
盤
日

評

井
上
文
則
著

『
軍
人
皇
帝
時
代
の
研
究
一
・
ー
マ
帝
国
の
変
容
』

足
　
立
　
広
　
明

　
ロ
ー
マ
皇
帝
ウ
ァ
レ
リ
ア
ヌ
ス
を
捕
ら
え
た
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
の
皇
帝

シ
ャ
プ
ー
ル
一
世
。
世
界
史
の
教
科
書
や
参
考
書
な
ど
で
、
こ
の
よ
う
な
解

説
付
き
の
写
真
を
見
た
記
憶
の
あ
る
人
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
三
世
紀
に

入
る
と
ロ
ー
マ
帝
国
は
内
憂
外
患
、
果
て
し
の
な
い
混
乱
の
時
代
を
迎
え
、

二
六
〇
年
の
ウ
ァ
レ
リ
ア
ヌ
ス
捕
囚
は
そ
の
最
底
辺
を
象
徴
す
る
事
件
と
し

て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
だ
が
、
本
書
の
井
上
文
則
氏
に
し
た
が
え
ば
、
こ
の
最
底
辺
の
時
代
の
皇

帝
ウ
ァ
レ
リ
ア
ヌ
ス
こ
そ
が
そ
の
後
の
ロ
ー
マ
海
燕
の
復
興
に
つ
な
が
る
改

革
を
始
め
た
立
役
者
な
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
そ
れ
は
機
動
軍
の
創
出
で

あ
り
、
機
動
軍
の
活
躍
を
通
じ
て
騎
士
身
分
の
軍
入
が
元
老
院
議
員
に
代
わ

っ
て
帝
国
の
統
治
を
担
う
よ
う
に
な
り
、
帝
国
の
政
治
梅
造
自
体
が
大
き
く

変
容
し
て
い
く
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
。
本
書
は
「
危
機
の
時
代
」
と
さ
れ
る

三
世
紀
の
軍
人
皇
帝
時
代
に
関
す
る
初
め
て
の
本
格
的
研
究
で
あ
り
、
と
く

に
そ
の
後
半
、
一
連
の
「
イ
リ
ュ
リ
ア
人
」
皇
帝
た
ち
の
活
躍
で
帝
国
が
そ

れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
か
た
ち
で
再
建
さ
れ
て
い
く
さ
ま
を
コ
ン
ス
タ
ン
テ

ィ
ヌ
ス
帝
の
登
場
ま
で
活
写
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
古
典
古
代
の
市
民
精
神
（
あ
る
い
は
市
民
共
同
体
の
結
集
の
原
理
で
も
よ

い
の
だ
が
）
が
解
体
し
て
い
く
結
果
と
し
て
三
世
紀
の
「
危
機
」
が
訪
れ
る

の
な
ら
、
ど
う
し
て
ロ
ー
マ
帝
国
は
そ
の
ま
ま
滅
び
去
っ
て
し
ま
わ
な
い
で
、

再
び
よ
み
が
え
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
よ
み
が
え
っ
た
ロ
ー
マ

帝
国
は
、
そ
れ
ま
で
と
ど
の
よ
う
に
質
的
に
変
化
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
書
は
断
片
的
史
料
と
部
分
的
解
釈
に
と
ど
ま
る
先
行
研
究
を
著
者
自
身
の

問
題
意
識
に
よ
っ
て
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
こ
れ
ま
で
暗
い
谷
間
の
時
代
の
よ
う

に
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
三
世
紀
の
軍
人
皇
帝
時
代
に
対
す
る
全
体
像
を
描
き

出
し
、
こ
の
問
い
に
答
え
て
く
れ
る
。
国
内
は
も
ち
ろ
ん
、
海
外
を
見
渡
し

て
も
類
書
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
意
義
は
大
変
高
い
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
よ

う
。
本
書
に
関
し
て
は
合
評
会
が
開
催
さ
れ
（
二
〇
〇
九
年
五
月
～
六
日
、

於
京
都
大
学
）
、
関
西
圏
を
中
心
に
西
洋
古
代
史
研
究
者
の
高
い
関
心
を
集

め
た
。
い
さ
さ
か
時
宜
を
失
し
た
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
際
発
題

を
行
っ
た
評
者
の
視
点
か
ら
本
書
を
紹
介
し
、
ま
た
そ
の
学
問
的
位
遣
づ
け

を
考
え
て
み
た
い
。

　
本
書
は
全
体
で
七
章
構
成
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
前
に
序
章
が
置
か
れ
、

こ
こ
で
騎
士
身
分
の
興
隆
か
ら
当
該
時
代
の
再
考
を
進
め
よ
う
と
す
る
、
著

者
の
問
題
意
識
と
本
書
の
射
程
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
起
点
と
な
る

の
は
南
川
高
志
氏
の
提
唱
し
た
「
皇
帝
と
元
老
院
の
共
同
統
治
体
制
」
で
あ

る
が
、
新
し
く
興
隆
す
る
騎
士
身
分
に
関
し
て
は
同
氏
の
雷
う
門
専
門
家
」

概
念
で
は
説
明
に
不
十
分
で
あ
り
、
「
ア
マ
チ
ュ
ア
」
と
し
て
政
治
闘
争
に

敗
れ
た
は
ず
の
元
老
院
議
員
身
分
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
時
代
に
復
活

す
る
こ
と
が
説
明
で
き
な
い
と
し
て
（
＝
㏄
頁
）
独
自
に
騎
士
身
分
の
実
体

を
検
証
し
つ
つ
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
時
代
ま
で
筆
を
進
め
る
こ
と
が

宣
雷
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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評｛綬
「障1

　
ま
た
、
序
章
で
は
軍
人
皇
帝
時
代
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
前
後
の
コ
兀
首

政
」
と
「
専
制
昏
絶
政
」
を
視
野
に
入
れ
た
幅
広
い
問
題
提
起
が
展
開
さ
れ

て
い
る
。
と
く
に
新
し
い
古
代
末
期
研
究
の
進
展
に
よ
る
政
治
史
的
関
心
の

希
薄
化
も
研
究
停
滞
の
一
因
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。

「
専
制
君
主
政
」
概
念
が
批
判
さ
れ
る
一
方
、
社
会
史
や
心
性
史
に
由
来
す

る
「
古
代
末
期
」
概
念
で
は
政
治
史
に
由
来
す
る
「
元
首
政
扁
概
念
と
接
合

で
き
な
い
た
め
、
門
元
首
政
か
ら
專
下
獄
主
薬
へ
」
と
い
う
問
題
意
識
が
維

持
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
一
〇
頁
）
。

　
古
代
末
期
研
究
の
隆
盛
の
た
め
に
軍
人
皇
帝
時
代
の
研
究
が
停
滞
し
た
か

ど
う
か
は
、
評
者
と
し
て
は
結
論
を
留
保
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

元
首
政
か
ら
ど
こ
へ
帝
国
が
向
か
っ
て
い
く
の
か
、
そ
の
方
向
が
見
定
め
に

く
い
学
界
状
況
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
現
時
点
で
も

残
る
コ
兀
首
政
か
ら
」
の
視
点
に
立
っ
て
、
続
く
時
代
に
一
定
の
見
通
し
を

与
え
よ
う
と
す
る
著
者
の
姿
勢
は
多
く
の
研
究
者
に
と
っ
て
有
益
な
道
し
る

べ
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
本
論
部
分
に
移
る
が
、
本
書
は
二
部
か
ら
成
り
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の

論
文
も
し
く
は
口
頭
発
表
で
あ
っ
た
も
の
を
内
容
の
共
通
性
に
よ
っ
て
ま
と

め
て
い
る
。
第
－
部
は
門
騎
士
身
分
の
興
隆
」
、
第
－
部
は
「
イ
リ
ュ
リ
ア

人
の
ロ
ー
マ
皇
帝
」
で
あ
る
。
ま
ず
第
亙
部
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
順
に

「
ガ
リ
エ
ヌ
ス
帝
勅
令
を
め
ぐ
っ
て
襯
、
「
プ
ロ
テ
ク
ト
ル
の
変
遷
」
、
「
機
動

軍
の
形
成
」
、
「
パ
ル
ミ
ラ
の
支
配
者
オ
ダ
エ
ナ
ト
ゥ
ス
の
経
歴
」
の
四
章
か

ら
成
る
。
第
四
章
の
パ
ル
ミ
ラ
に
関
す
る
章
は
そ
れ
以
外
の
も
の
と
い
さ
さ

か
毛
色
が
異
な
る
が
、
最
初
の
三
章
は
序
章
で
宣
言
さ
れ
た
目
的
に
沿
い
つ

つ
、
章
立
て
の
通
り
に
一
貫
し
た
内
容
を
も
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
章
「
ガ
リ
エ
ヌ
ス
帝
勅
令
を
め
ぐ
っ
て
」
は
最
も
長
く
、
本
書
全
体

の
要
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
、
や
や
立
ち
入
っ
て
紹
介
し
て
み
よ
う
。

内
容
は
同
勅
令
に
関
す
る
四
世
紀
の
史
家
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
・
ウ
ィ
ク
ト
ル
の

記
述
を
め
ぐ
る
論
争
の
紹
介
か
ら
始
ま
り
、
ウ
ァ
レ
リ
ア
ヌ
ス
時
代
の
機
動

軍
創
出
ま
で
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
ガ
リ
エ
ヌ
ス
帝
が
元
老
院
か
ら
軍
務
を

剥
奪
す
る
勅
令
を
発
し
た
と
す
る
ウ
ィ
ク
ト
ル
の
記
述
は
、
こ
れ
以
降
も
複

数
軍
団
を
擁
す
る
コ
ン
ス
ル
格
元
老
院
属
州
の
総
督
に
元
老
院
議
員
が
就
任

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
碑
文
史
料
と
矛
盾
す
る
。
著
者
は
こ
の
矛
盾
に
つ
い

て
の
論
争
を
検
討
し
（
第
一
節
）
、
ウ
ィ
ク
ト
ル
に
よ
る
創
作
の
可
能
性
が

高
い
こ
と
を
示
唆
す
る
の
だ
が
（
第
二
節
）
、
単
な
る
事
実
確
認
で
終
わ
ら

せ
ず
、
ガ
リ
エ
ヌ
ス
に
先
行
す
る
騎
士
身
分
の
実
体
解
明
に
ま
で
筆
を
進
め

る
。
す
な
わ
ち
、
騎
士
身
分
の
総
督
や
軍
団
長
腎
の
出
現
は
ガ
リ
エ
ヌ
ス
帝

に
先
行
す
る
ウ
ァ
レ
リ
ア
ヌ
ス
帝
時
代
に
起
こ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と

（
第
王
、
四
節
）
、
そ
の
際
社
会
的
上
昇
を
果
た
し
た
騎
士
と
は
軍
人
で
あ

り
、
三
世
紀
前
半
に
プ
ロ
ク
ラ
ト
ル
な
ど
の
財
務
官
職
を
足
が
か
り
に
し
て

い
た
騎
士
と
は
明
ら
か
に
相
違
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
第
五
節
）
。

そ
し
て
、
最
後
の
第
六
節
で
軍
人
騎
士
身
分
の
台
頭
が
起
こ
っ
た
理
由
を
軍

事
関
係
の
称
号
、
プ
ロ
テ
ク
ト
ル
の
変
遷
を
中
心
に
考
察
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
特
定
の
軍
団
の
百
人
隊
長
に
の
み
こ
の
称
号
が
与
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
著
者
は
M
・
ク
リ
ス
ト
ル
に
拠
り
つ
つ
、
こ
れ
を
皇
帝
に

よ
る
機
動
軍
の
創
出
と
関
連
づ
け
て
捉
え
、
一
方
ク
リ
ス
ト
ル
が
機
動
軍
創

出
を
ガ
リ
エ
ヌ
ス
勅
令
と
関
連
づ
け
て
考
え
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
ま
で
の

論
証
か
ら
こ
れ
を
ウ
ァ
レ
リ
ア
ヌ
ス
帝
期
と
す
る
の
が
適
当
と
推
論
し
て
い

る
（
六
一
頁
）
。
さ
ら
に
そ
の
背
景
と
し
て
著
者
は
芸
評
の
と
っ
た
帝
国
防

衛
分
担
政
策
を
挙
げ
る
。
息
子
ガ
リ
エ
ヌ
ス
が
西
方
を
、
自
身
は
菓
方
を
分

担
し
、
ガ
リ
エ
ヌ
ス
が
さ
ら
に
そ
の
息
子
た
ち
と
西
方
を
分
け
合
う
と
い
う
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体
制
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
が
敷
い
た
テ
ト
ラ

ル
キ
ア
体
制
を
先
取
り
す
る
画
期
的
な
も
の
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
（
六

二
頁
）
。
そ
し
て
、
こ
の
防
衛
分
担
政
策
で
皇
帝
と
軍
は
恒
常
的
に
接
す
る

よ
う
に
な
り
、
光
老
院
議
員
に
代
わ
っ
て
軍
人
が
皇
帝
の
側
近
集
団
と
な
り
、

ひ
い
て
は
統
治
階
層
の
変
化
に
結
び
つ
い
た
の
だ
と
い
う
（
六
三
頁
）
。
冒

頭
に
記
し
た
よ
う
に
ウ
ァ
レ
リ
ア
ヌ
ス
帝
は
見
事
に
名
誉
回
復
さ
れ
た
わ
け

で
あ
る
。
教
科
書
な
ど
の
解
説
と
は
一
八
○
度
異
な
っ
た
視
点
が
こ
こ
に
提

示
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
序
章
の
問
い
に
は
ほ
ぼ
こ
れ
で
解
答
が
与
え
ら
れ

た
恰
好
と
な
る
が
、
続
く
第
二
章
、
三
章
で
第
一
章
を
受
け
る
形
で
、
そ
れ

ぞ
れ
プ
ロ
テ
ク
ト
ル
と
機
動
軍
に
つ
い
て
さ
ら
に
実
証
的
な
検
討
が
加
え
ら

れ
る
。

　
第
二
章
門
プ
ロ
テ
ク
ト
ル
の
変
遷
」
で
は
前
章
後
半
で
触
れ
ら
れ
た
プ
ロ

テ
ク
ト
ル
称
号
を
め
ぐ
る
詳
細
な
史
料
的
検
討
が
展
開
さ
れ
る
。
ガ
リ
エ
ヌ

ス
、
ウ
ァ
レ
リ
ア
ヌ
ス
期
に
与
え
ら
れ
た
プ
ロ
テ
ク
ト
ル
称
号
と
四
世
紀
の

官
職
と
し
て
の
プ
ロ
テ
ク
ト
ル
、
そ
れ
に
先
行
し
て
存
在
し
た
カ
ラ
カ
ラ
帝

時
代
な
ど
三
世
紀
前
半
の
官
職
プ
ロ
テ
ク
ト
ル
の
相
互
関
係
が
検
証
さ
れ
る
。

四
世
紀
の
官
職
プ
ロ
テ
ク
ト
ル
が
将
官
級
官
職
へ
の
登
竜
門
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
三
世
紀
の
そ
れ
は
護
衛
兵
な
ど
、
下
士
宮
ク
ラ
ス
に
と
ど
ま
っ
て
い

た
。
転
機
が
訪
れ
る
の
は
三
世
紀
半
ば
で
あ
り
、
こ
の
と
き
騎
士
身
分
に
も

野
州
総
督
や
軍
団
司
令
官
職
が
解
放
さ
れ
、
皇
帝
の
側
近
、
機
動
軍
の
将
校

に
官
職
で
は
な
く
、
称
号
と
し
て
の
プ
ロ
テ
ク
ト
ル
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
の

平
な
ん
ら
か
の
変
革
を
受
け
て
プ
ロ
テ
ク
ト
ル
職
は
四
世
紀
の
門
幹
部
候
補

生
学
校
扁
的
な
役
割
に
転
じ
て
い
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
史
料
状
況
が

乏
し
い
た
め
に
、
推
測
に
と
ど
ま
る
部
分
が
非
常
に
大
き
い
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
が
、
可
能
性
の
高
い
議
論
で
あ
ろ
う
。

　
些
事
章
「
機
動
軍
の
形
成
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
章
で
前
提
と
さ
れ
て
き
た

機
動
軍
の
創
出
に
つ
い
て
具
体
的
な
史
料
検
証
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
副
題

と
し
て
「
ガ
リ
エ
ヌ
ス
帝
の
「
騎
兵
軍
改
革
」
に
つ
い
て
」
と
あ
る
が
、
本

章
末
尾
に
も
あ
る
よ
う
に
、
内
容
と
し
て
は
ウ
ァ
レ
リ
ア
ヌ
ス
に
は
じ
ま
り
、

ガ
リ
エ
ヌ
ス
が
継
承
し
た
改
革
の
分
析
で
あ
る
。
著
者
は
こ
こ
で
A
・
ア
ル

フ
ェ
ル
デ
ィ
の
提
唱
以
来
通
説
化
し
て
い
た
ガ
リ
エ
ヌ
ス
に
よ
る
中
央
騎
兵

軍
創
設
に
つ
い
て
、
歴
史
家
ゾ
ナ
ラ
ス
の
記
述
の
分
析
か
ら
異
を
唱
え
、
ガ

リ
エ
ヌ
ス
の
改
革
は
ア
ル
フ
ェ
ル
デ
ィ
に
先
行
し
て
リ
ッ
タ
ー
リ
ン
ク
の
提

唱
し
て
い
た
個
別
の
騎
兵
部
隊
の
創
出
に
あ
っ
た
と
い
う
説
に
回
帰
す
る

（一

Z
四
－
五
頁
な
ど
）
。
重
要
な
の
は
、
ほ
か
の
章
で
も
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
著
者
が
こ
こ
で
単
な
る
史
料
検
証
と
事
実
認
定
で
議
論
を
終
わ
ら
せ

ず
、
さ
ら
に
大
き
な
歴
史
の
推
移
の
な
か
に
事
態
を
置
い
て
解
釈
を
進
め
て

い
る
点
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
概
究
者
が
騎
兵
の
華
々
し
さ
に

目
を
奪
わ
れ
て
い
る
が
、
実
は
地
味
だ
が
こ
れ
に
先
行
す
る
歩
兵
の
分
遣
隊

が
帝
国
の
政
情
不
安
の
な
か
で
常
備
軍
化
し
て
い
く
こ
と
に
機
動
軍
の
始
ま

り
が
あ
り
、
こ
の
歩
兵
の
分
遣
隊
に
騎
兵
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
臨
機
応
変
に

危
機
に
対
処
で
き
る
機
動
軍
が
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
と
い
う
（
一
〇
六

－
七
頁
）
。

　
第
四
章
門
パ
ル
ミ
ラ
の
支
配
者
オ
ダ
エ
ナ
ト
ゥ
ス
の
経
歴
」
は
、
ロ
ー
マ

史
の
文
脈
の
な
か
に
パ
ル
ミ
ラ
が
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
試
み
で
、

そ
れ
自
体
で
興
味
の
あ
る
論
点
が
多
く
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で

は
本
書
全
体
と
の
関
係
か
ら
次
の
点
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
す
な
わ

ち
、
こ
こ
で
も
著
者
は
ウ
ァ
レ
リ
ア
ヌ
ス
の
積
極
的
な
政
策
的
意
図
を
見
出

そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
パ
ル
ミ
ラ
語
碑
文
と
ギ
リ
シ
ア
語
記
述
史

料
と
の
突
合
せ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
オ
ダ
エ
ナ
ト
ゥ
ス
へ
の
シ
リ
ア
・
フ
ォ
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評書

エ
ニ
キ
ア
総
督
任
用
は
、
第
一
章
で
も
播
及
さ
れ
た
ウ
ァ
レ
リ
ア
ヌ
ス
の
帝

国
防
衛
分
担
政
策
の
一
環
で
あ
り
（
＝
八
頁
）
、
そ
の
後
ガ
リ
エ
ヌ
ス
に

よ
っ
て
ペ
ル
シ
ア
に
面
し
た
ロ
ー
マ
帝
国
東
方
壷
焼
州
全
体
の
軍
事
指
揮
権

を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
～
二
九
買
）
。
以
上
が
第
－
部
で
あ
る
。

　
続
い
て
、
第
五
章
か
ら
七
章
ま
で
が
第
∬
部
「
イ
リ
ュ
リ
ア
人
の
ロ
ー
マ

帝
国
」
を
構
成
す
る
。
第
－
部
で
は
三
世
紀
半
ば
以
降
に
興
隆
し
た
騎
士
の

実
体
は
軍
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
軍
人
と
は
バ
ル
カ
ン

半
島
の
ド
ナ
ウ
川
流
域
の
諸
野
州
、
本
書
で
言
う
「
イ
リ
ュ
リ
ア
地
方
」
の

兵
卒
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
兵
卒
上
が
り
の
皇
帝
た
ち
の
下
で
軍

事
的
危
機
は
次
第
に
克
服
さ
れ
、
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
体
制
の
確
立
に
至
る
の

で
あ
る
。
第
H
部
で
は
、
序
章
で
の
予
告
ど
お
り
、
こ
の
「
イ
リ
ュ
リ
ア
人

皇
帝
の
時
代
」
を
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
帝
国
統
一
に
よ
る
そ
の
終
幕
ま

で
追
っ
て
い
る
。

　
第
五
章
門
イ
リ
ュ
リ
ア
人
皇
帝
支
配
下
の
ロ
ー
マ
帝
国
扁
で
は
、
ま
ず
第

一
節
で
ガ
リ
エ
ヌ
ス
暗
殺
後
の
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
の
即
位
の
二
六
八
年
か
ら

デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
の
即
位
の
二
八
四
年
ま
で
皇
帝
の
率
い
て
い
た

機
動
軍
が
解
散
す
る
こ
と
な
く
継
承
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
史
料
的

に
検
証
す
る
。
第
二
節
で
は
皇
帝
と
機
動
軍
、
軍
司
令
宮
と
機
動
軍
、
そ
れ

に
属
州
総
督
と
機
動
軍
の
関
係
が
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
の
手
法
を
用
い
て
検

証
さ
れ
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
機
動
軍
出
身
者
の
就
任
率
が
高
い
こ

と
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
同
章
第
三
節
は
趣
を
異
に
し
た
独
立
し
た
内
容
を
持
ち
、
騎
士
台
頭
の
こ

の
時
代
に
元
老
院
が
政
治
的
に
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
を
検
証
す
る
。

そ
の
結
果
は
大
変
興
味
深
い
も
の
で
、
皇
帝
が
配
下
の
機
動
軍
と
と
も
に
國

境
に
張
り
付
く
よ
う
に
な
る
と
、
首
都
の
元
老
院
議
員
は
皇
帝
不
在
で
か
え

っ
て
羽
を
伸
ば
し
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
イ
タ
リ
ア
や
ア
フ
リ
カ
属
州
で

は
こ
れ
ま
で
以
上
の
影
響
力
と
威
信
を
享
受
し
た
（
一
五
四
頁
）
と
い
う
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
随
行
員
と
な
っ
た
り
、
使
節
団
を
派
遣
し
た
り

し
て
皇
帝
と
の
関
係
を
保
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
古
体
と
し
て
の
騎
士
階
層
興
隆
の
風
潮
の
な
か
で
、
意
外
な
こ
と
に
元
老

院
も
息
を
ふ
き
返
し
て
い
た
と
い
う
事
態
を
念
頭
に
お
い
て
見
る
と
、
こ
れ

ま
で
と
ち
が
っ
て
非
常
に
す
っ
き
り
と
理
解
で
き
る
事
柄
が
同
時
代
に
生
じ

る
。
そ
れ
が
第
六
章
で
あ
つ
か
う
「
タ
キ
ト
ゥ
ス
帝
即
位
の
謎
」
で
あ
る
。

タ
キ
ト
ゥ
ス
帝
に
つ
い
て
は
、
ア
ウ
レ
リ
ア
ヌ
ス
帝
暗
殺
後
、
機
動
軍
が
自

ら
皇
帝
を
選
出
で
き
ず
に
元
老
院
に
皇
帝
選
出
を
願
っ
た
結
果
、
老
齢
の
最

後
の
元
老
院
議
員
皇
帝
と
し
て
立
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
。
著
者
は
史
料
検
証

の
結
果
サ
イ
ム
説
に
分
を
認
め
、
彼
は
本
来
は
軍
人
で
老
齢
に
な
っ
て
か
ら

名
誉
職
と
し
て
元
老
院
議
員
と
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
す
る
（
　
七
一

頁
）
。
し
か
し
、
そ
の
選
出
を
機
動
軍
が
元
老
院
に
願
い
出
た
の
も
事
実
で

あ
り
、
そ
れ
に
応
え
る
権
威
と
影
響
力
を
前
節
の
よ
う
に
元
老
院
が
回
復
し

て
い
た
と
見
る
の
で
あ
る
（
　
七
六
t
七
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
関
係
が
や
が

て
四
世
紀
の
後
期
ロ
ー
マ
帝
國
体
制
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
結
実
す
る
の
か
、

本
書
で
は
あ
く
ま
で
示
唆
に
と
ど
ま
る
の
だ
が
、
大
変
説
得
力
の
あ
る
新
し

い
見
解
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
七
章
「
軍
人
皇
帝
時
代
以
後
の
「
イ
リ
ユ
リ
ア
人
扁
」
で
は
、
イ
リ
ュ

リ
ア
人
の
そ
の
後
の
命
運
と
、
逆
に
時
代
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
彼
ら
の
形
成
過

程
が
｝
瞥
さ
れ
る
。
イ
リ
ュ
リ
ア
人
は
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
寒
期
に
お

い
て
は
依
然
と
し
て
遠
州
総
督
や
軍
司
令
官
な
ど
で
優
勢
で
あ
っ
た
（
第
一

節
）
の
だ
が
、
同
帝
退
位
後
没
落
が
始
ま
る
。
そ
れ
は
、
テ
ト
ラ
ル
キ
ア
体

制
下
の
各
分
担
地
域
の
そ
れ
ぞ
れ
で
勝
手
に
皇
帝
が
立
ち
始
め
る
と
相
互
の
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人
的
交
流
が
閉
ざ
さ
れ
て
機
動
軍
が
ロ
ー
カ
ル
化
し
、
機
動
軍
内
に
占
め
る

イ
リ
ュ
リ
ア
人
の
割
合
が
ド
ナ
ウ
流
域
以
外
で
は
低
下
し
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
第
二
節
～
八
九
頁
）
。
決
定
的
と
な
っ
た
の
は
、
こ

の
ド
ナ
ウ
流
域
を
保
持
し
て
い
た
リ
キ
ニ
ウ
ス
が
ゲ
ル
マ
ン
人
な
ど
を
主
力

と
す
る
ガ
リ
ア
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
イ
ヌ
ス
に
敗
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
（
同
節

一
九
三
頁
）
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
長
く
帝
国
を
つ
な
ぎ
と
め
る
力
と
し
て

作
用
し
て
き
た
イ
リ
ュ
リ
ア
人
を
放
逐
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ヌ
ス
は
そ
れ
に
代
わ
る
支
持
基
盤
を
探
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の

と
き
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
が
目
を
付
け
た
の
が
伝
統
的
支
配
階
層
で
あ
る

都
市
参
事
会
員
層
で
あ
り
、
彼
ら
を
昇
格
さ
せ
て
新
た
に
元
老
院
を
拡
充
し

て
い
っ
た
の
だ
と
著
者
は
考
え
て
い
る
（
第
三
節
）
。

　
第
四
節
は
そ
れ
ま
で
と
は
独
立
し
て
光
首
政
時
代
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
イ
リ

ュ
リ
ア
人
の
形
成
過
程
を
追
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
「
イ
リ
ュ

リ
ア
人
」
と
は
何
者
で
あ
る
か
の
定
義
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
入
種
や
需

語
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
ド
ナ
ウ
流
域
の
諸
総
州
の
住
罠
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
が
、
微
税
区
と
し
て
一
体
で
あ
り
、
属
州
と
な
っ
て
か
ら
軍
人
皇
帝
時

代
ま
で
の
二
〇
〇
年
間
の
歴
史
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
（
一

九
八
－
九
頁
）
。
そ
の
形
成
は
三
段
階
を
経
た
も
の
で
、
最
初
に
ハ
ド
リ
ア

ヌ
ス
帝
以
後
の
軍
団
兵
現
地
徴
募
に
由
来
す
る
軍
隊
社
会
の
形
成
、
次
に
マ

ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
時
代
の
マ
ル
コ
マ
ン
ニ
戦
争
時
代
に
お
け
る
、

侵
入
す
る
門
蛮
族
」
に
対
す
る
「
ロ
ー
マ
人
」
意
識
と
～
体
感
の
醸
成
、
最

後
に
セ
ウ
ェ
ル
ス
帝
に
従
軍
し
て
の
帝
国
申
央
へ
の
進
出
で
あ
る
（
二
〇
〇

頁
）
。
帝
国
中
央
に
登
場
し
た
イ
リ
ュ
リ
ア
人
は
強
い
郷
土
意
識
と
結
束
力

を
誇
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
や
が
て
帝
国
意
識
と
融
合
し
、
帝
国
の
安
定
と

統
～
に
貢
献
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
（
二
〇
ニ
ー
五
頁
）
。

　
終
章
「
イ
リ
ュ
リ
ア
人
の
興
亡
と
ロ
ー
マ
帝
国
の
変
容
」
は
再
度
本
書
全

体
を
振
り
返
り
、
第
－
部
も
含
め
て
そ
れ
は
事
実
上
「
イ
リ
ュ
リ
ア
人
の
興

亡
の
跡
を
辿
る
も
の
で
あ
っ
た
」
（
二
一
五
頁
）
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
再
度
ウ
ァ
レ
リ
ア
ヌ
ス
の
帝
国
防
衛
分
担
政
策
と
、
ガ
リ
エ
ヌ
ス

と
と
も
に
行
っ
た
機
動
軍
創
出
の
歴
史
的
意
義
が
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、

新
た
に
そ
の
行
き
着
い
た
先
と
し
て
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
の
即
位
が
「
ロ
ー
マ

帝
国
の
変
容
の
総
決
算
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
結
論
と
し
て
著

者
は
軍
人
皇
帝
時
代
は
単
な
る
「
過
渡
期
」
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
帝
国
が

「
統
治
構
造
と
統
治
階
層
の
決
定
的
な
変
貌
を
」
遂
げ
た
時
代
と
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
内
容
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
評
者
と
し
て
は
ま
だ
本
書

の
意
義
を
伝
え
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
明
快
な
視
点
で
貫

か
れ
、
読
み
や
す
い
文
章
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
い
ざ
紹
介
す
る
と
な

る
と
、
た
ち
ま
ち
困
難
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
う
。
本
書
を
正
し
く
評
価
す
る

に
は
、
そ
の
実
証
的
研
究
の
性
格
上
、
著
者
の
用
い
た
史
料
や
先
行
研
究
を

今
｝
度
細
部
に
わ
た
っ
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
個
別
の
論
点
に
つ

い
て
も
ウ
ァ
レ
リ
ア
ヌ
ス
帝
統
治
の
見
直
し
の
よ
う
な
本
書
の
趣
旨
に
か
か

わ
る
議
論
は
も
ち
ろ
ん
、
光
老
院
が
こ
の
時
期
影
響
力
を
回
復
さ
せ
て
い
た

可
能
性
の
示
唆
な
ど
、
ロ
ー
マ
史
全
体
を
考
え
る
上
で
も
見
過
ご
す
こ
と
の

で
き
な
い
大
胆
な
展
望
が
、
慎
重
な
推
論
の
上
に
立
ち
つ
つ
も
、
矢
継
ぎ
早

に
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
の
全
て
に
わ
た
っ
て
簡
潔
、
適
切
に
触
れ

る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。
著
者
の
独
特
の
筆
致
を
直
接
は
伝
え
ら
れ
な
い

の
も
残
念
で
あ
る
。

　
だ
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
蟹
頭
に
も
記
し
た
と
お
り
本
書
の
よ
う
な
問
題

意
識
に
貫
か
れ
た
軍
人
皇
帝
時
代
の
本
格
的
研
究
書
は
海
外
を
見
渡
し
て
も

存
在
せ
ず
、
学
問
的
に
高
い
価
値
を
有
す
る
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
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評轡

で
あ
る
。
ま
た
、
～
般
読
者
の
潜
在
的
な
要
求
に
も
応
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

三
世
紀
後
半
以
降
連
続
す
る
イ
リ
ュ
リ
ア
人
皇
帝
た
ち
に
よ
る
連
戦
連
勝
ぶ

り
は
、
ギ
ボ
ン
の
翻
訳
な
ど
を
紐
解
い
た
　
般
読
者
に
も
酬
染
み
の
あ
る
は

ず
だ
が
、
そ
の
歴
史
的
背
景
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
も
、
こ
れ
に
応
え
る
研

究
書
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
も
本
書
は
膚
益
で
あ
る
。

　
い
く
つ
か
疑
問
も
述
べ
て
お
こ
う
。
ひ
と
き
わ
目
立
つ
の
は
「
騎
士
身
分

の
興
隆
鳳
で
始
ま
っ
た
も
の
が
、
最
後
は
「
イ
リ
ュ
リ
ア
人
の
興
亡
」
で
終

わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
て
言
え
ば
「
下
克
上
と
戦
国
大
名
」
で

始
ま
っ
た
叙
述
が
終
わ
っ
て
み
る
と
「
尾
張
・
三
河
の
武
士
団
扁
に
な
っ
て

い
た
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
指
し
示
す
対
象
が
同
じ
で
も
、
そ
れ
を
捉

え
る
概
念
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
先
行
研
究
の
騎
士
身
分
概
念
が
不

十
分
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
実
体
を
解
明
す
る
と
壁
書
し
て
出
発
し
た
以
上
、

最
後
も
そ
の
概
念
の
明
確
化
で
終
わ
ら
な
い
と
、
　
貫
性
に
欠
け
る
の
で
は

な
い
か
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
論
文
集
と
い
う
性
格
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

収
録
論
文
の
相
互
関
連
性
の
薄
い
、
雑
多
な
内
容
の
論
文
集
も
多
い
だ
け
に
、

立
論
の
レ
ベ
ル
が
最
初
と
最
後
で
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
三
世
紀
の

ロ
ー
マ
帝
国
を
イ
リ
ュ
リ
ア
地
方
出
身
の
軍
人
皇
帝
の
動
向
か
ら
見
直
そ
う

と
し
て
い
る
視
点
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
を
評
価
す
べ
き
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
書
き
下
ろ
し
の
序
論
と
終
章
で
補
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
ほ
ん
と
う
に
騎
士
身
分
の
実
体
は
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
本
書
合
評
会
で
会
場
か
ら
も
出
た
質
問
で
あ
る
が
、
本
書
で
言
う
「
軍

人
」
と
は
ど
の
よ
う
な
人
々
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
ド
ナ
ウ
地
域
に
は
帝
国

の
三
分
の
二
の
兵
力
が
集
中
し
て
い
た
と
い
う
が
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
人
々

で
、
ど
の
よ
う
に
編
成
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
イ
リ
ュ
リ
ア
人
」
に

つ
い
て
も
同
様
で
、
本
書
の
最
終
章
最
終
節
に
至
っ
て
ご
く
簡
潔
に
約
二
〇

〇
年
問
の
「
歴
史
形
成
物
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
そ

の
「
実
体
」
は
曖
昧
摸
糊
と
し
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
彼
ら
が
マ
ル

コ
マ
ン
ニ
戦
争
で
「
蛮
族
」
に
対
す
る
「
ロ
ー
マ
人
」
意
識
を
共
有
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
学
説
も
、
現
在
検
証
の
上
維
持
可
能
な
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
。

　
仮
に
「
イ
リ
ュ
リ
ア
人
扁
が
そ
の
よ
う
に
「
ロ
ー
マ
人
」
意
識
を
強
く
持

っ
て
い
た
と
し
て
、
彼
ら
の
中
央
へ
の
進
出
が
セ
ウ
ェ
ル
ス
朝
に
始
ま
っ
て

い
た
と
す
る
な
ら
、
本
書
で
あ
つ
か
う
ウ
ァ
レ
リ
ア
ヌ
ス
期
よ
り
か
な
り
早

い
。
こ
の
間
の
軍
入
も
し
く
は
イ
リ
ュ
リ
ア
人
皇
帝
、
た
と
え
ば
マ
ク
シ
ミ

ヌ
ス
・
ト
ラ
ク
ス
な
ど
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
っ
た

く
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
ば
か
り
の
よ
う
で
あ
る
が
、
評
価
を
下
す
史
料
の
性

格
の
問
題
も
あ
ろ
う
し
、
彼
が
元
老
院
の
反
紺
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
軍
を
率

い
て
外
敵
と
戦
い
、
ロ
ー
マ
皇
帝
で
あ
ろ
う
と
し
続
け
た
こ
と
の
ほ
う
に
評

者
な
ど
は
関
心
が
向
い
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
後
の
イ
リ
ュ
リ
ア
人
皇
帝
を
彷

彿
さ
せ
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
だ
が
、
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
逆
に
帝
国
統
｝

に
向
か
い
始
め
た
時
代
で
も
、
そ
れ
ほ
ど
結
束
力
が
強
い
の
な
ら
、
ど
う
し

て
相
互
に
暗
殺
な
ど
を
し
合
っ
た
の
か
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
が
自
身
イ

リ
ュ
リ
ア
人
出
身
な
の
に
こ
れ
に
敵
対
し
た
こ
と
の
説
明
に
彼
自
身
の
人
質

体
験
を
挙
げ
て
い
る
が
（
二
〇
七
頁
）
、
こ
れ
も
結
束
力
が
強
い
の
な
ら
そ

も
そ
も
人
質
を
取
る
必
要
も
な
い
わ
け
で
、
宗
教
の
別
に
よ
る
説
明
同
様
あ

ま
り
説
得
力
が
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

　
綿
密
な
史
料
・
学
説
検
討
の
結
果
で
あ
る
第
－
部
に
も
素
朴
な
疑
問
は
残

る
。
金
上
を
通
し
て
ウ
ァ
レ
リ
ヌ
ア
ス
帝
の
政
策
意
図
が
強
調
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
の
だ
が
、
帝
国
防
衛
分
担
政
策
に
せ
よ
、
機
動
軍
の
創
出
に
せ
よ
、
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状
況
に
押
さ
れ
て
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
と
く
に
オ
ダ
エ
ナ
ト
ゥ
ス

へ
の
東
方
軍
司
令
窟
も
し
く
は
総
督
称
号
の
付
与
は
実
効
支
配
を
失
っ
た
地

域
へ
の
名
誉
称
号
投
売
り
の
よ
う
に
も
見
え
、
こ
れ
を
息
子
ガ
リ
エ
ヌ
ス
に

実
効
支
配
中
の
帝
国
西
方
を
委
ね
た
防
衛
分
担
政
策
と
同
様
に
あ
つ
か
う
の

は
い
さ
さ
か
強
引
な
よ
う
に
思
え
た
。

　
そ
れ
か
ら
、
ア
ル
フ
ェ
ル
デ
ィ
の
中
央
軍
創
出
説
は
誤
り
で
、
ア
ウ
レ
オ

ル
ス
な
ど
は
一
時
的
、
臨
時
に
皇
帝
穿
下
の
機
動
軍
の
全
権
を
委
ね
ら
れ
た

の
み
と
い
う
が
、
す
る
と
一
〇
七
頁
な
ど
で
皇
帝
の
直
属
の
「
軍
」
は
「
解

散
可
能
な
、
一
時
的
、
場
当
た
り
的
に
編
成
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
恒
常
的

性
格
を
帯
び
」
て
い
た
と
い
う
「
軍
」
と
は
備
な
の
だ
ろ
う
か
。
同
頁
次
段

落
で
も
「
機
動
軍
の
う
ち
最
大
規
模
を
誇
っ
た
の
は
当
然
皇
帝
鷹
下
の
機
動

軍
で
あ
っ
た
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
第
∬
部
に
な
る
が
、
第
五
訟
訴
一
節

で
「
機
動
軍
の
継
承
」
と
し
て
こ
の
皇
帝
鷹
下
の
最
大
の
機
動
軍
が
ガ
リ
エ

ヌ
ス
暗
殺
直
後
か
ら
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
即
位
ま
で
解
散
な
し
に
継
続

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
も
「
中
央
騎
兵
軍
」
の

よ
う
に
見
え
る
し
、
そ
の
よ
う
な
名
称
を
与
え
て
も
間
違
い
で
な
い
よ
う
に

思
え
る
が
、
何
か
別
個
の
論
理
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
叙
述
に
な
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

　
ほ
か
に
も
ま
だ
考
え
出
す
と
い
く
ら
で
も
疑
問
は
湧
い
て
く
る
。
た
だ
、

こ
れ
は
本
書
の
価
値
を
決
し
て
下
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
囲
頭
に
も

記
し
た
よ
う
に
、
断
片
的
な
史
料
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
、
こ
れ
だ
け
明
確
な
軍

人
皇
帝
時
代
像
を
提
示
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
の
ほ
う
を
読
者
は
喜
ぶ
べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
程
度
疑
問
や
矛
盾
点
が
生
じ
る
こ
と
は
百
も
承
知
の
上

で
の
執
筆
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
最
後
に
、
「
古
代
末
期
」
を
標
榜
し
続
け
て
い
る
評
者
か
ら
す
る
と
、
海

外
に
お
け
る
隆
盛
と
は
裏
腹
に
、
「
古
代
末
期
」
や
「
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
」

に
関
す
る
モ
ノ
グ
ラ
フ
が
な
い
な
か
で
、
先
に
「
元
首
政
か
ら
」
次
の
時
代

で
あ
る
「
軍
人
皇
帝
時
代
」
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
が
出
た
こ
と
に
わ
が
国
独
自
の

学
雰
状
況
を
見
る
思
い
が
し
た
。
次
の
時
代
が
明
確
に
見
え
る
よ
う
に
な
る

よ
う
努
力
し
た
い
。
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