

前
四
九
〇
年
の
マ
ラ
ト
ン
の
戦
い
に
お
い
て
勝
利

を
導
い
た
高
名
な
将
軍
ミ
ル
テ
ィ
ア
デ
ス
は
、
与

奪
の
パ
ロ
ス
島
遠
征
に
失
敗
し
、
そ
の
責
任
を
問

わ
れ
て
裁
判
に
か
け
ら
れ
、
重
い
罰
金
を
科
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
苛
酷
な
判
決
の
背

景
を
橋
場
氏
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
ミ
ル

テ
ィ
ア
デ
ス
と
そ
の
一
族
は
、
民
主
政
と
相
対
す

る
憺
主
謀
と
密
な
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
ミ
ル
テ

ィ
ア
デ
ス
自
身
、
以
前
他
ポ
リ
ス
に
お
い
て
惜
主

と
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
遠
征
の
失
敗
に
よ
り

い
っ
た
ん
民
衆
の
信
頼
を
失
う
と
、
彼
の
名
声
は

そ
の
経
歴
と
あ
い
ま
っ
て
、
た
ち
ま
ち
管
主
復
活

の
嫌
疑
に
切
り
替
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

意
味
で
ミ
ル
テ
ィ
ア
デ
ス
裁
判
は
、
民
主
政
防
衛

の
た
め
の
公
職
者
弾
劾
制
度
発
展
の
画
期
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
。

　
第
一
　
章
に
お
い
て
は
ペ
リ
ク
レ
ス
の
罷
免
が
考

察
さ
れ
る
。
ペ
リ
ク
レ
ス
は
、
事
実
上
国
家
の
最

高
官
職
で
あ
っ
た
将
軍
職
に
十
五
年
に
渡
っ
て
就

任
し
、
民
主
政
シ
ス
テ
ム
の
発
展
に
尽
力
し
た
、

盛
期
ア
テ
ネ
の
偉
大
な
指
導
者
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
ペ
リ
ク
レ
ス
も
前
四
三
〇
年
に
戦
略
方

法
の
責
任
を
追
及
さ
れ
、
会
計
上
の
不
正
と
い

う
名
目
で
裁
判
に
か
け
ら
れ
、
罰
金
刑
に
処
さ
れ

る
。
橋
場
氏
は
こ
の
ペ
リ
ク
レ
ス
の
事
例
を
、
民

衆
が
公
職
者
弾
劾
制
度
に
よ
っ
て
国
家
の
主
入
が

自
分
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
ミ
ル
テ
ィ
ア
デ
ス
の
場

合
以
上
に
鮮
明
に
意
思
表
示
し
た
の
だ
、
と
捉
え

る
。　

第
三
章
で
は
い
っ
た
ん
ア
テ
ネ
史
の
流
れ
を
離

れ
、
ア
テ
ネ
民
主
政
の
仕
組
み
が
概
観
さ
れ
る
。

ア
テ
ネ
の
最
高
議
決
機
関
で
あ
る
民
会
は
、
市
民

権
を
有
す
る
成
年
男
子
全
て
に
参
加
の
権
利
が
与

え
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
行
政
の
最
高
機
関
で
あ

る
評
議
会
を
構
成
す
る
の
も
、
最
も
重
要
な
司
法

機
関
で
あ
る
民
衆
裁
判
所
に
お
い
て
審
理
を
行
う

の
も
、
抽
選
で
選
ば
れ
た
市
民
た
ち
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
ア
テ
ネ
風
主
政
を
支
え
て
い
た
の
は

市
民
の
広
い
参
加
で
あ
っ
た
が
、
い
っ
た
ん
役
人

に
就
任
す
れ
ば
、
常
に
市
民
団
の
厳
し
い
監
督
の

も
と
に
置
か
れ
、
そ
の
責
任
を
追
及
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
れ
が
ア
テ
ネ
毘
主
政
の
参
加
と
責

任
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
責
任
追
及
を
法
的
に
保
証
し
て
い
た
の
が
、

公
職
者
弾
劾
制
度
の
一
連
の
仕
組
み
で
あ
っ
た
。

な
か
で
も
、
す
で
に
言
及
さ
れ
た
よ
う
に
、
政
権
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の
中
枢
に
あ
る
人
物
（
特
に
将
軍
）
を
裁
き
の
場

に
引
き
出
し
、
し
ば
し
ば
罷
免
の
み
な
ら
ず
処
刑

に
導
く
弾
劾
裁
判
を
、
橋
場
氏
は
、
民
衆
が
指
導

者
に
対
し
て
自
ら
の
意
志
を
示
し
て
み
せ
る
た
め

の
き
わ
め
て
有
効
な
手
段
で
あ
り
、
民
主
政
の
防

衛
、
維
持
に
貢
献
し
た
の
だ
と
評
価
す
る
。

　
第
四
章
で
は
、
再
び
舞
台
は
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦

争
中
の
ア
テ
ネ
に
戻
る
。
批
界
史
の
教
科
書
の
記

述
に
は
、
し
ば
し
ば
「
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
以
後
、

デ
マ
ゴ
ー
グ
（
扇
動
政
治
家
）
の
扇
動
に
よ
り
操

ら
れ
た
ア
テ
ネ
は
衆
愚
政
に
堕
し
、
衰
退
し
て
い

っ
た
」
と
い
う
意
味
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
確
か

に
、
戦
争
が
泥
沼
化
し
て
い
た
ア
テ
ネ
で
は
、
非

常
時
の
興
奮
に
押
さ
れ
、
衆
愚
政
と
取
ら
れ
て
も

仕
方
の
な
い
よ
う
な
振
る
舞
い
が
見
ら
れ
た
。
前

四
〇
五
年
の
ア
ル
ギ
ヌ
サ
イ
の
海
戦
に
お
い
て
、

嵐
の
た
め
に
味
方
の
将
兵
を
救
助
で
き
な
か
っ
た

将
軍
た
ち
が
処
刑
さ
れ
た
ア
ル
ギ
ヌ
サ
イ
裁
判
は
、

そ
う
い
っ
た
実
例
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
。
し

か
し
橋
場
氏
は
、
こ
う
し
た
見
方
が
一
面
的
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
デ
マ
ゴ
ー
グ
と
呼
ば
れ
る

政
治
家
た
ち
は
、
名
望
家
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ

し
い
富
裕
市
民
層
の
出
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
は
門

閥
出
身
の
政
治
家
た
ち
に
限
ら
れ
て
い
た
民
主
政

の
指
導
者
層
が
、
こ
の
時
代
、
経
済
的
実
力
を
身

に
つ
け
て
社
会
的
上
昇
を
遂
げ
た
平
民
層
に
ま
で

そ
の
裾
野
を
拡
大
し
た
と
い
う
意
味
で
、
彼
ら
の

出
現
は
民
主
政
の
進
展
の
ひ
と
つ
の
現
れ
で
あ
る

と
す
る
の
で
あ
る
。
ア
テ
ネ
は
前
四
〇
四
年
、
ペ

ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
に
敗
れ
、
い
っ
た
ん
寡
頭
政
が

樹
立
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
新
た
な
動
き
は
民
主

政
復
活
後
に
実
を
結
ぶ
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
次

の
第
五
章
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
。

　
前
四
〇
三
年
の
民
主
政
復
活
に
あ
た
っ
て
最
も

重
要
な
原
則
と
な
っ
た
の
は
、
法
を
民
主
政
の
根

幹
に
据
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ア
ル
ギ

ヌ
サ
イ
裁
判
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
毘
衆
の
意
志

に
豊
郷
約
の
権
限
を
与
え
る
こ
と
は
、
自
滅
行
動

に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
と
い
う
反
省
に
基
づ
い
た

も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
現
代
風
に
追
え
ば
、

以
後
の
ア
テ
ネ
に
は
、
人
治
主
義
か
ら
法
治
主
義

へ
、
と
い
う
民
主
政
の
根
本
原
則
の
移
動
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
違
法
提
案
に
対
す
る

公
訴
」
と
い
っ
た
訴
訟
手
続
き
が
、
民
会
の
無
法

な
暴
走
を
監
視
す
る
制
度
と
し
て
確
立
す
る
。
ま

た
前
四
世
紀
に
至
っ
て
、
公
職
者
弾
劾
制
度
が
完

成
の
域
に
達
し
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
役
人
就

任
予
定
者
が
民
主
政
に
対
し
て
至
誠
で
あ
る
か
を

調
べ
る
資
格
審
査
が
、
全
て
の
役
人
に
強
制
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
は
、
民
主
政
防
衛
の
強

い
意
識
が
見
て
取
れ
る
。
さ
ら
に
司
法
へ
の
民
衆

参
加
が
一
層
広
が
り
、
裁
覇
に
お
け
る
不
正
防
止

の
手
段
（
執
拗
な
抽
選
に
よ
る
陪
審
員
選
出
）
が

徹
底
化
さ
れ
た
の
も
前
室
世
紀
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
最
終
章
の
第
六
章
に
お
い
て
は
、
民
主
政
衰
退

を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
。
か
つ
て

有
力
な
政
治
家
が
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
将
軍
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
前
四
世
紀
は
政
治
と
軍
事
、
政

策
立
案
と
政
策
実
行
の
分
化
が
進
ん
だ
時
代
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
、
英
雄
不
在
の
、
小
物

ば
か
り
が
目
先
の
利
害
で
政
治
を
操
る
嘆
か
わ
し

い
時
代
と
評
価
す
る
の
は
た
や
す
い
が
、
そ
れ
は

反
面
、
一
人
の
傑
出
し
た
英
雄
の
存
在
を
許
さ
な

い
民
主
政
の
原
理
が
徹
底
し
た
結
果
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
宝
治
か
ら
法
治

へ
と
支
配
の
原
理
を
転
換
さ
せ
た
ア
テ
ネ
の
民
衆

は
、
ペ
リ
ク
レ
ス
の
よ
う
な
カ
リ
ス
マ
性
を
備
え

た
人
格
を
も
は
や
必
要
と
し
な
い
ほ
ど
に
成
熟
し

た
の
だ
と
も
書
え
る
。
前
竃
二
二
年
、
ア
テ
ネ
は

マ
ケ
ド
ニ
ア
に
敗
れ
、
ア
テ
ネ
民
主
政
は
事
実
上

終
末
を
迎
え
る
。
そ
の
滅
亡
原
因
に
つ
い
て
は
、

民
主
政
内
部
の
要
因
を
指
摘
す
る
意
見
が
根
強
い

が
、
橋
場
氏
は
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
民
主

政
没
落
の
原
因
は
、
内
部
要
因
よ
り
も
、
よ
り
直

接
的
に
は
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
外
圧
に
よ
っ
て
も
た
ら
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介紹

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

　
最
後
に
、
簡
単
に
紹
介
者
の
感
想
を
述
べ
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
ず
、
公
職
者
弾
劾
裁
判
の

背
鍛
に
は
、
政
敵
と
の
抗
争
な
ど
、
複
雑
な
事
情

が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
実
際
に
民
主
政

防
衛
と
い
う
民
衆
の
意
識
が
ど
れ
ほ
ど
の
重
要
性

を
占
め
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
よ

り
深
い
議
論
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

も
っ
と
も
、
本
書
が
一
般
向
け
に
著
さ
れ
た
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
詳
細
な
議
論
を
求
め
る
こ
と
は
酷

で
あ
る
と
も
書
え
る
。
さ
て
、
紙
面
の
都
合
上
紹

介
し
き
れ
な
か
っ
た
が
、
本
書
に
は
ア
テ
ネ
化
主

政
に
ま
つ
わ
る
豊
富
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
巧
み
に
包

含
さ
れ
て
い
る
。
多
く
の
知
見
に
触
れ
つ
つ
、
分

か
り
や
す
い
叙
述
に
よ
っ
て
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た

本
書
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
民
主
政
に
関
心
を
持

つ
者
に
と
っ
て
格
好
の
入
門
書
と
な
ろ
う
。
さ
ら

に
、
現
代
の
価
徳
観
を
押
し
つ
け
る
こ
と
な
く
ア

テ
ネ
民
主
政
の
実
態
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
著
者

の
姿
勢
は
、
広
く
歴
史
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
参
考

と
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
（
B
5
判
　
二
＝
二
頁
　
一
九
九
七
年
十
　
月

　
　
　
東
京
大
学
出
版
会
　
二
八
O
O
円
）

　
　
　
　
　
　
　
（
座
子
大
亮
　
京
都
大
学
大
学
院
生
）

樋
口
隆
康
著

『
昭
和
2
8
年

椿
井
大
塚
山
古
墳
発
掘
調
査
報
告
』

（
京
都
府
山
城
町
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
集
〉

　
椿
井
大
塚
山
古
墳
（
京
都
府
相
楽
郡
山
城
町
所

在
）
は
、
古
墳
時
代
の
研
究
を
大
き
く
前
進
さ
せ

た
古
墳
と
し
て
名
高
い
。
三
十
六
颪
以
上
に
及
ぶ

大
量
の
出
土
鏡
の
う
ち
の
大
部
分
が
三
角
縁
神
獣

鏡
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
と
に
小
林
行
雄
氏
の
著
名

な
同
箔
鏡
論
が
生
ま
れ
た
。
邪
馬
台
国
か
ら
大
和

政
権
へ
の
移
行
を
考
古
学
的
に
説
明
し
た
学
説
と

し
て
学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ま
た
最
古

の
古
墳
と
し
て
、
そ
の
出
土
品
は
古
墳
編
年
の
基

準
資
料
に
位
麗
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
鉄
道
工
事
中
に
こ
の
古
墳
の
後
鍛
工
か
ら
石
室

が
露
呈
す
る
と
と
も
に
、
大
量
の
副
葬
品
が
発
見

さ
れ
、
緊
急
調
査
が
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は

昭
和
二
十
八
年
三
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
連
絡
を

受
け
た
京
都
大
学
考
吉
学
研
究
室
が
中
心
と
な
っ

て
石
室
と
墳
丘
の
調
査
、
残
存
し
た
副
葬
品
の
記

録
、
散
逸
し
た
遺
物
の
回
収
を
お
こ
な
い
、
そ
れ

ら
を
研
究
室
に
持
ち
帰
っ
て
整
理
を
す
す
め
た
。

調
査
結
果
は
同
年
九
月
、
樋
口
隆
康
「
山
城
国
相

楽
郡
高
麗
村
椿
井
大
塚
山
古
墳
調
査
略
報
」
（
『
史

林
恥
第
三
十
六
巻
第
三
号
）
に
概
略
が
発
表
さ
れ

た
。
そ
し
て
昭
和
三
十
九
年
に
は
梅
原
宋
治
『
椿

井
大
塚
山
古
墳
』
（
『
京
都
府
文
化
財
調
査
報
告
臨

第
二
十
三
冊
）
の
刊
行
が
企
図
さ
れ
た
が
、
出
版

上
の
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
広
く
公
表
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

結
局
正
式
な
調
査
報
告
書
は
未
刊
と
い
う
状
況
に

あ
っ
た
。
当
時
調
査
現
場
を
担
当
さ
れ
た
本
学
名

誉
教
授
の
樋
口
隆
康
氏
が
本
書
を
発
刊
す
る
こ
と

に
よ
り
、
調
査
後
四
十
五
年
を
経
て
よ
う
や
く
調

査
報
告
書
が
公
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
本
文
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
序
　
章
　
発
見
の
顛
末
と
調
査
の
概
要

　
　
第
一
章
　
遺
跡
の
状
況

　
　
第
二
章
　
出
土
遺
物
の
解
説

　
　
第
三
章
　
結
語

　
　
参
考
文
献

　
　
付
論
　
椿
井
大
塚
山
古
墳
出
土
鏡
の
化
学
成

　
　
　
　
　
分
と
鉛
同
位
体
比
（
改
訂
）

　
上
記
の
よ
う
な
事
情
か
ら
本
書
の
著
者
は
、
当

時
準
備
し
て
い
た
報
告
内
容
を
で
き
る
限
り
そ
の

ま
ま
に
近
い
形
で
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
。
序
章

か
ら
第
　
二
章
ま
で
、
調
査
後
に
ま
と
め
た
原
稿
を

167 （773）


