
﹁
ム
ー
サ
に
仕
え
る
輩
た
ち
﹂
と
後
期
ロ
ー
マ
帝
国

教
養
知
識
人
と
帝
国
・
皇
帝
体
制

西

村

昌

洋

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇

⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇

⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇ ⌇

【
要
約
】

本
稿
は
四
世
紀
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
教
養
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
︑
帝
政
後
期
の
教
養
文
化
と
ロ
ー
マ
帝
国
と
の
関

連
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
四
世
紀
の
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
︑
数
多
く
の
知
識
人
が
学
業
を
修
め
帝
国
官
僚
と
し
て
栄
達
を
遂
げ
る
た
め
に
帝
国
内
を
広
範
囲
に

移
動
し
て
い
た
︒
教
養
人
は
知
人
や
後
続
の
た
め
に
互
い
に
便
宜
を
図
り
合
っ
て
お
り
︑
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
彼
ら
の
交
流
網
は
帝
国
規
模
に
及
ぶ
も

の
だ
っ
た
︒
当
時
の
教
養
が
最
も
重
ん
じ
た
の
は
修
辞
学
で
あ
り
︑
修
辞
学
の
素
養
は
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
人
格
陶
冶
に
必
須
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い

た
た
め
︑
教
養
人
と
帝
国
官
僚
を
同
じ
教
養
エ
リ
ー
ト
と
し
て
統
合
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
た
︒
一
方
︑
教
養
人
は
頌
辞
に
お
い
て
︑
ロ
ー
マ
皇
帝
は

過
去
の
威
信
を
現
在
に
再
現
し
ロ
ー
マ
の
再
生
と
永
遠
を
約
束
す
る
存
在
と
繰
り
返
し
語
っ
て
お
り
︑
当
時
の
教
養
文
化
に
は
皇
帝
と
帝
国
の
存
続
を
自

明
視
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
後
期
ロ
ー
マ
の
教
養
人
た
ち
は
帝
国
の
体
制
や
理
念
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒

史
林

一
〇
一
巻
一
号

二
〇
一
八
年
一
月

は

じ

め

に

本
稿
で
は
︑
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
登
位
か
ら
ロ
ー
マ
市
略
奪
ま
で
の
時
期
︑
お
お
よ
そ
紀
元
後
四
世
紀
前
後
に
あ
た
る
後
期
ロ
ー
マ

帝
国
の
時
代
に
お
け
る
教
養
文
化
と
帝
国
と
の
関
係
を
︑
﹁
学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
る
︒
本
論
に
入
る
前
に
ま
ず
︑

こ
の
時
代
を
代
表
す
る
知
識
人
の
一
人
︑
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
経
歴
を
概
観
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い①
︒
三
五
四
年
︑
北
ア
フ
リ
カ
の
タ
ガ

「ムーサに仕える輩たち」と後期ローマ帝国（西村）

9 ( 9 )



ス
テ
に
生
ま
れ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
︑
一
一
歳
で
マ
ダ
ウ
ロ
ス
の
町
で
文
法
を
は
じ
め
と
す
る
初
歩
的
な
教
育
を
受
け
た
後
︑
親
類
縁
者

か
ら
の
経
済
的
援
助
を
得
て
一
七
歳
よ
り
ロ
ー
マ
帝
国
領
北
ア
フ
リ
カ
最
大
の
都
市
カ
ル
タ
ゴ
に
お
い
て
修
辞
学
の
学
習
を
始
め
た
︒
三
七
四

年
︑
一
度
故
郷
の
タ
ガ
ス
テ
に
戻
り
し
ば
ら
く
当
地
で
文
法
教
師
を
務
め
た
後
に
カ
ル
タ
ゴ
へ
戻
り
︑
修
辞
学
の
教
師
と
な
っ
た
も
の
の
︑
三

八
三
年
︑
カ
ル
タ
ゴ
に
お
い
て
八
年
近
く
修
辞
学
の
教
師
を
務
め
て
い
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
︑
北
ア
フ
リ
カ
を
離
れ
イ
タ
リ
ア
の
都
ロ
ー

マ
へ
渡
る
こ
と
を
決
意
し
た
︒
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
そ
の
決
断
に
つ
い
て
後
に
振
り
返
っ
て
こ
う
語
っ
て
い
る
︒

わ
た
し
が
ロ
ー
マ
に
い
こ
う
と
思
っ
た
の
は
︑
そ
れ
を
わ
た
し
に
す
す
め
た
友
人
た
ち
に
よ
っ
て
︑
大
き
な
利
得
や
高
い
地
位
が
約
束
さ
れ
た
か
ら
で
は

な
い
︒
も
っ
と
も
︑
こ
う
い
う
こ
と
も
当
時
は
わ
た
し
の
心
を
動
か
し
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
最
大
の
ほ
と
ん
ど
唯
一
と
い
っ
て
も
よ
い
理
由
は
︑

ロ
ー
マ
の
青
年
た
ち
の
ほ
う
が
も
っ
と
静
か
に
勉
強
し
︑
も
っ
と
厳
し
い
規
律
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
自
分
の
つ
い
て
も
い
な
い
教
師
の
講
義
に
︑

ど
こ
で
あ
ろ
う
と
あ
つ
か
ま
し
く
押
し
か
け
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
な
く
︑
ま
た
教
師
の
許
可
が
な
け
れ
ば
そ
こ
に
は
い
る
こ
と
も
で
き
な
い
と

聞
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
に
反
し
て
︑
カ
ル
タ
ゴ
で
は
︑
学
生
の
あ
い
だ
に
︑
忌
む
べ
き
常
規
を
逸
し
た
放
縦
が
行
な
わ
れ
て
い
た
︒
か
れ
ら
は

あ
つ
か
ま
し
く
乱
入
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
教
師
が
教
え
子
た
ち
の
た
め
を
思
っ
て
定
め
た
規
律
を
ほ
と
ん
ど
正
気
の
沙
汰
と
は
思
わ
れ
ぬ
態
度
で
乱
し
て

い
た
︒
か
れ
ら
は
︑
慣
習
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
な
け
れ
ば
法
律
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
多
く
の
不
正
を
働
き
な
が
ら
︑
平
然
と
し
て
恥
じ
な
い②
︒

残
念
な
が
ら
︑
ロ
ー
マ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
目
に
し
た
学
生
た
ち
も
カ
ル
タ
ゴ
の
生
徒
と
同
程
度
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
態
度
が
悪
か
っ

た
ら
し
く
︑
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
期
待
は
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が③
︑
ロ
ー
マ
滞
在
中
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
は
転
機
が
訪
れ
た
︒

三
八
四
年
︑
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
友
人
の
手
を
介
し
て
︑
ロ
ー
マ
市
元
老
院
議
員
に
し
て
当
時
ロ
ー
マ
市
の
都
市
長
官
を
務
め
て
い
た
シ
ュ

ン
マ
ク
ス
か
ら
推
薦
を
得
て
︑
ミ
ラ
ノ
で
修
辞
学
教
師
の
ポ
ス
ト
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
時
の
ミ
ラ
ノ
は
皇
帝
ウ
ァ
レ
ン

テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
二
世
の
宮
廷
所
在
地
で
あ
っ
た
た
め
︑
ロ
ー
マ
帝
国
の
政
治
権
力
中
枢
の
一
つ
だ
っ
た
︒
皇
帝
権
力
の
膝
下
で
修
辞
学
教
師
の
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職
を
得
る
こ
と
は
︑
才
能
あ
る
者
や
立
身
出
世
を
志
す
野
心
家
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
︒
実
際
︑
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
︑
そ
う

し
た
野
心
の
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
﹁
実
際
︑
な
に
か
名
誉
あ
る
地
位
に
就
け
る
の
も
︑
も
う
少
し
で
は
な
い
か
︒
⁝
⁝
有
力

な
友
人
が
数
多
く
い
る
の
だ
か
ら
︑
な
に
も
そ
れ
ほ
ど
あ
わ
て
な
く
て
も
︑
少
な
く
と
も
プ
ラ
エ
セ
ス
級
属
州
総
督
に
な
れ
る
は
ず
だ④
﹂
︑
と
︒

だ
が
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
ミ
ラ
ノ
は
同
市
の
司
教
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
と
の
出
会
い
の
地
と
な
っ
た
︒
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
世
俗
の

世
界
で
栄
達
を
遂
げ
る
こ
と
を
あ
き
ら
め⑤
︑
三
八
七
年
︑
ミ
ラ
ノ
で
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
か
ら
洗
礼
を
受
け
︑
翌
年
ア
フ
リ
カ
に
戻
り
︑
三
九
一

年
に
は
ヒ
ッ
ポ
・
レ
ギ
ウ
ス
で
司
祭
に
︑
三
九
五
年
に
は
司
教
に
叙
任
さ
れ
︑
教
会
人
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
キ
リ
ス
ト
教
思
想

家
と
し
て
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
詳
し
く
述
べ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
子
供
時
代
に
故
郷
の
地
で
勉
学
に
励
み
︑
二
〇
代
の
多
く
を
カ
ル
タ
ゴ
の
教
師
と
し
て
過
ご
し
︑
三
〇
歳
前
に
は
さ

ら
な
る
出
世
を
求
め
て
イ
タ
リ
ア
に
渡
航
し
︑
数
年
の
間
︑
官
吏
と
し
て
採
用
さ
れ
る
機
会
を
う
か
が
い
つ
つ
修
辞
学
の
教
授
を
続
け
た
︒
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
海
外
滞
在
は
五
年
ほ
ど
で
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
れ
は
四
世
紀
当
時
︑
海
を
越
え
て
学
問
に
携
わ
り
︑
キ
ャ
リ
ア

を
重
ね
︑
文
人
た
ち
と
交
流
を
重
ね
た
教
養
人
の
遍
歴
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
︒
実
際
︑
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
︑
多
く
の
人
間
が
故
郷
を
離
れ

て
勉
学
を
続
け
︑
各
地
を
移
動
し
な
が
ら
弁
論
や
文
学
の
教
師
と
し
て
経
歴
を
重
ね
︑
同
じ
文
人
た
ち
の
た
め
に
便
宜
を
図
り
合
っ
て
い
る
の

で
あ
る
︒
彼
ら
は
皆
︑
同
じ
古
典
作
品
を
学
習
す
る
こ
と
で
培
わ
れ
る
教
養
文
化
を
紐
帯
と
し
て
結
び
つ
い
た
教
養
エ
リ
ー
ト
層
で
あ
り
︑
帝

国
規
模
で
張
り
巡
ら
さ
れ
た
彼
ら
の
活
動
と
交
流
の
広
が
り
は
︑
ま
さ
に
﹁
学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
︒
そ
し
て
こ
の

﹁
学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
は
帝
国
の
統
治
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
も
密
接
な
関
わ
り
が
あ
っ
た
︒
教
養
エ
リ
ー
ト
層
は
同
時
に
帝
国
の
官
僚
・

行
政
官
の
予
備
軍
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
事
実
︑
修
辞
学
教
師
か
ら
官
僚
や
属
州
総
督
の
よ
う
な
政
治
的
な
ポ
ス
ト
に
転
身
し
た
例
は
珍

し
い
も
の
で
は
な
く
︑
ミ
ラ
ノ
滞
在
時
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
官
吏
登
用
の
期
待
を
抱
い
た
の
は
き
わ
め
て
自
然
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

後
期
ロ
ー
マ
帝
国
は
官
僚
機
構
が
発
達
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
︑
官
僚
と
し
て
帝
国
統
治
に
与
る
者
は
教
養
文
化
の
薫
陶
を
受
け
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
属
州
シ
リ
ア
の
都
市
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
修
辞
学
者
リ
バ
ニ
オ
ス
は
︑
あ
る
若
者
の
教
育
に
つ
い
て
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語
る
書
簡
の
中
で
︑
官
僚
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
振
舞
い
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
︒

こ
れ
ほ
ど
の
官
位
に
あ
っ
て
も
︑
権
力
を
前
に
し
て
品
位
を
失
わ
ず
︑
諸
都
市
が
幸
福
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
を
己
が
務
め
と
考
え
︑
執
行
吏
の
剣
が
無

用
で
あ
る
こ
と
を
喜
び
︑
建
設
事
業
に
よ
っ
て
町
々
を
美
し
く
し
︑
ム
ー
サ
の
女
神
ら
に
仕
え
︑
裁
き
の
場
に
あ
っ
て
は
不
正
を
為
し
た
者
を
誰
一
人
罰

せ
ぬ
ま
ま
に
は
し
な
い
︑
こ
れ
が
知
を
愛
す
る
こ
と
以
外
の
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か⑥
︒

こ
こ
で
は
﹁
ム
ー
サ
の
女
神
ら
に
仕
え
る

ム

ー

サ

ー

ス

・

テ

ラ

ペ

ウ

オ

ー

ン

︵
M
ousas
therapeuon
︶
﹂
と
い
う
言
葉
が
︑
教
養
あ
る
有
識
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
を
指
す
表
現
と

な
っ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
公
正
な
行
政
官
は
﹁
ム
ー
サ
の
女
神
に
仕
え
る
者
﹂
︑
す
な
わ
ち
教
養
文
化
を
共
有
す
る
者
で
も
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
︒
古
代
末
期
研
究
の
泰
斗
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ラ
ウ
ン
は
一
九
九
二
年
の
書
﹃
古
代
末
期
に
お
け
る
権
力
と
説
得

︵
P
ow
er
and
P
ersuasion
in
L
ate
A
ntiquity
︶
﹄
に
お
い
て
︑
帝
国
官
僚
と
各
地
の
名
望
家
を
同
じ
統
治
者
集
団
と
し
て
統
合
す
る
作
用
を
教

養
が
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
︑
こ
の
集
団
の
こ
と
を
先
に
引
用
し
た
リ
バ
ニ
オ
ス
に
ち
な
ん
で
︑
﹁
ム
ー
サ
に
仕
え
る
輩

と
も
が
ら︵

fellow

servants
of
the
M
uses︶
﹂
と
呼
ん
で
い
る⑦
︒
本
稿
は
こ
の
﹁
ム
ー
サ
に
仕
え
る
輩
た
ち
﹂
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
︑
四
世
紀
の
後
期
ロ
ー

マ
帝
国
に
お
け
る
﹁
学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
の
特
徴
に
つ
い
て
議
論
す
る
︒
ま
ず
は
︑
第
一
章
に
お
い
て
帝
政
後
期
の
知
識
人
た
ち
が
受
け

る
教
育
課
程
と
そ
の
後
の
経
歴
に
つ
い
て
扱
う
︒
次
い
で
第
二
章
で
︑
修
辞
学
に
重
き
を
置
く
当
時
の
教
養
文
化
に
は
︑
知
識
人
と
権
力
者
を

同
じ
規
範
の
中
に
結
合
す
る
機
能
が
あ
っ
た
点
に
注
目
す
る
︒
最
後
に
︑
皇
帝
の
権
力
と
権
威
に
つ
い
て
語
る
際
︑
当
時
の
文
人
た
ち
の
言
説

に
は
︑
過
去
の
事
績
と
現
在
の
ロ
ー
マ
帝
国
と
の
間
に
連
続
性
を
見
出
す
傾
向
が
あ
っ
た
点
に
着
目
し
て
︑
後
期
ロ
ー
マ
時
代
の
教
養
人
の
言

説
が
有
し
て
い
た
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
︒
こ
れ
ら
の
議
論
を
通
し
て
︑
当
時
の
教
養
文
化
︑
文
人
た
ち
の
価
値
観
や
思
考
様
式
に
着
目
し
︑

そ
れ
ら
が
後
期
ロ
ー
マ
の
帝
国
体
制
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
︒
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一
次
史
料
の
略
称
は

S.
H
ornblow
er,
A
.
Spaw
forth
and
E
.
E
idinow

(eds.),
T
he
O
xford
C
lassical
D
ictionary,
4th
ed.,
O
xford,
2012,
pp.

xxvii-liii
に
準
拠
す
る
︒

①

Ｐ
・
ブ
ラ
ウ
ン
﹃
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
伝
﹄
出
村
和
彦
訳
︑
教
文
館
︑
二
〇
〇

四
年
︑
上
巻
二
三
～
一
八
九
頁
︒

②

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
﹃
告
白
﹄
五
・
八
・
一
四
︵
服
部
英
次
郎
訳
︑
岩
波
文
庫
︑

岩
波
書
店
︑
一
九
七
六
年
︶
︒

③

カ
ル
タ
ゴ
で
見
ら
れ
た
よ
う
な
授
業
妨
害
に
加
え
︑
教
師
に
授
業
料
を
払
う
日

が
近
づ
く
と
別
の
教
師
の
も
と
へ
逃
亡
す
る
と
い
う
︵
同
右
五
・
一
二
・
二
二
︶
︒

④

同
右
六
・
一
一
・
一
九
︵
訳
は
長
谷
川
宜
之
﹃
ロ
ー
マ
帝
国
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
：
古
代
末
期
北
ア
フ
リ
カ
社
会
の
司
教
﹄
東
北
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
九
年
︑

一
四
七
頁
の
も
の
︶
︒
プ
ラ
エ
セ
ス
︵
praeses︶
と
は
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け

る
属
州
総
督
の
称
号
の
一
つ
で
あ
り
︑
重
要
性
の
低
い
属
州
を
治
め
る
最
下
級
の

総
督
が
帯
び
る
も
の
︵
A
.H
.M
.Jones,T
he
L
ater
R
om
an
E
m
pire
284-

602,
O
xford,
1964,
pp.
45,
106-7,
373,
379,
527-9;
D
.
Slootjes,
T
he

G
overnor
and
his
Subjects
in
the
L
ater
R
om
an
E
m
pire,Leiden,2006,

pp.19-23
︶
︒

⑤

ミ
ラ
ノ
宮
廷
で
の
ウ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
二
世
の
政
権
は
基
盤
が
脆
弱
で
不

安
定
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
も
︑
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
世
俗
の
栄
達
を
あ
き
ら
め

ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
の
教
会
に
関
心
を
向
け
る
一
因
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︵
N
.

M
cLynn,
A
m
brose
of
M
ilan:
C
hurch
and
C
ourt
in
a
C
hristian

C
apital,
B
erkeley,1994,
pp.167-70
︶
︒

⑥

Lib.
E
p.
1261.4.
ス
キ
ュ
ラ
キ
オ
ス
と
い
う
人
物
に
宛
て
た
書
簡
で
あ
り
︑

こ
の
人
物
の
息
子
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
箇
所
︒

⑦

P.R
.L.B
row
n,P
ow
er
and
P
ersuasion
in
L
ate
A
ntiquity:
T
ow
ards

a
C
hristian
E
m
pire,
M
adison,1992,
p.40.

第
一
章

後
期
ロ
ー
マ
の
知
識
人
の
修
業
と
遍
歴

ま
ず
は
︑
帝
政
後
期
の
知
識
人
の
教
育
と
経
歴
に
つ
い
て
ま
と
め
よ
う
︒
教
会
人
と
な
る
前
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
知
識
人
と
し
て
た
ど

っ
た
経
歴
に
つ
い
て
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
︑
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
経
歴
は
当
時
と
し
て
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
︑
数
多
く
の

教
養
人
が
同
じ
よ
う
な
人
生
を
歩
ん
だ
と
み
て
よ
い
︒
彼
ら
の
経
歴
を
簡
単
に
示
し
て
お
こ
う
︒
ま
ず
故
郷
で
文
法
を
中
心
と
す
る
初
等
教
育

を
受
け
る
︒
そ
の
後
︑
修
辞
学
︑
法
学
︑
哲
学
と
い
っ
た
本
格
的
な
高
等
教
育
に
進
む
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
際
︑
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
カ
ル

タ
ゴ
に
向
か
っ
た
よ
う
に
︑
研
鑽
を
積
む
た
め
高
名
な
教
師
や
多
く
の
学
生
の
集
ま
る
学
問
と
文
化
の
中
心
地
へ
留
学
す
る
こ
と
も
ま
れ
で
は

な
か
っ
た
︒
カ
ル
タ
ゴ
以
外
で
は
︑
ロ
ー
マ
︑
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
︑
ア
テ
ナ
イ
︑
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
︑
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
︑
ベ
イ

ル
ー
ト
な
ど
が
有
力
な
候
補
だ
っ
た
︒
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
カ
ル
タ
ゴ
か
ら
ロ
ー
マ
︑
ミ
ラ
ノ
へ
移
動
し
た
よ
う
に
︑
留
学
先
を
梯
子
す
る

「ムーサに仕える輩たち」と後期ローマ帝国（西村）

13 ( 13 )



こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
︒
学
生
と
し
て
あ
る
い
は
臨
時
の
教
師
と
し
て
各
地
を
遍
歴
し
つ
つ
才
能
を
磨
き
︑
官
吏
と
し
て
登
用
さ
れ
る
︑
あ

る
い
は
公
的
な
教
授
ポ
ス
ト
を
得
る
と
い
っ
た
チ
ャ
ン
ス
を
待
つ
の
で
あ
る
︒
先
に
言
及
し
た
リ
バ
ニ
オ
ス
も
こ
う
し
た
経
歴
を
た
ど
っ
て
い

る①
︒
三
一
四
年
シ
リ
ア
の
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
で
生
ま
れ
た
リ
バ
ニ
オ
ス
は
︑
故
郷
で
文
法
の
学
習
を
終
え
修
辞
学
の
訓
練
を
重
ね
た
後
︑
三
三

六
年
か
ね
て
か
ら
希
望
し
て
い
た
ア
テ
ナ
イ
へ
の
留
学
を
実
現
さ
せ
る
︒
も
っ
と
も
︑
ア
テ
ナ
イ
の
学
生
た
ち
の
素
行
も
ロ
ー
マ
同
様
芳
し
い

も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
︑
リ
バ
ニ
オ
ス
は
幻
滅
を
味
わ
う
こ
と
に
な
っ
た
が
︑
ア
テ
ナ
イ
の
よ
う
な
大
学
町
に
は
ロ
ー
マ
帝
国
中
か
ら
多
く

の
学
者
と
学
生
が
集
ま
り
国
際
色
と
喧
騒
に
彩
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う②
︒

彼
ら
が
学
ぶ
学
問
に
は
︑
哲
学
や
法
学
と
い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
が
︑
こ
の
時
代
︑
学
問
の
花
形
は
や
は
り
修
辞
学
だ
っ
た③
︒
修
辞
学
の
素

養
は
ラ
テ
ン
語
や
ギ
リ
シ
ア
語
の
古
典
作
品
を
徹
底
的
に
学
習
す
る
こ
と
で
培
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
古
典
の
精
神
を
自
家
薬
籠
中
の
物
と
し
︑

洗
練
さ
れ
た
文
体
を
自
在
に
駆
使
す
る
こ
と
は
︑
ロ
ー
マ
帝
国
の
支
配
階
級
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
手
段
で
あ
り
︑
か
つ
帝
国
の
官

僚
や
行
政
官
と
し
て
ポ
ス
ト
を
得
る
た
め
の
必
須
の
条
件
で
も
あ
っ
た
︒
西
方
ラ
テ
ン
語
圏
で
あ
れ
ば
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
と
キ
ケ
ロ
を
︑
東
方

ギ
リ
シ
ア
語
圏
で
あ
れ
ば
ホ
メ
ロ
ス
と
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
を
︑
徹
底
的
に
叩
き
込
ま
れ
︑
こ
う
し
た
古
典
の
語
法
を
一
言
一
句
違
わ
ず
理
解
し
自

ら
も
使
い
こ
な
す
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
ブ
ラ
ウ
ン
曰
く
︑
修
辞
学
の
手
ほ
ど
き
は
︑
さ
な
が
ら
オ
ペ
ラ
の
ス
タ
ー
歌
手
が
生
徒
に

施
す
レ
ッ
ス
ン
の
よ
う
な
厳
し
さ
で
あ
り
︑
﹁
ア
ッ
テ
ィ
カ
用
法
に
な
じ
ま
ぬ
言
葉
も
︑
弁
論
の
目
的
か
ら
外
れ
る
思
考
も
︑
韻
律
を
損
な
わ

せ
る
た
だ
の
一
音
も
︑
調
和
を
乱
す
一
言
も
︑
教
師
の
注
意
を
免
れ
る
こ
と
は
な
い④
﹂
︒

修
辞
学
の
訓
練
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
教
養
︑
ギ
リ
シ
ア
語
で
パ
イ
デ
イ
ア
︵
paideia
︶
と
呼
ば
れ
る
そ
れ
は
︑
エ
リ
ー
ト
を
他
の
人
間
か

ら
区
別
す
る
指
標
だ
っ
た
︒
彼
ら
が
駆
使
す
る
言
語
は
︑
古
典
の
書
物
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
語
で
あ
り
︑
実
際
の
話
し
言
葉
か
ら
は
か
な
り

遊
離
し
た
︑
形
式
ば
っ
た
擬
古
的
な
文
体
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
言
語
を
理
解
で
き
る
者
は
全
人
口
中
か
な
り
の
少
数
派
だ
っ
た

だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
そ
の
こ
と
が
彼
ら
を
同
じ
教
養
言
語
を
共
有
す
る
者
と
し
て
結
び
つ
け
る
こ
と
に
な
る
︒
型
に
は
ま
っ
た
言
語
で
あ
る
が

ゆ
え
に
︑
面
識
の
な
い
遠
方
か
ら
や
っ
て
来
た
人
物
で
あ
っ
て
も
︑
共
通
の
言
語
を
通
し
て
即
座
に
同
じ
教
養
人
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
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ン
を
取
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
︒
パ
イ
デ
イ
ア
は
︑
帝
国
中
の
教
養
エ
リ
ー
ト
層
を
結
び
つ
け
る
紐
帯
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
の

で
あ
る⑤
︒

リ
バ
ニ
オ
ス
の
経
歴
に
戻
ろ
う
︒
三
四
〇
年
︑
ア
テ
ナ
イ
を
離
れ
た
リ
バ
ニ
オ
ス
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
訪
れ
そ
の
弁
論
の
才
に

よ
っ
て
注
目
を
浴
び
教
師
の
ポ
ス
ト
を
提
示
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
が
競
争
相
手
の
敵
意
を
買
っ
た
ら
し
く
︑
三
四
二
年
︑
訴
訟
に
巻
き
込
ま
れ
︑

同
市
か
ら
追
放
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
二
年
間
小
ア
ジ
ア
の
ニ
カ
イ
ア
に
滞
在
し
た
後
︑
ニ
コ
メ
デ
ィ
ア
の
町
か
ら
招
聘
さ
れ
︑
生
徒
の
教

育
に
当
た
り
︑
度
々
演
説
を
披
露
し
喝
¤
を
浴
び
つ
つ
︑
五
年
間
を
同
市
で
過
ご
し
た
︒
こ
の
ニ
コ
メ
デ
ィ
ア
滞
在
中
の
時
期
が
リ
バ
ニ
オ
ス

に
と
っ
て
人
生
最
良
の
日
々
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る⑥
︒
他
の
多
く
の
青
年
た
ち
も
︑
リ
バ
ニ
オ
ス
の
よ
う
に
︑
各
地
の
都
市
を
ま
わ
り
な
が
ら
文

法
や
修
辞
学
の
教
師
と
な
り
生
計
を
立
て
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
修
辞
学
の
教
師
と
比
べ
れ
ば
地
位
の
劣
る
文
法
教
師
で
も
︑
同
じ
よ
う
に

帝
国
規
模
で
各
地
を
移
動
し
な
が
ら
教
育
に
携
わ
り
︑
出
世
の
機
会
を
狙
っ
て
い
た
の
で
あ
る⑦
︒
そ
し
て
︑
リ
バ
ニ
オ
ス
が
弁
論
を
披
露
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
才
能
を
認
め
ら
れ
た
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
遍
歴
の
中
で
︑
彼
ら
の
多
く
は
演
説
や
詩
を
発
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
安
定
し

た
ポ
ス
ト
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
︒
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
カ
ル
タ
ゴ
に
い
た
頃
︑
詩
の
コ
ン
ク
ー
ル
で
優
勝
し
属
州
総
督
の
ウ
ィ
ン
デ
ィ
キ

ア
ヌ
ス
か
ら
勝
利
の
冠
を
授
か
っ
て
い
る
が
︑
こ
う
し
た
詩
文
お
よ
び
弁
舌
の
才
を
示
す
場
は
野
心
的
な
若
者
に
と
っ
て
総
督
の
よ
う
な
政
治

的
有
力
者
の
知
遇
を
得
て
︑
教
育
と
教
養
を
武
器
に
さ
ら
な
る
出
世
を
目
指
す
機
会
を
提
供
し
て
い
た⑧
︒
重
要
な
の
は
︑
彼
ら
が
実
際
に
演
説

や
詩
を
作
成
し
て
公
的
な
場
で
読
み
上
げ
て
発
表
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑
修
辞
学
は
本
来
﹁

よ

く

語

る

術

ア
ル
ス
・
ベ
ネ
・
ロ
ク
エ
ン
デ
ィ

﹂
︵
ars
bene
lo-

quendi︶
で
あ
る
以
上
︑
修
辞
学
を
修
め
た
こ
と
を
証
明
す
る
一
番
の
手
段
は
︑
実
際
に
自
ら
話
す
︑
実
演
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

ペ
ー
パ
ー
テ
ス
ト
に
よ
っ
て
相
手
の
素
養
を
計
る
手
段
が
存
在
し
な
い
古
代
ロ
ー
マ
社
会
に
お
い
て
︑
実
際
に
詩
や
演
説
を
人
前
で
発
表
す
る

こ
と
は
い
っ
て
み
れ
ば
試
験
の
代
わ
り
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
詩
を
︑
リ
バ
ニ
オ
ス
が
演
説
を
公
表
す
る

こ
と
で
注
目
を
浴
び
た
よ
う
に
︑
お
そ
ら
く
当
時
︑
各
地
の
都
市
で
は
こ
の
よ
う
に
詩
や
弁
論
を
披
露
す
る
場
が
か
な
り
頻
繁
に
設
け
ら
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
か
で
も
出
世
や
栄
達
と
い
う
観
点
で
教
養
人
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
︑
皇
帝
や
総
督
と
い
っ
た
帝
国
の
権
力
者
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に
対
し
て
称
賛
の
辞
を
述
べ
る
と
い
う
習
慣
の
存
在
で
あ
る
︒

後
期
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
︑
皇
帝
や
コ
ン
ス
ル
︑
属
州
総
督
と
い
っ
た
帝
国
の
権
力
を
振
う
者
に
対
し
て
︑
そ
の
人
徳
や
功
績
を
称
え
る
称
賛

の
詩
や
弁
論
が
数
多
く
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
作
品
は
パ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
︵
panegyricus︶
︑
﹁
頌
辞
﹂
と
呼
ば
れ
て

お
り
︑
古
典
期
の
ア
テ
ナ
イ
に
ま
で
遡
る
長
い
伝
統
を
有
す
る
修
辞
学
の
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
だ
っ
た
の
だ
が
︑
後
期
帝
政
期
の
ロ
ー
マ
は
﹁
頌

辞
の
黄
金
時
代
﹂
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
︑
称
賛
の
辞
が
数
多
く
作
成
さ
れ
た
時
代
だ
っ
た⑨
︒
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
も
三
八
五
年
︑
フ
ラ
ン
ク
族
出

身
の
将
軍
バ
ウ
ト
が
コ
ン
ス
ル
に
就
任
し
た
際
︑
称
賛
演
説
を
発
表
し
て
い
る⑩
︒
こ
の
よ
う
な
頌
辞
の
作
成
・
公
表
は
当
時
広
く
行
な
わ
れ
て

い
た
習
慣
で
あ
る
︒
実
際
に
発
表
さ
れ
た
も
の
は
模
範
・
見
本
と
し
て
集
め
ら
れ
て
お
り
︑
ま
た
︑
ど
の
よ
う
な
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
な
順
序
で
話
せ
ば
よ
い
か
を
記
し
た
手
引
書
や
教
本
の
よ
う
な
資
料
も
残
さ
れ
て
い
る⑪
︒
修
辞
学
の
訓
練
を
受
け
た
者
に
と
っ
て
︑
こ
の
種

の
弁
論
を
人
前
で
発
表
す
る
こ
と
は
あ
り
ふ
れ
た
機
会
だ
っ
た
だ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
称
賛
の
辞
が
必
要
と
さ
れ
る
場
は
︑
コ
ン
ス
ル
の
就
任
式

や
皇
帝
の
即
位
記
念
日
の
よ
う
な
公
的
な
セ
レ
モ
ニ
ー
の
場
︑
そ
し
て
皇
帝
や
総
督
が
都
市
を
訪
れ
る
ア
ド
ウ
ェ
ン
ト
ゥ
ス
︵
adventus︶
と

呼
ば
れ
る
入
市
式
な
ど
︑
数
多
く
存
在
し
て
い
た⑫
︒
総
督
が
属
州
に
赴
任
し
た
際
に
も
歓
迎
の
た
め
に
一
定
の
型
に
則
っ
た
式
典
な
ら
び
に
弁

論
や
詩
が
必
要
で
あ
り
︑
総
督
用
の
頌
辞
の
実
例
も
い
く
ら
か
残
さ
れ
て
い
る⑬
︒
総
督
に
も
必
要
と
さ
れ
た
分
を
含
め
れ
ば
︑
こ
の
時
代
︑
実

際
に
読
ま
れ
た
頌
辞
の
数
は
か
な
り
多
か
っ
た
だ
ろ
う
︒
頌
辞
が
帝
政
後
期
の
知
識
人
に
と
っ
て
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
の
点

か
ら
も
う
か
が
え
る
︒
そ
う
し
た
頌
辞
の
な
か
で
最
も
高
い
価
値
を
持
つ
の
は
︑
当
然
︑
皇
帝
を
称
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
︒

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
皇
帝
に
賛
辞
を
述
べ
る
こ
と
は
︑
噓
と
知
り
つ
つ
噓
を
つ
く
こ
と
︑
噓
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
た
ち
に
向
か

っ
て
噓
を
語
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る⑭
︒
そ
れ
で
も
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
頌
辞
の
作
成
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た
理
由
は
︑
頌
辞
発
表
の

任
を
務
め
る
こ
と
が
出
世
へ
の
糸
口
に
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い⑮
︒
事
実
︑
頌
辞
の
発
表
を
き
っ
か
け
に
社
会
的
上
昇

を
遂
げ
た
人
物
は
数
多
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
か
ら
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
治
世
に
か
け
て
︑
オ
ー
タ
ン
出
身
の
弁

論
家
た
ち
が
多
く
の
頌
辞
を
ト
リ
ア
宮
廷
の
皇
帝
に
対
し
て
捧
げ
て
い
る
が
︑
彼
ら
は
ガ
リ
ア
に
滞
在
す
る
皇
帝
か
ら
寵
を
得
て
宮
廷
の
要
職
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に
就
い
て
い
た⑯
︒
度
々
言
及
し
た
リ
バ
ニ
オ
ス
は
三
四
九
年
︑
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
と
コ
ン
ス
タ
ン
ス
に
捧
げ
た
弁
論
に
よ
っ
て

注
目
を
浴
び
︑
皇
帝
自
身
か
ら
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
で
修
辞
学
の
教
師
に
な
る
よ
う
招
聘
を
受
け
て
い
る
︒
リ
バ
ニ
オ
ス
は
こ
の
申
し

出
を
拒
み
故
郷
の
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
へ
戻
っ
た
が
︑
彼
の
同
時
代
人
で
文
通
相
手
で
も
あ
っ
た
パ
フ
ラ
ゴ
ニ
ア
出
身
の
哲
学
者
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ

ス
は
逆
に
こ
の
よ
う
な
機
会
を
存
分
に
活
か
す
こ
と
に
な
る
︒
小
ア
ジ
ア
の
諸
都
市
を
め
ぐ
り
な
が
ら
教
師
を
し
て
い
た
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
は
︑

三
五
〇
年
︑
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
に
捧
げ
た
頌
辞
に
よ
っ
て
皇
帝
の
関
心
を
惹
く
こ
と
に
成
功
し
︑
三
五
五
年
︑
皇
帝
の
勅
命
に

よ
っ
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
元
老
院
議
員
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
︒
こ
れ
以
後
︑
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
は
三
〇
年
近
く
に
わ
た
っ
て
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
元
老
院
の
中
心
人
物
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
に
な
る⑰
︒
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
は
本
人
の
代
で
元
老
院
に
入
っ
た
い
わ
ば
新

参
者
で
あ
っ
た
が
︑
シ
ュ
ン
マ
ク
ス
の
よ
う
な
元
老
院
議
員
家
系
の
貴
族
で
あ
っ
て
も
頌
辞
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
︒
三
六
八
年
︑
シ
ュ
ン
マ

ク
ス
は
元
老
院
使
節
と
し
て
ロ
ー
マ
か
ら
ト
リ
ア
宮
廷
ま
で
は
る
ば
る
赴
き
︑
皇
帝
ウ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
一
世
と
皇
太
子
グ
ラ
テ
ィ
ア
ヌ

ス
の
た
め
に
頌
辞
を
読
ん
で
い
る
︒
こ
れ
は
︑
皇
帝
や
そ
の
側
近
た
ち
と
の
面
識
を
得
︑
政
治
権
力
中
枢
と
の
人
脈
を
築
く
た
め
で
あ
る⑱
︒
こ

の
時
シ
ュ
ン
マ
ク
ス
が
知
遇
を
得
た
宮
廷
の
有
力
者
ア
ウ
ソ
ニ
ウ
ス
も
︑
一
介
の
文
法
教
師
で
あ
り
な
が
ら
コ
ン
ス
ル
や
道
長
官
に
ま
で
登
り

つ
め
て
お
り
︑
修
辞
学
の
教
養
が
栄
達
を
も
た
ら
し
た
実
例
の
最
た
る
も
の
に
数
え
ら
れ
て
い
る⑲
︒
エ
ジ
プ
ト
出
身
の
詩
人
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ヌ

ス
も
頌
辞
を
き
っ
か
け
に
栄
達
を
遂
げ
た
文
人
の
一
人
で
あ
る
︒
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ヌ
ス
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
教
育
を
受
け
た
後
︑
三
九
四

年
イ
タ
リ
ア
の
ロ
ー
マ
を
訪
れ
︑
三
九
五
年
コ
ン
ス
ル
で
あ
る
二
人
の
元
老
院
貴
族
プ
ロ
ビ
ヌ
ス
と
オ
リ
ュ
ブ
リ
ウ
ス
に
ラ
テ
ン
語
の
韻
文
頌

辞
を
捧
げ
て
い
る
︒
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
注
目
を
浴
び
た
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ヌ
ス
は
︑
翌
三
九
六
年
に
は
皇
帝
ホ
ノ
リ
ウ
ス
に
対
し
て
コ
ン
ス
ル

就
任
記
念
の
詩
を
読
ん
で
お
り
︑
こ
れ
以
後
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ヌ
ス
は
ミ
ラ
ノ
宮
廷
で
ホ
ノ
リ
ウ
ス
の
後
見
人
た
る
ス
テ
ィ
リ
コ
を
後
ろ
盾
と
し

つ
つ
︑
宮
廷
詩
人
と
し
て
西
帝
国
の
政
策
と
密
接
に
関
連
し
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
色
の
強
い
一
連
の
詩
を
発
表
し
て
い
く
こ
と
に
な
る⑳
︒
こ
う
し

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
頌
辞
を
読
も
う
と
し
た
こ
と
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
頌
辞
は
知
識
人
が
権
力
者
の
関
心
を

得
る
の
に
最
も
効
果
的
な
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
皇
帝
を
称
え
る
こ
と
は
当
時
の
文
人
に
と
っ
て
珍
し
く
な
い
経
験
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

「ムーサに仕える輩たち」と後期ローマ帝国（西村）
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な
ぜ
な
ら
︑
帝
国
の
公
的
な
式
典
が
各
地
で
行
な
わ
れ
る
た
び
に
頌
辞
が
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
で
︑
た
と
え
皇
帝
本
人
が
臨
席
し
て
い
な
く
と

も
︑
元
老
院
や
総
督
︑
地
方
の
名
士
ら
の
前
で
皇
帝
を
称
え
る
機
会
が
多
く
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る㉑
︒
エ
ジ
プ
ト
の
パ
ノ
ポ
リ
ス

出
身
の
ハ
ル
ポ
ク
ラ
テ
ィ
オ
ン
は
︑
﹁
ギ
リ
シ
ア
か
ら
ロ
ー
マ
へ
︑
ロ
ー
マ
か
ら
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
へ
︑
地
方
か
ら
地
方
へ
︑
こ
の

地
上
の
あ
ら
ゆ
る
地
を
渡
り
な
が
ら
︑
勝
利
を
も
た
ら
す
我
ら
が
栄
光
あ
る
皇
帝
陛
下
ら
の
勝
利
を
止
ま
ず
称
え
︑
ど
こ
で
あ
れ
称
賛
弁
論
を

読
み
続
け
た㉒
﹂
︒
ハ
ル
ポ
ク
ラ
テ
ィ
オ
ン
が
実
際
に
皇
帝
の
前
で
演
説
を
披
露
す
る
機
会
に
巡
り
合
え
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
︵
お
そ
ら
く
そ

の
可
能
性
は
低
い
︶
︑
こ
の
ハ
ル
ポ
ク
ラ
テ
ィ
オ
ン
の
よ
う
に
︑
各
地
を
遍
歴
し
な
が
ら
称
賛
弁
論
を
手
が
け
出
世
を
目
指
す
こ
と
は
︑
当
時
︑

一
般
的
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
遍
歴
を
経
験
し
た
後
︑
あ
る
者
は
属
州
総
督
に
な
り
︑
ま
た
あ
る
者
は
帝
国
の
官
吏
と
な
っ
た
︒
な
か
に
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

の
よ
う
に
司
教
と
な
っ
て
教
会
で
の
ポ
ス
ト
を
得
て
地
方
都
市
に
定
着
す
る
者
も
お
り
︑
あ
る
い
は
リ
バ
ニ
オ
ス
の
よ
う
に
純
粋
な
教
師
と
し

て
身
を
立
て
て
い
く
者
も
い
た
︒
だ
が
︑
遍
歴
を
終
え
一
定
の
地
位
を
得
た
者
に
も
︑
果
た
す
べ
き
役
割
が
ま
だ
あ
っ
た
︒
教
師
と
し
て
後
進

の
育
成
に
携
わ
る
だ
け
で
な
く
︑
後
進
が
機
会
を
つ
か
め
る
よ
う
︑
そ
れ
ま
で
に
培
っ
て
き
た
人
脈
︑
パ
ト
ロ
ネ
ジ
関
係
を
駆
使
し
て
便
宜
を

図
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
三
一
〇
年
に
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
対
し
て
称
賛
演
説
を
読
ん
だ
オ
ー
タ
ン
出
身
の
逸
名

弁
論
家
は
︑
元
は
宮
廷
の
官
吏
で
あ
り
︑
退
任
後
オ
ー
タ
ン
の
町
で
修
辞
学
の
教
師
を
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
が
︑
自
分
の
息
子
や
弟
子
を
官

僚
や
行
政
官
の
地
位
に
就
け
て
い
る㉓
︒
こ
の
弁
論
が
読
ま
れ
た
頃
に
ボ
ル
ド
ー
で
生
を
受
け
た
ア
ウ
ソ
ニ
ウ
ス
は
︑
教
え
子
で
あ
る
皇
太
子
グ

ラ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
が
ト
リ
ア
宮
廷
の
主
と
な
る
と
︑
突
如
政
界
の
中
心
に
躍
り
出
る
こ
と
に
な
り
︑
自
分
の
親
族
を
帝
国
の
重
要
な
官
職
に
次
々

と
就
任
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
ア
ウ
ソ
ニ
ウ
ス
は
自
分
の
親
族
と
ボ
ル
ド
ー
に
縁
の
あ
る
教
師
た
ち
を
顕
彰
す
る
一
連
の
詩
を
残
し
て
お
り
︑
こ

れ
ら
は
帝
政
後
期
に
お
け
る
教
養
を
通
じ
た
社
会
的
上
昇
の
実
例
を
提
供
し
て
く
れ
る
資
料
と
な
っ
て
い
る㉔
︒
出
世
を
目
指
す
者
は
︑
既
に
社

会
的
・
政
治
的
な
威
信
を
得
て
い
る
人
物
の
人
脈
を
当
て
に
し
︑
ポ
ス
ト
の
斡
旋
︑
な
い
し
そ
れ
が
可
能
な
知
人
へ
の
紹
介
を
期
待
し
て
︑
知

人
・
友
人
の
網
の
目
を
伝
っ
て
集
ま
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
彼
ら
の
期
待
に
応
え
て
紹
介
状
や
推
薦
状
を
書
く
こ
と
も
︑
﹁
ム
ー
サ
に
仕
え
る
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者
﹂
の
役
割
だ
っ
た
︒
後
期
ロ
ー
マ
時
代
は
こ
う
し
た
推
薦
状
の
類
が
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
︒
先
に
言
及
し
た
リ
バ
ニ
オ
ス
も
そ
う
し

た
知
識
人
の
一
人
で
あ
り
︑
彼
が
残
し
た
膨
大
な
書
簡
集
に
は
弟
子
や
知
人
に
便
宜
を
図
る
た
め
に
執
筆
し
た
書
簡
の
実
例
が
多
く
含
ま
れ
て

い
る㉕
︒
西
方
ラ
テ
ン
語
圏
で
は
︑
シ
ュ
ン
マ
ク
ス
の
書
簡
集
に
こ
う
し
た
推
薦
状
の
例
が
多
く
残
さ
れ
て
お
り
︑
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
シ
ュ

ン
マ
ク
ス
の
推
薦
に
頼
っ
た
の
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
︒
教
養
人
が
書
簡
の
や
り
取
り
を
通
じ
て
互
い
に
便
宜
を
図
り
合
う
と
い
う
行

動
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
︑
さ
ら
に
は
カ
イ
サ
レ
イ
ア
の
バ
シ
レ
イ
オ
ス

や
ナ
ジ
ア
ン
ゾ
ス
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
よ
う
な
ギ
リ
シ
ア
語
圏
の
教
父
資
料
に
も
︑
実
例
が
見
出
せ
る
︒
結
果
︑
こ
の
時
代
は
大
量
の
書
簡
資

料
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る㉖
︒

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
︑
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
帝
国
規
模
で
張
り
巡
ら
さ
れ
た
教
養
人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
存
在
し
︑
そ
れ
を
利
用
し
て
多

く
の
知
識
人
が
各
地
を
移
動
し
交
流
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
だ
と
い
え
る
︒
教
養
教
育
を
受
け
た
知
識
人
が
全
人
口
中
に
占
め
る
割

合
を
考
え
れ
ば
︑
教
養
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
わ
り
を
持
っ
た
人
間
の
数
が
帝
国
民
の
ご
く
一
部
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
︒
だ
が
︑
帝
国
規

模
で
同
一
の
教
養
文
化
に
基
づ
く
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
稼
動
し
て
い
た
こ
と
は
︑
そ
れ
自
体
と
し
て
評
価
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
︒
で
は
何
が

こ
れ
を
可
能
に
し
た
の
か
︒
そ
れ
は
や
は
り
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
家
体
制
で
あ
ろ
う
︒
帝
国
の
規
模
と
比
べ
て
驚
く
ほ
ど
少
数
の
帝
国
官
吏

に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い
た
帝
政
前
期
と
異
な
り
︑
帝
政
後
期
は
官
僚
機
構
が
出
現
し
中
央
集
権
化
が
進
行
す
る
時
代
で
あ
る
︒
結
果
︑
官
僚

集
団
は
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
編
成
さ
れ
︑
帝
国
の
行
政
機
構
は
全
属
州
に
ま
で
拡
大
し
て
い
っ
た
︒
こ
う

し
て
数
が
増
え
た
官
僚
ポ
ス
ト
を
埋
め
る
の
が
教
養
教
育
を
受
け
た
知
識
人
だ
っ
た
︒
教
養
エ
リ
ー
ト
層
は
潜
在
的
に
は
官
僚
予
備
軍
で
あ
り
︑

彼
ら
は
こ
の
新
し
い
帝
国
機
構
の
中
で
ポ
ス
ト
を
得
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
各
地
を
移
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
文
人
た
ち
の
帝

国
規
模
で
の
移
動
と
交
流
は
︑
新
た
な
国
家
機
構
の
出
現
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
後
期
ロ
ー
マ
の
教
養
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
帝
国
の
存
在
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
は
制
度
面
の
話
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
ロ
ー
マ
帝
国
の
権
威
と
権
力
は
教
養
人
の
精

神
や
心
理
の
面
で
も
色
濃
く
影
を
落
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
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①

リ
バ
ニ
オ
ス
の
経
歴
に
つ
い
て
は

S.
B
radbury,
Selected
L
etters
of

L
ibanius
from
the
A
ge
of
C
onstantius
and
Julian,Liverpool,2004,pp.

2-12
︒

②

Lib.
O
r.
1.19.﹁
皆
さ
ん
︑
私
は
子
供
の
頃
︑
ア
テ
ナ
イ
の
市
中
で
学
生
の
集

団
が
殴
り
合
い
を
す
る
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し
た
︒
棍
棒
や
刃
物
︑
石
を
使
っ
て

相
手
に
傷
を
負
わ
せ
︑
法
廷
に
引
っ
立
て
ら
れ
︑
弁
明
の
挙
句
︑
判
決
を
受
け
る

と
︒
し
か
も
そ
う
し
た
暴
挙
は
み
な
師
の
評
判
を
高
め
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
と
︒

私
は
彼
ら
の
向
こ
う
見
ず
を
尊
い
と
考
え
︑
故
郷
の
た
め
に
武
器
を
と
る
の
に
劣

ら
ぬ
も
の
と
思
っ
て
い
ま
し
た
︒
私
も
そ
う
し
た
名
声
を
得
た
い
と
神
に
祈
っ
た

も
の
で
す
︒
ペ
イ
ラ
イ
エ
ウ
ス
か
ス
ニ
オ
ン
で
到
着
し
た
ば
か
り
の
学
生
を
誘
拐

し
︑
今
度
は
コ
リ
ン
ト
ス
で
誘
拐
犯
と
し
て
裁
判
を
受
け
︑
宴
会
を
梯
子
し
︑
有

り
金
使
い
果
た
し
て
︑
金
を
貸
し
て
く
れ
そ
う
な
人
を
探
す
︑
そ
ん
な
こ
と
を
し

て
み
た
い
と
﹂
︒
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
の
教
育
環
境
に
つ
い
て
は

E
.
J.
W
atts,

C
ity
and
School
in
L
ate
A
ntique
A
thens
and
A
lexandria,
B
erkeley,

2006,
pp.24-47
︒

③

帝
政
後
期
は
修
辞
学
の
素
養
が
出
世
の
た
め
の
重
要
な
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
で

知
ら
れ
る
︵
A
veril
C
am
eron,
‘E
ducation
and
Literary
C
ulture’,
in

A
veril
C
am
eron
and
P.G
arnsey
(eds.),T
he
L
ate
E
m
pire,
A
.D
.
337-

425,
T
he
C
am
bridge
A
ncient
H
istory
X
III︵
以
下

C
A
H
X
III
と
略
︶,

C
am
bridge,1998,
pp.673-9
︶
︒

④

P.B
row
n,op.
cit.,p.43.
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
六
世
紀
初
め
の
修
辞
学

者
で
あ
る
ガ
ザ
の
コ
リ
キ
オ
ス
で
あ
る
︵
C
horicius
of
G
aza,
O
r.7.8
︶
︒

⑤

P.
B
row
n,
op.
cit.,
pp.35-41;
E
.
J.
W
atts,
op.
cit.,
pp.1-23.

⑥

Lib.
O
r.
1.51.﹁
私
が
デ
メ
テ
ル
の
加
護
の
も
と
ニ
コ
メ
デ
ィ
ア
で
過
ご
し
た

こ
の
歳
月
は
何
に
も
勝
る
も
の
で
し
た
︒
心
身
の
健
康
︑
度
々
披
露
し
た
弁
論
︑

そ
の
度
に
得
ら
れ
た
喝
¤
︑
大
勢
の
生
徒
た
ち
︑
彼
ら
の
成
長
︑
夜
の
勉
学
︑
昼

に
流
す
汗
︑
名
誉
︑
好
意
︑
愛
情
︑
す
べ
て
に
お
い
て
勝
る
の
で
す
﹂
︒

⑦

R
.
A
.
K
aster,
G
uardians
of
L
anguage:
T
he
G
ram
m
arian
and

Society
in
L
ate
A
ntiquity,B
erkeley
and
Los
A
ngeles,1988
が
こ
う
し

た
文
法
教
師
の
活
動
を
網
羅
的
に
扱
っ
て
い
る
︒

⑧

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
﹃
告
白
﹄
四
・
三
・
五
︒
帝
政
後
期
に
は
エ
ジ
プ
ト
出
身

の
詩
人
が
数
多
く
輩
出
し
︑
帝
国
内
を
移
動
し
な
が
ら
経
歴
を
重
ね
て
い
た
こ
と

も

有

名

で

あ

る
︵
A
lan
C
am
eron,
‘W
andering
Poets:
A
Literary

M
ovem
ent
in
B
yzantine
E
gypt’,
H
istoria
14,
pp.470-509
︶
︒

⑨

S.
M
acC
orm
ack,‘Latin
Prose
Panegyrics’,
in
T
.
A
.
D
orey
(ed.),

E
m
pire
and
A
fterm
ath:
Silver
L
atin
II,
London,1975
︵
以
下
‘Latin

Prose
Panegyrics’と
略
︶,
p.143.
M
.-C
.
L’H
uillier,
L
’E
m
pire
des
m
ots:

O
rateurs
gaulois
et
em
pereurs
rom
ains
3e
et
4e
siècles,
Paris,1992
は

三
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
に
発
表
さ
れ
た
頌
辞
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
い
る
︵
pp.

60-61
︶
︒
そ
の
数
は
六
九
だ
が
︑
親
族
の
た
め
に
読
ん
だ
追
悼
頌
辞
を
含
ん
で
い

た
り
︑
ヒ
メ
リ
オ
ス
の
総
督
用
弁
論
が
含
ま
れ
て
い
な
い
な
ど
︑
完
璧
な
リ
ス
ト

で
は
な
い
︒

⑩

A
ugust.
C
ontra
L
itteras
P
etiliani
3.25.30
に
言
及
が
あ
る
が
︑
現
存
は

し
て
い
な
い
︒

⑪

帝
政
後
期
の
ガ
リ
ア
で
発
表
さ
れ
た
頌
辞
を
集
め
た
﹃
ラ
テ
ン
頌
辞
集

︵
P
anegyrici
L
atini︶
﹄
が
有
名
で
あ
る
︒
教
本
と
し
て
最
も
有
名
な
の
は
メ

ナ
ン
ド
ロ
ス
の
も
の
で
あ
る
が
︵
D
.
A
.
R
ussell
and
N
.
G
.
W
ilson,

M
enander
R
hetor,
O
xford,1981
︶
︑
他
に
も
ア
イ
リ
オ
ス
・
テ
オ
ン
︑
ヘ
ル

モ
ゲ
ネ
ス
︑
ア
フ
ト
ニ
オ
ス
の
手
に
帰
さ
れ
る
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
︵
R
.

F
low
er,E
m
perors
and
B
ishops
in
L
ate
R
om
an
Invective,C
am
bridge,

2013,
pp.44-49
︶
︒

⑫

古
代
末
期
の
セ
レ
モ
ニ
ー
と
し
て
の
入
市
式
に
つ
い
て
は

S.
M
acC
orm
ack,

A
rt
and
C
erem
ony
in
L
ate
A
ntiquity,
B
erkeley,1981
︵
以
下

A
rt
and

C
erem
ony
と
略
︶,
pp.17-89
︒
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⑬

ヒ
メ
リ
オ
ス
の
弁
論
集
に
総
督
用
弁
論
の
実
例
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
ヒ
メ
リ
オ

ス
に
つ
い
て
は

R
.
J.
Penella,
M
an
and
the
W
ord:
T
he
O
rations
of

H
im
erius,
B
erkeley,2007,
pp.1-7
を
︑
総
督
用
弁
論
に
つ
い
て
は

ibid.,

pp.207-71
を
参
照
︒

⑭

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
﹃
告
白
﹄
六
・
六
・
九
︒
﹁
そ
の
日
︑
わ
た
し
は
皇
帝
に

賛
辞
を
述
べ
る
用
意
を
し
て
い
た
が
︑
そ
の
な
か
で
わ
た
し
は
多
く
の
虚
言
を
語

り
︑
虚
言
を
語
り
な
が
ら
︑
そ
の
賛
辞
の
正
体
を
知
る
人
び
と
の
気
に
入
ろ
う
と

し
た
︒
わ
た
し
の
心
は
︑
こ
の
よ
う
な
心
遣
い
で
あ
え
ぎ
︑
身
も
ほ
そ
る
熱
い
思

い
で
焼
け
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
︑
ミ
ラ
ノ
の
あ
る
街
路
を
通
っ
て
い
た
と
き
︑
も

う
満
腹
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︑
戯
談
を
い
っ
て
は
し
ゃ
い
で
い
る
一
人
の
貧
し

い
乞
食
を
見
つ
け
た
︒
わ
た
し
は
︑
そ
れ
を
見
て
た
め
息
を
つ
き
︑
い
っ
し
ょ
に

い
た
友
と
︑
わ
れ
わ
れ
の
狂
気
じ
み
た
仕
事
か
ら
起
こ
る
多
く
の
苦
痛
を
語
り
合

っ
た
﹂
︒

⑮

﹁
は
じ
め
に
﹂
の
註
④
を
参
照
︒

⑯

拙
稿
﹁
テ
ト
ラ
ル
キ
ア
時
代
ガ
リ
ア
に
お
け
る
弁
論
家
と
皇
帝
：
﹃
ラ
テ
ン
語

称
賛
演
説
集
︵
P
anegyrici
L
atini︶
﹄
よ
り
﹂
﹃
史
林
﹄
九
二

二
︑
二
〇
〇
九

年
︵
以
下
﹁
弁
論
家
と
皇
帝
﹂
と
略
︶
︑
五
一
～
六
〇
頁
︒

⑰

テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
に
つ
い
て
は

P.
H
eather
and
D
.
M
oncur,
P
olitics,

P
hilosophy,
and
E
m
pire
in
the
Fourth
C
entury:
Select
O
rations
of

T
hem
istius,
Liverpool,2001
︒

⑱

C
.
Sogno,
Q
.
A
urelius
Sym
m
achus:
A
P
olitical
B
iography,
A
nn

A
rbor,2006,
pp.2-22.

⑲

J.
M
atthew
s,
W
estern
A
ristocracy
and
Im
perial
C
ourt
A
D
364-

425,
O
xford,
1975,
pp.
56-87;
H
.
Sivan,
A
usonius
of
B
ordeaux:

G
enesis
of
a
G
allic
A
ristocracy,
London,1993,
pp.83-91.

⑳

ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ヌ
ス
に
つ
い
て
は

A
lan
C
am
eron,C
laudian:
P
oetry
and

P
ropaganda
at
the
C
ourt
of
H
onorius,
O
xford,1970
︵
以
下

C
laudian

と
略
︶
︒

㉑

た
と
え
ば
三
二
一
年
に
ナ
ザ
リ
ウ
ス
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
捧
げ
た

P
an.
L
at.
IV
(10)
は
皇
帝
不
在
の
な
か
︑
ロ
ー
マ
元
老
院
で
読
ま
れ
た
︒

㉒

パ
ノ
ポ
リ
ス
の
ハ
ル
ポ
ク
ラ
テ
ィ
オ
ン
に
つ
い
て
は

G
.
M
.
B
row
ne,

‘H
arpocration
Panegyrista’,
Illinois
C
lassical
Studies
2,
1977,
pp.

184-96
お

よ

び

C
.
K
elly,
R
uling
the
L
ater
R
om
an
E
m
pire,

C
am
bridge,2004
︵
以
下

R
L
R
E
と
略
︶,
pp.200-203
を
参
照
︒

㉓

P
an.
L
at.
V
I(7).23.1-2.
本
章
註
⑯
も
参
照
︒

㉔

本
章
註
⑲
参
照
︒

㉕

一
五
四
四
通
に
の
ぼ
る
書
簡
の
多
く
は
官
僚
志
願
者
の
た
め
の
推
薦
状
で
あ
る

︵
A
veril
C
am
eron,
op.
cit.,
p.696
︶
︒
田
中
創
﹁
古
代
末
期
に
お
け
る
公
的

教
師
の
社
会
的
役
割
：
リ
バ
ニ
オ
ス
書
簡
集
の
分
析
か
ら
﹂
﹃
史
学
雑
誌
﹄
一
一

七

二
︑
二
〇
〇
八
年
︑
一
～
三
二
頁
が
リ
バ
ニ
オ
ス
の
果
た
し
た
こ
う
し
た
役

割
を
論
じ
て
い
る
︒

㉖

古
代
末
期
に
お
け
る
書
簡
資
料
の
性
格
に
つ
い
て
は

A
veril
C
am
eron,
op.

cit.,
pp.696-8
お
よ
び

J.
H
.
W
.
G
.
Liebeschuetz,
A
m
brose
of
M
ilan:

P
olitical
L
etters
and
Speeches,
Liverpool,2005,
pp.28-30
︒

第
二
章

教
養
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
帝
国
の
権
威

こ
の
第
二
章
で
は
︑
修
辞
学
教
養
が
帝
国
社
会
に
お
い
て
果
た
し
て
い
た
機
能
に
着
目
す
る
こ
と
で
︑
教
養
人
と
帝
国
と
の
関
係
の
一
面
に
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焦
点
を
当
て
る
︒
帝
政
後
期
に
お
い
て
は
中
央
集
権
化
と
国
家
機
構
の
整
備
が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
り
︑
帝
国
の
権
威
と
権
力
は
地
方
の
レ
ベ
ル

に
お
い
て
も
帝
政
前
期
以
上
に
浸
透
し
て
い
っ
た
︒
で
は
︑
存
在
感
を
増
し
た
帝
国
の
行
政
機
構
に
対
し
教
養
人
は
ど
の
よ
う
に
応
じ
た
の
か
︒

ま
ず
は
︑
こ
う
し
た
制
度
上
の
変
化
が
帝
国
社
会
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
︑
近
年
の
研
究
動
向
を
整
理
す
る
こ
と
か
ら

始
め
よ
う
︒

ロ
ー
マ
帝
国
は
元
々
中
央
集
権
的
な
官
僚
制
度
や
国
家
機
構
を
備
え
て
い
な
い
帝
国
だ
っ
た
︒
だ
が
︑
帝
国
各
地
に
は
︑
元
か
ら
そ
の
地
方

に
存
在
し
た
在
地
の
名
望
家
︑
都
市
参
事
会
員
と
呼
ば
れ
る
ロ
ー
カ
ル
・
エ
リ
ー
ト
層
が
存
在
し
て
お
り
︑
ロ
ー
マ
帝
国
の
支
配
は
本
来
︑
こ

う
し
た
在
地
の
エ
リ
ー
ト
層
と
結
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
中
央
政
府
直
轄
の
官
僚
が
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た
の

は
︑
こ
う
し
た
地
方
名
士
層
が
地
方
の
自
治
を
担
う
こ
と
で
帝
国
に
協
力
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
︒
し
か
し
︑
政
権
の
不
安
定
な
﹁
三
世
紀
の

危
機
﹂
を
経
た
後
の
帝
政
後
期
に
な
る
と
︑
帝
国
を
立
て
直
す
た
め
に
中
央
集
権
化
と
官
僚
機
構
の
発
展
が
進
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
地

方
自
治
は
中
央
行
政
に
よ
っ
て
浸
食
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

後
期
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
家
体
制
は
以
前
で
は
抑
圧
的
・
統
制
的
で
︑
都
市
の
自
治
と
い
う
伝
統
を
破
壊
し
た
と
み
な
さ
れ
て
い
た①
︒
だ
が
近

年
の
研
究
で
は
︑
後
期
ロ
ー
マ
の
国
家
・
社
会
は
以
前
と
比
べ
て
か
な
り
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
︒
帝
政
後
期
に
は

中
央
政
府
に
直
属
す
る
官
僚
の
数
が
増
え
た
が
︑
こ
う
し
た
ポ
ス
ト
に
就
く
人
間
は
結
局
地
方
名
望
家
の
よ
う
な
そ
れ
以
前
か
ら
帝
国
で
エ

リ
ー
ト
の
地
位
に
あ
っ
た
人
間
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
加
え
て
︑
第
一
章
で
述
べ
た
と
お
り
︑
行
政
機
構
の
拡
大
は
教
養
人
に
出
世
の

機
会
を
も
た
ら
し
た
︒
後
期
帝
国
で
は
︑
皇
帝
体
制
の
強
化
と
国
家
機
構
の
発
展
に
伴
っ
て
貴
族
層
の
再
編
成
が
進
ん
で
い
た
が
︑
ピ
ー

タ
ー
・
ヘ
ザ
ー
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
は
︑
ロ
ー
カ
ル
・
エ
リ
ー
ト
層
を
帝
政
前
期
と
異
な
る
形
で
帝
国
に
結
び
つ
け
︑
政
治
的
一
体
性
を
維
持
・

強
化
す
る
こ
と
に
寄
与
し
た
と
い
う
︒
こ
う
し
た
変
化
は
新
た
な
パ
ト
ロ
ネ
ジ
の
網
を
生
み
出
し
地
方
名
望
家
を
帝
国
中
央
と
よ
り
緊
密
に
結

び
つ
け
た
も
の
の
︑
社
会
・
政
治
的
な
組
織
編
成
の
次
元
で
衰
退
が
進
行
し
て
い
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る②
︒
ま
た
︑
官
僚
の
腐
敗
と

い
う
現
象
も
帝
政
後
期
の
文
脈
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
こ
と
が
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ケ
リ
ー
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
︒
そ
れ
は
︑
皇
帝
が
官
僚
集
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団
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
意
図
的
に
各
官
僚
の
職
掌
範
囲
や
任
期
︑
権
限
を
不
明
瞭
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
現
象
な
の
で
あ
る
︒

官
僚
制
に
不
能
率
性
・
非
効
率
性
を
残
す
こ
と
は
︑
皇
帝
が
宮
殿
の
飾
り
物
と
な
る
こ
と
を
阻
止
し
︑
い
つ
い
か
な
る
時
で
も
自
ら
の
意
思
で

政
策
に
介
入
し
自
己
の
意
思
を
貫
徹
さ
せ
る
た
め
の
手
段
だ
っ
た
︒
こ
う
考
え
れ
ば
︑
帝
政
後
期
の
官
僚
機
構
は
衰
退
や
退
行
の
表
わ
れ
で
は

な
く
︑
皇
帝
と
い
う
専
制
君
主
が
広
大
な
帝
国
を
効
率
的
に
統
治
し
続
け
る
の
に
必
要
な
歯
車
で
あ
っ
た
と
い
え
る③
︒
ヘ
ザ
ー
や
ケ
リ
ー
の
研

究
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
後
期
ロ
ー
マ
の
国
家
と
社
会
は
没
落
と
衰
退
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
語
り
か
ら
解
放
さ
れ
︑
当
時
の
文
脈
に
則
し
て

そ
れ
自
体
と
し
て
分
析
・
評
価
す
べ
き
も
の
と
な
っ
た
︒
ヘ
ザ
ー
は
後
期
ロ
ー
マ
の
制
度
的
発
展
を
全
体
的
に
は
﹁
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
﹂

と
評
し
て
よ
い
と
述
べ
て
い
る④
︒
で
は
︑
三
世
紀
の
危
機
と
混
乱
を
成
功
裡
に
克
服
し
た
後
期
ロ
ー
マ
社
会
に
お
い
て
︑
帝
国
権
力
と
﹁
ム
ー

サ
に
仕
え
る
輩
た
ち
﹂
は
い
か
な
る
関
係
を
形
成
し
て
い
た
の
か
︒

ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
知
識
人
と
エ
リ
ー
ト
と
は
ほ
ぼ
同
義
で
あ
り
︑
帝
国
社
会
の
エ
リ
ー
ト
は
教
養
に
重
き
を
置
く
各
地
の
名
望
家
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
︒
皇
帝
が
滞
在
し
て
い
る
よ
う
な
特
殊
な
場
合
を
除
く
と
︑
こ
う
し
た
各
地
の
有
識
エ
リ
ー
ト
が
接
触
す
る
可
能
性
の

最
も
高
い
帝
国
官
憲
と
は
︑
属
州
総
督
で
あ
る
︒
後
期
ロ
ー
マ
の
総
督
と
属
州
エ
リ
ー
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
ブ
ラ
ウ
ン
や
ダ
ニ
エ
レ
・

ス
ロ
ー
チ
ェ
ス
が
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
の
で
︑
彼
ら
の
見
解
を
参
照
し
つ
つ
整
理
し
て
お
き
た
い⑤
︒
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
時
代

よ
り
属
州
は
細
分
化
さ
れ
︑
一
〇
〇
以
上
の
属
州
が
出
現
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
領
域
が
増
え
た
か
ら
で
は
な
く
︑
元

か
ら
存
在
し
て
い
た
属
州
を
よ
り
細
か
く
割
っ
た
だ
け
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
各
総
督
が
管
轄
す
る
領
域
を
狭
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
行
政
・
徴

税
を
よ
り
緊
密
に
実
施
す
る
と
と
も
に
︑
総
督
の
権
力
を
制
限
し
反
乱
を
防
止
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
︒
加
え
て
︑
後
期
帝
国
の
国
家
機
構
で

は
文
官
・
武
官
の
別
が
生
ま
れ
た
結
果
︑
総
督
は
軍
隊
の
指
揮
権
か
ら
隔
離
さ
れ
︑
純
然
た
る
文
官
と
化
し
た
︒
総
督
の
数
が
増
え
た
分
︑
一

人
の
総
督
が
発
揮
す
る
力
は
相
対
的
に
低
下
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
総
督
の
数
は
増
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
行
政
官
の
ポ
ス
ト
を
狙
う

官
僚
志
望
者
の
数
は
増
え
る
一
方
だ
っ
た
︒
よ
り
多
く
の
志
願
者
に
ポ
ス
ト
を
回
す
た
め
︑
総
督
の
任
期
は
短
く
な
る
傾
向
が
あ
っ
た
︒
推
測

さ
れ
る
任
期
の
長
さ
は
平
均
で
二
年
以
下
と
い
う
短
さ
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
帝
政
後
期
の
官
僚
機
構
で
は
︑
複
数
の
属
州
を
束
ね
る
管
区
を
統
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括
す
る
管
区
代
官⑥
︑
複
数
の
管
区
を
統
括
す
る
道
長
官
と
い
っ
た
︑
総
督
よ
り
も
上
位
の
官
僚
が
存
在
す
る
︒
そ
れ
以
外
に
も
︑
在
地
の
有
力

者
︑
皇
帝
と
直
接
的
な
関
係
を
有
す
る
者
と
い
っ
た
官
僚
機
構
の
外
に
い
る
有
力
者
が
パ
ト
ロ
ネ
ジ
の
網
を
構
成
し
て
い
た
︒
総
督
は
複
雑
化

し
た
官
僚
機
構
・
パ
ト
ロ
ネ
ジ
関
係
の
中
で
自
分
よ
り
上
位
の
人
間
か
ら
突
如
干
渉
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
属
州
総
督
が

行
使
で
き
る
権
力
に
は
︑
事
実
上
︑
様
々
な
制
約
が
か
か
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
︑
帝
政
後
期
に
お
い
て
も
︑

属
州
に
派
遣
さ
れ
る
総
督
は
︑
統
治
を
円
滑
に
こ
な
し
円
満
に
任
期
を
終
え
る
た
め
に
︑
や
は
り
ロ
ー
カ
ル
・
エ
リ
ー
ト
の
協
力
を
必
要
と
し

た
の
で
あ
る
︒
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
ロ
ー
カ
ル
・
エ
リ
ー
ト
と
総
督
の
関
係
を
律
す
る
の
が
教
養
に
基
づ
く
規
範
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒

修
辞
学
に
基
づ
く
当
時
の
教
養
教
育
は
単
に
古
典
の
知
識
と
正
し
い
語
法
を
与
え
る
の
み
で
な
く
︑
正
し
い
所
作
振
舞
い
を
身
に
着
け
さ
せ

る
も
の
と
も
み
な
さ
れ
て
い
た
︒
教
養
を
持
つ
者
は
︑
一
定
の
ル
ー
ル
に
則
っ
た
洗
練
さ
れ
た
話
し
方
を
す
る
だ
け
で
な
く
︑
レ
ト
リ
ッ
ク
の

訓
練
を
通
じ
て
人
格
を
陶
冶
し
︑
様
式
化
さ
れ
た
弁
論
の
よ
う
に
調
和
の
と
れ
た
所
作
︑
人
間
関
係
に
お
い
て
エ
リ
ー
ト
に
ふ
さ
わ
し
い
自
制

あ
る
振
舞
い
を
身
に
着
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
﹁
り
っ
ぱ
な
話
し
か
た
を
学
ぶ
と
は
同
時
に
り
っ
ぱ
な
考
え
か
た
を
︑
そ

し
て
り
っ
ぱ
な
生
き
か
た
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
っ
た
︒
⁝
⁝
雄
弁
は
人
間
を
真
に
人
間
な
ら
し
め
る
力
で
あ
り
︑
文
明
人
を
未
開
人
か
ら
区
別
す

る
文
化
遺
産
の
す
べ
て
を
盛
っ
た
器
で
あ
っ
た
﹂
︑
と
い
う
の
は
古
典
古
代
に
通
底
す
る
思
考
で
あ
る⑦
︒
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑
知
識
人
が

ロ
ー
マ
帝
国
の
権
力
と
対
峙
す
る
際
に
も
こ
う
し
た
思
考
が
機
能
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

教
養
と
礼
儀
作
法
が
後
期
ロ
ー
マ
社
会
で
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
論
じ
た
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
る
と
︑
教
養
人
は
己
の
感
情
を
律
す
る
自
制
心

を
心
得
て
い
る
は
ず
で
あ
り
︑
自
身
の
怒
り
を
制
御
す
る
の
み
で
な
く
︑
雄
弁
の
魔
力
に
よ
っ
て
他
者
の
怒
り
を
も
宥
め
る
こ
と
が
で
き
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う⑧
︒
と
り
わ
け
︑
総
督
が
地
方
名
望
家
に
対
し
て
帝
国
の
権
力
を
振
る
お
う
と
す
る
際
に
は
︑
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ

て
相
手
を
説
得
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
︒
サ
ル
デ
ィ
ス
の
エ
ウ
ナ
ピ
オ
ス
が
伝
え
る
雄
弁
家
プ
ロ
ハ
イ
レ
シ
オ
ス
の
逸
話
が
そ
う
し
た
期
待

を
鮮
明
に
描
き
出
し
て
い
る⑨
︒
三
三
〇
年
代
の
終
わ
り
頃
︑
ア
テ
ナ
イ
の
町
で
度
を
超
し
た
乱
暴
狼
藉
の
た
め
学
生
た
ち
の
一
団
が
そ
の
教
師

た
ち
と
と
も
に
総
督
の
前
で
の
裁
判
に
引
っ
立
て
ら
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
︒
こ
の
時
の
総
督
は
︑
﹁
苛
酷
で
恐
ろ
し
い
性
格
を
む
き
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出
し
に
し
﹂
︑
関
係
者
を
あ
ら
か
た
投
獄
し
た
た
め
︑
学
生
や
教
師
は
﹁
髪
は
伸
び
放
題
︑
身
体
は
ひ
ど
く
痛
め
つ
け
ら
れ
た
状
態
で
﹂
裁
判

に
臨
ん
だ
︒
総
督
は
厳
し
い
態
度
を
崩
そ
う
と
し
な
か
っ
た
が
︑
被
告
の
一
人
だ
っ
た
プ
ロ
ハ
イ
レ
シ
オ
ス
が
弁
明
を
始
め
る
と
態
度
を
一
変

さ
せ
る
︒
プ
ロ
ハ
イ
レ
シ
オ
ス
が
前
置
き
で
総
督
が
自
分
た
ち
に
下
し
た
処
置
は
不
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
︑
﹁
総
督
も
た
だ
た
だ
頭

を
下
げ
る
ば
か
り
で
︑
彼
の
弁
論
の
趣
旨
や
文
体
の
重
厚
さ
︑
弁
舌
の
流
暢
さ
や
朗
々
と
し
た
響
き
に
完
全
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
﹂
と
い
う
︒

そ
し
て
第
二
の
前
置
き
に
入
る
や
否
や
︑
﹁
総
督
は
そ
の
席
か
ら
跳
び
上
が
り
︑
紫
の
縁
ど
り
を
し
た
ガ
ウ
ン
⁝
⁝
を
震
わ
せ
た
︒
そ
し
て
︑

あ
の
苛
酷
で
厳
し
い
裁
判
官
が
︑
ま
る
で
小
さ
な
子
供
の
よ
う
に
︑
プ
ロ
ハ
イ
レ
シ
オ
ス
に
喝
¤
を
送
っ
た
﹂
と
い
う⑩
︒
教
養
人
は
言
葉
の
魔

力
を
も
っ
て
権
力
者
を
説
得
す
る
と
い
う
役
割
を
演
じ
︑
総
督
も
教
養
人
の
一
人
と
し
て
そ
れ
に
動
か
さ
れ
相
手
に
し
か
る
べ
き
敬
意
を
払
う

と
い
う
役
割
を
演
じ
る
︑
と
い
う
逸
話
で
あ
る
︒
こ
れ
が
教
養
あ
る
文
人
に
期
待
さ
れ
る
行
動
だ
っ
た
︒
無
論
こ
れ
は
理
想
像
で
あ
り
︑
す
べ

て
の
総
督
が
こ
う
し
た
規
範
に
忠
実
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
重
要
な
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
教
養
に
基
づ
く
行
動
規
範
が
権
力
の
行
使

に
一
定
の
制
約
を
課
す
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒

総
督
に
任
命
さ
れ
る
人
間
は
︑
基
本
的
に
教
養
教
育
を
受
け
た
知
識
人
︑
つ
ま
り
﹁
ム
ー
サ
の
女
神
に
仕
え
る
輩
﹂
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑

赴
任
先
で
総
督
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
在
地
の
エ
リ
ー
ト
層
と
そ
こ
へ
や
っ
て
く
る
総
督
は
︑
同
じ
エ
リ
ー
ト
階
層
に
属
し
同
じ
文
化
的
規
範

を
共
有
す
る
者
同
士
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
総
督
は
こ
の
規
範
に
則
っ
た
行
動
を
と
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
ス
ロ
ー
チ
ェ
ス
の
研

究
を
参
考
に
し
つ
つ
︑
赴
任
し
た
総
督
に
何
が
待
ち
受
け
て
い
た
の
か
を
少
し
見
て
み
よ
う⑪
︒

総
督
は
任
地
に
赴
任
す
れ
ば
︑
属
州
民
が
用
意
す
る
歓
迎
の
セ
レ
モ
ニ
ー
に
出
席
す
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
と
き
総
督
は
︑
劇
場
の
よ
う
な

聴
衆
を
収
容
で
き
る
場
所
に
向
か
い
︑
大
勢
の
前
で
弁
論
家
の
語
る
歓
迎
の
辞
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
総
督
用
の
称
賛
弁
論

は
決
ま
っ
た
形
式
に
則
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
総
督
の
血
筋
や
学
識
︑
徳
を
称
え
︑
総
督
が
任
地
に
対
し
て
善
政
と
善
行
を
施
し
て
く
れ
る
こ
と

を
期
待
す
る
も
の
だ
っ
た⑫
︒
総
督
は
こ
の
セ
レ
モ
ニ
ー
を
通
じ
て
自
分
が
果
た
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
を
理
解
す
る
も
の
と
み
な
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
も
し
総
督
が
首
尾
よ
く
そ
の
期
待
に
応
え
た
場
合
︑
任
期
の
終
了
後
︑
そ
の
総
督
の
徳
を
称
え
て
像
の
つ
い
た
頌
徳
碑
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を
建
て
る
慣
行
が
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
四
世
紀
末
な
い
し
五
世
紀
前
半
に
カ
リ
ア
属
州
で
総
督
を
務
め
た
オ
イ
ク
ー
メ
ニ
オ
ス
に
捧
げ
ら
れ

た
碑
は
こ
う
述
べ
て
い
る
︒
﹁
法
に
通
じ
︑
イ
タ
リ
ア
の
ム
ー
サ
と
ア
ッ
テ
ィ
カ
の
甘
美
な
響
き
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
聞
こ
え
高
き
オ
イ
ク
ー
メ

ニ
オ
ス
に
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
参
事
会
が
親
愛
の
念
を
も
っ
て
こ
れ
を
建
て
る
︒
︹
総
督
と
し
て
の
︺
思
慮
と
施
政
い
ず
れ
も
清
廉
な
る

者
に
対
し
て
︑
よ
き
記
憶
以
上
に
ふ
さ
わ
し
き
贈
り
物
が
あ
ろ
う
か⑬
﹂
︒
こ
の
よ
う
な
教
養
に
基
づ
く
社
交
辞
令
は
円
滑
な
属
州
統
治
に
必
要

な
要
素
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
総
督
が
赴
任
先
の
地
方
名
望
家
層
を
同
じ
﹁
ム
ー
サ
の
女
神
に
仕
え
る
輩
﹂
と
し
て
扱
う
限
り
︑
実
際

の
力
関
係
は
覆
い
隠
さ
れ
︑
表
面
上
は
両
者
が
対
等
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
わ
れ
る
︒
こ
う
し
た
配
慮
が
地
方
名
望
家
の
協
力
を
取
り
付
け
る

に
は
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

ブ
ラ
ウ
ン
の
い
う
よ
う
に
︑
教
養
に
基
づ
く
規
範
に
は
権
力
の
行
使
を
律
す
る
機
能
が
あ
っ
た⑭
︒
た
し
か
に
す
べ
て
の
総
督
が
期
待
さ
れ
た

と
お
り
に
振
舞
う
わ
け
で
は
な
い
︒
属
州
総
督
も
原
則
的
に
は
教
養
エ
リ
ー
ト
層
の
一
員
だ
っ
た
が
︑
教
養
の
な
い
︑
出
自
の
低
い
人
間
が
高

い
地
位
に
就
く
事
例
も
時
折
あ
り
︑
ま
た
︑
教
養
人
だ
っ
た
と
し
て
も
︑
帝
国
・
皇
帝
権
力
の
代
理
人
と
し
て
厳
し
い
立
場
で
臨
ん
だ
り
︑
自

身
の
利
害
を
優
先
し
て
任
地
の
人
間
を
犠
牲
に
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
︒
む
し
ろ
︑
帝
政
後
期
は
帝
国
官
憲
の
行
使
す
る
暴
力
に
歯
止
め
を
か

け
る
制
約
が
乏
し
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
︑
本
来
乱
暴
な
扱
い
を
免
れ
て
い
る
は
ず
の
名
望
家
で
す
ら
総
督
か
ら
鞭
打
ち
︑
投
獄
の
よ
う
な

苛
酷
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒
だ
が
︑
そ
の
よ
う
な
態
度
は
︑
﹁
ム
ー
サ
に
仕
え
る
輩
﹂
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
否
定
し
た
に
等
し
く
︑

礼
節
あ
る
教
養
エ
リ
ー
ト
と
し
て
深
刻
な
マ
ナ
ー
違
反
だ
っ
た
︒
そ
う
し
た
逸
脱
行
為
は
文
人
た
ち
の
注
意
を
免
れ
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
よ
う
な
場
合
︑
リ
バ
ニ
オ
ス
や
キ
ュ
レ
ネ
の
シ
ュ
ネ
シ
オ
ス
が
し
た
よ
う
に
︑
一
種
の
報
復
と
し
て
総
督
の
言
動
を
非
難
す
る
弁
論
や
書

簡
が
書
か
れ
た⑮
︒
こ
う
し
た
批
判
の
言
説
も
︑
﹁
学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
を
経
由
し
て
各
地
の
知
識
人
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
︒
こ
れ
に
は
︑
総
督
の
今
後
の
経
歴
を
困
難
に
し
た
り
将
来
の
追
及
や
失
脚
を
引
き
起
こ
し
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
り
︑
総
督
の
行
動
に

制
約
を
課
す
こ
と
に
寄
与
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る⑯
︒
こ
う
し
た
批
判
の
言
説
が
実
際
に
ど
の
程
度
総
督
の
行
動
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
が

で
き
た
の
か
は
判
断
が
難
し
い⑰
︒
し
か
し
︑
総
督
は
教
養
の
規
範
に
配
慮
し
地
方
名
望
家
と
の
関
係
を
良
好
な
も
の
に
保
つ
こ
と
を
期
待
さ
れ
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て
い
た
し
︑
原
則
的
に
は
現
に
そ
う
し
て
い
た
と
み
な
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
︒
教
養
に
基
づ
く
作
法
や
規
範
︑
ま
た
そ
れ
を
可
視
化
す
る

歓
迎
式
の
よ
う
な
セ
レ
モ
ニ
ー
は
︑
知
識
人
と
総
督
を
同
じ
価
値
観
の
中
に
接
合
し
︑
そ
う
す
る
こ
と
で
当
の
価
値
観
自
体
を
補
強
・
再
生
産

し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
行
な
い
を
通
じ
て
地
方
名
望
家
︑
有
識
エ
リ
ー
ト
層
は
後
期
ロ
ー
マ
の
国
家
構
造
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た

と
も
い
え
よ
う
︒

通
説
的
な
後
期
ロ
ー
マ
像
と
比
べ
て
︑
今
度
は
逆
に
帝
政
後
期
を
肯
定
的
に
と
ら
え
す
ぎ
と
思
う
向
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
た
し
か
に
︑

後
期
ロ
ー
マ
社
会
は
階
層
の
い
か
な
る
次
元
に
お
い
て
も
暴
力
の
目
立
つ
時
期
で
あ
り
︑
特
に
国
家
が
強
圧
的
に
権
力
を
行
使
す
る
際
︑
そ
の

抑
圧
の
度
合
い
は
際
立
っ
て
い
る
︒
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
が
皇
帝
を
戴
く
専
制
国
家
で
あ
る
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
︒
だ
が
︑
専
制
国
家
に

お
け
る
権
力
の
行
使
が
見
か
け
ほ
ど
単
純
な
も
の
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
し
︑
権
威
は
た
だ
強
制
と
命
令
の
み
に
よ
っ
て
は
効
果
的
に
行
使
さ

れ
え
な
い
の
で
あ
る
︒
権
力
と
権
威
を
正
当
化
し
臣
民
に
納
得
さ
せ
る
に
は
︑
支
配
者
と
被
支
配
者
の
双
方
が
受
容
で
き
る
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
が
必
要
と
さ
れ
る
︒
帝
政
後
期
の
社
会
に
お
い
て
は
︑
教
養
が
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

逆
に
︑
中
央
国
家
機
構
の
地
方
へ
の
波
及
に
伴
っ
て
︑
中
央
政
府
と
地
方
と
の
距
離
が
狭
ま
る
可
能
性
も
あ
っ
た
︒
総
督
の
数
の
増
加
と
官

僚
機
構
の
階
層
化
に
よ
っ
て
︑
逆
に
地
方
と
中
央
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
よ
り
密
な
も
の
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
︒
田
中
創
が
指
摘
す

る
よ
う
に
︑
道
長
官
の
よ
う
な
国
家
上
級
官
吏
が
む
し
ろ
地
方
と
中
央
の
仲
介
者
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
も
あ
り
え
る⑱
︒
だ
が
︑
中
央
が
地
方

に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
の
と
同
程
度
に
︑
中
央
の
皇
帝
の
求
心
力
が
い
や
増
す
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
︒
ジ
ョ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ス
ヴ
ァ
イ

ラ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
に
︑
帝
政
後
期
の
﹁
成
り
上
が
り
者
﹂
た
ち
は
︵
た
と
え
教
養
を
媒
介
に
し
た
栄
達
だ
と
し
て
も
︶
︑
皇
帝
の
寵
と
支
持
に

自
ら
の
地
位
を
強
く
依
存
し
て
い
た
︒
新
し
い
帝
国
の
貴
族
層
は
神
聖
化
の
度
合
い
を
強
め
る
皇
帝
の
権
威
・
権
力
と
強
く
結
合
し
て
い
た
の

で
あ
る⑲
︒
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
は
万
事
が
皇
帝
の
権
威
に
結
び
つ
く
時
代
で
あ
り
︑
﹁
学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
も
こ
の
文
脈
の
も
と
に
理
解
す

る
必
要
が
あ
る
︒

教
養
エ
リ
ー
ト
層
は
︑
教
養
が
生
み
出
す
規
範
や
礼
儀
作
法
を
通
じ
て
権
力
者
の
行
動
を
一
定
の
枠
に
は
め
よ
う
と
し
て
い
た
︒
そ
れ
が
ど
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の
程
度
の
効
果
を
あ
げ
る
の
か
は
不
明
だ
が
︑
重
要
な
の
は
︑
こ
う
し
た
一
定
の
様
式
に
則
っ
た
振
舞
い
を
す
る
こ
と
が
︑
総
督
を
相
手
に
す

る
際
に
意
味
を
持
つ
と
思﹅

わ﹅

れ﹅

て﹅

い﹅

た﹅

こ
と
な
の
で
あ
る
︒
い
っ
て
み
れ
ば
︑
教
養
文
化
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
帝
国
の
権
力
を
制
御
し
操
作
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
知
識
人
た
ち
は
信
じ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
︑
そ
の
信
念
が
通
底
し
て
い
る
こ
と
自
体
︑
統
治
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
支
え
る
歯
車

の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
も
︑
帝
政
後
期
の
教
養
文
化
が
帝
国
の
存
在
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ

う
︒①

弓
削
達
﹃
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
家
と
社
会
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
六
四
年
︑
二
五
七

～
八
一
頁
︒

②

P.
H
eather,‘Senators
and
Senates’,
C
A
H
X
III,
pp.184-210.

③

C
.
K
elly,‘E
m
perors,
G
overnm
ent
and
B
ureaucracy’︵
以
下

E
G
B
と

略
︶,
C
A
H
X
III,
pp.138-83;
id.,
R
L
R
E
.

④

P.
H
eather,
T
he
Fall
of
the
R
om
an
E
m
pire:
A
N
ew
H
istory
of

R
om
e
and
the
B
arbarians,
O
xford,2005,
p.141.
た
だ
し
︑
そ
れ
が
本
当

に
ロ
ー
マ
帝
国
を
四
世
紀
末
以
降
の
危
機
に
効
果
的
に
対
処
さ
せ
た
か
ど
う
か
は

検
討
の
余
地
が
あ
る
︵
W
.H
arris,R
om
an
P
ow
er:
A
T
housand
Y
ears
of

E
m
pire,
C
am
bridge,2016,
pp.264-302
︶
︒

⑤

P.
B
row
n,
op.
cit.,
pp.20-34;
D
.
Slootjes,
op.
cit.,
pp.16-45.

⑥

ラ
テ
ン
語
で
ウ
ィ
カ
リ
ウ
ス
︵
vicarius︶
︑
﹁
︵
道
長
官
の
︶
代
官
﹂
の
意
︵
A
.

H
.
M
.
Jones,
op.
cit.,
p.47
︶
︒

⑦

Ｈ
・
Ｉ
・
マ
ル
ー
﹃
古
代
教
育
文
化
史
﹄
横
尾
壮
英
ほ
か
訳
︑
岩
波
書
店
︑
一

九
八
五
年
︑
二
三
九
～
四
〇
頁
︒

⑧

P.
B
row
n,
op.
cit.,
pp.35-70.

⑨

サ
ル
デ
ィ
ス
の
エ
ウ
ナ
ピ
オ
ス
に
つ
い
て
は

R
.
J.
Penella,
G
reek

P
hilosophers
and
Sophists
in
the
Fourth
C
entury
A
.D
.:
Studies
in

E
unapius
of
Sardis,
Leeds,1990
︒

⑩

サ
ル
デ
ィ
ス
の
エ
ウ
ナ
ピ
オ
ス
﹃
哲
学
者
お
よ
び
ソ
フ
ィ
ス
ト
列
伝
﹄
四
八
四

︵
戸
塚
七
郎
訳
︑
西
洋
古
典
叢
書
︑
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
〇
一
年
︑
三

一
二
～
六
頁
︶
︒
プ
ロ
ハ
イ
レ
シ
オ
ス
に
つ
い
て
は

E
.
J.
W
atts,
op.
cit.,
pp.

48-78
︒

⑪

D
.
Slootjes,
op.
cit.,
pp.105-153.

⑫

メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
の
頌
辞
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
総
督
用
頌
辞
弁
論
の
模
範
例
が
残
さ
れ

て
い
る
︒
﹁
最
も
偉
大
な
総
督
閣
下
よ
︑
閣
下
の
お
越
し
に
な
っ
た
い
と
も
甘
美

な
る
日
よ
︒
今
や
太
陽
は
輝
き
を
増
し
︑
暗
闇
か
ら
抜
け
出
て
幸
福
な
日
の
:
を

見
る
か
の
よ
う
︒
す
ぐ
に
像
を
建
て
ま
し
ょ
う
︒
詩
人
も
作
家
も
弁
論
家
も
閣
下

の
徳
を
歌
い
そ
の
名
声
を
す
べ
て
の
人
に
知
ら
し
め
ま
し
ょ
う
︒
劇
場
を
開
き
︑

祝
祭
を
催
し
︑
皇
帝
陛
下
と
神
々
に
我
ら
の
感
謝
を
捧
げ
よ
う
﹂
︵
M
en.
R
het.

381.15-23
︶
︒

⑬

D
.Slootjes,op.
cit.,p.137.
公
正
さ
︑
法
知
識
に
加
え
て
︑
ム
ー
サ
に
言
及

し
つ
つ
修
辞
学
の
教
養
の
高
さ
を
称
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
︒
オ
イ
ク
ー
メ
ニ
オ

ス
は
ギ
リ
シ
ア
語
だ
け
で
な
く
ラ
テ
ン
語
に
も
通
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

⑭

P.
B
row
n,
op.
cit.,
pp.48-58.

⑮

D
.
Slootjes,
op.
cit.,
pp.162-73.

⑯

P.
B
row
n,
op.
cit.,
p.55;
D
.
Slootjes,
op.
cit.,
p.180.

⑰

D
.
Slootjes,
op.
cit.,
pp.162-7.
リ
バ
ニ
オ
ス
に
よ
る
テ
ィ
サ
メ
ヌ
ス
罷
免
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の
試
み
は
実
現
し
な
か
っ
た
︒

⑱

田
中
創
﹁
帝
政
後
期
に
お
け
る
道
長
官
の
変
容
：
道
長
官
と
州
の
結
び
つ
き
﹂

︵
桜
井
万
里
子
・
師
尾
晶
子
編
﹃
古
代
地
中
海
世
界
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
：
空
間
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
文
化
の
交
錯
﹄
山
川
出
版
社
︑
二
〇
一
〇
年
︑
三
八
一
頁
︶
︒

⑲

J.
W
eisw
eiler,
‘D
om
esticating
the
Senatorial
E
lite:
U
niversal

M
onarchy
and
T
ransregional
A
ristocracy
in
the
F
ourth
C
entury

A
D
’,in
J.W
ienand
(ed.),C
ontested
M
onarchy:
Integrating
the
R
om
an

E
m
pire
in
the
Fourth
C
entury
A
D
,
O
xford,2015,
pp.17-41.

第
三
章

過
去
と
現
在
を
つ
な
ぐ

教
養
文
化
の
な
か
の
皇
帝
像

最
後
の
第
三
章
で
は
︑
教
養
人
た
ち
が
駆
使
し
て
い
た
言
説
の
中
身
に
関
し
て
︑
ロ
ー
マ
皇
帝
の
表
象
と
の
関
連
に
注
目
し
つ
つ
議
論
し
た

い
︒
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
の
知
識
人
の
経
歴
に
と
っ
て
最
も
重
要
だ
っ
た
の
は
皇
帝
を
称
え
る
頌
辞
を
発
表
す
る
こ

と
だ
っ
た
︒
本
章
で
は
︑
こ
の
頌
辞
の
言
説
に
注
目
し
て
ロ
ー
マ
帝
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
知
識
人
の
関
係
を
読
み
解
く
こ
と
に
な
る
が
︑
そ

の
前
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
分
析
す
る
資
料
と
し
て
頌
辞
を
用
い
る
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
︒

先
に
言
及
し
た
よ
う
に
︑
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
頌
辞
を
読
む
こ
と
は
権
力
者
の
前
で
う
ま
く
噓
を
述
べ
る
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
︒
皇
帝

用
の
頌
辞
は
︑
現
在
の
皇
帝
の
功
績
や
美
徳
を
称
え
る
も
の
で
あ
る
た
め
︑
不
適
切
な
事
柄
に
は
言
及
さ
れ
ず
︑
失
敗
を
成
功
と
強
弁
す
る
こ

と
も
あ
る①
︒
加
え
て
︑
現
在
の
皇
帝
を
称
賛
す
る
た
め
に
前
任
の
皇
帝
を
批
判
し
た
り
︑
同
じ
皇
帝
が
生
前
と
死
後
で
ま
っ
た
く
異
な
る
評
価

を
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る②
︒
も
と
よ
り
︑
頌
辞
作
家
の
語
る
皇
帝
の
姿
は
あ
ま
り
に
美
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
を
額
面
通
り
に
受
け

取
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
権
力
に
お
も
ね
る
イ
ン
テ
リ
知
識
人
の
阿
諛
追
従
︑
壮
麗
な
セ
レ
モ
ニ
ー
の
場
に
供
さ
れ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
添
え

物
と
︑
頌
辞
を
評
す
る
向
き
が
あ
る
の
は
当
然
と
い
え
よ
う③
︒
本
稿
は
頌
辞
の
こ
う
し
た
側
面
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
だ
が
指
摘
し
て

お
き
た
い
の
は
︑
当
事
者
自
身
が
虚
偽
の
塊
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
数
多
く
の
頌
辞
が
古
代
末
期
に
作
ら
れ
書
き
伝

え
ら
れ
て
現
存
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
︒
出
世
の
手
段
で
あ
る
こ
と
︑
後
続
に
と
っ
て
の
模
範
と
し
て
実
例
が
保
存
さ
れ
た
こ
と
を
割

引
く
と
し
て
も
︑
頌
辞
発
表
が
帝
政
後
期
の
政
治
の
世
界
で
か
な
り
一
般
的
な
光
景
で
あ
っ
た
事
実
は
そ
れ
自
体
何
か
し
ら
の
説
明
を
要
す
る
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事
態
で
あ
る
︒
我
々
は
頌
辞
の
言
説
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
な
の
か
︒

ま
ず
︑
指
摘
し
て
お
く
べ
き
な
の
は
︑
頌
辞
の
語
る
政
治
上
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
あ
る
特
定
の
場
所
︑
時
間
︑
状
況
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ

と
で
あ
る
︒
そ
の
頌
辞
が
発
表
さ
れ
た
時
点
で
企
図
さ
れ
て
い
る
政
策
︑
流
布
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
︑
頌
辞
は
反
映
し
て

い
る
︒
サ
ビ
ー
ヌ
・
マ
ッ
コ
ー
マ
ッ
ク
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑
頌
辞
は
あ
る
特
定
の
場
所
︑
あ
る
特
定
の
瞬
間
の
状
況
を
詳
細
か
つ
深
く
﹁
結

晶
化
﹂
し
て
い
る
の
で
あ
る④
︒
そ
の
た
め
︑
こ
こ
で
語
ら
れ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
そ
の
時
点
の
政
治
的
・
歴
史
的
背
景
を
踏
ま
え
て
い
な
け
れ

ば
意
味
を
な
さ
な
い
し
︑
後
代
の
人
間
が
そ
の
機
能
を
理
解
す
る
こ
と
も
難
し
く
な
る
︒
ま
た
︑
政
治
情
勢
と
政
策
の
変
化
に
合
わ
せ
て
語
ら

れ
る
内
容
が
著
し
く
変
化
し
て
い
く
こ
と
も
︑
こ
の
点
か
ら
理
解
で
き
る
︒
ち
ょ
う
ど
現
代
世
界
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
流
布
さ
せ
る
政
治
家
や

ア
ナ
リ
ス
ト
の
政
見
と
同
様
︑
こ
の
手
の
言
説
に
客
観
性
や
一
貫
性
︑
正
直
さ
を
求
め
る
の
は
そ
れ
自
体
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ

て
︑
あ
る
特
定
の
時
期
に
い
か
な
る
政
策
が
追
求
さ
れ
︑
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
や
公
論
を
流
布
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
は
︑
頌
辞
は
政
治
史
の
資
料
と
し
て
十
分
に
利
用
可
能
で
あ
る
︒
こ
れ
と
関
連
し
て
重
要
な
の
は
︑
頌
辞
は
公
的

な
言
説
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒

第
一
章
・
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
頌
辞
は
帝
国
の
セ
レ
モ
ニ
ー
の
場
で
公
的
に
読
み
上
げ
ら
れ
る
︒
元
老
院
や
都
市
参
事
会
の
議
事
堂
︑

皇
帝
の
滞
在
す
る
宮
殿
に
付
属
し
た
ホ
ー
ル
な
ど
︑
一
定
の
広
さ
を
持
っ
た
場
所
が
会
場
で
あ
っ
た
︒
皇
帝
や
コ
ン
ス
ル
︑
属
州
総
督
を
献
呈

対
象
と
し
な
が
ら
も
︑
皇
帝
の
側
近
や
︑
官
僚
︑
総
督
の
下
僚
︑
そ
の
地
域
の
名
士
た
ち
︑
さ
ら
に
は
式
典
の
場
に
や
っ
て
き
た
他
の
地
域
の

名
士
や
使
節
と
い
っ
た
多
く
の
人
間
が
発
表
の
場
に
は
居
合
わ
せ
て
い
た
︒
頌
辞
発
表
の
場
に
は
帝
国
の
支
配
者
階
級
に
属
す
る
人
間
が
聴
衆

と
し
て
集
う
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
聴
衆
の
存
在
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
聴
衆
を
前
に
し
て
現
職
の
皇
帝
の
功
績
を
称

え
る
こ
と
に
は
︑
現
在
の
皇
帝
が
正
統
な
君
主
で
あ
り
そ
の
統
治
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
帝
国
の
臣
民
が
承
認
し
受
容
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
機
能
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
マ
ッ
コ
ー
マ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
︑
頌
辞
の
発
表
そ
れ
自
体
が
﹁
合
法
的
な
統
治

の
証
で
あ
り
︑
民
衆
か
ら
の
同
意
の
形
態
﹂
だ
っ
た⑤
︒
帝
国
の
式
典
の
場
に
出
席
し
て
︑
皇
帝
を
称
え
る
演
説
に
た
だ
耳
を
傾
け
る
だ
け
の
行
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為
に
も
︑
実
は
象
徴
的
な
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
は
セ
レ
モ
ニ
ー
の
陰
の
主
役
は
︑
皇
帝
で
も
弁
論
家
で
も
な
く
︑
ロ
ジ

ャ
ー
・
リ
ー
ス
が
い
う
よ
う
に
物
言
わ
ぬ
聴
衆
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い⑥
︒
ま
た
︑
頌
辞
の
機
能
を
考
察
す
る
際
に
は
︑
ケ
リ
ー
の
以
下
の
指

摘
も
一
聴
に
値
す
る
︒
﹁
イ
ン
フ
レ
気
味
の
後
期
ロ
ー
マ
皇
帝
像
に
付
き
物
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
な
誇
張
︑
偽
善
︑
冗
長
な
こ
け
お
ど
し
の

数
々
は
し
ば
し
ば
眉
を
顰
め
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
が
︑
こ
う
し
た
修
飾
過
多
な
権
力
の
表
象
も
真
剣
に
受
け
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
︒
帝
国
は
軍

事
力
と
効
率
的
な
行
政
の
み
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
そ
の
統
治
の
公
正
さ
と
権
威
を
知
ら
し
め
る
の
に
効
果
的
な
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
も
必
要
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
は
︑
も
っ
と
具
体
的
な
権
力
の
表
明
と
同
程
度
に
重
要
で
あ
り
︑
統
治
者
・
被
統
治
者
の
双
方
に

と
っ
て
強
制
的
な
も
の
と
な
る
︒
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑
四
世
紀
の
社
会
を
彩
る
数
多
の
セ
レ
モ
ニ
ー
は
︑
皇
帝
と
そ
の
政
権
の
正
統

性
と
優
位
性
を
確
立
し
宣
伝
す
る
た
め
の
鍵
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
壮
観
さ
と
権
力
と
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
だ⑦
﹂
︒
現
在
の
皇
帝
に

よ
る
統
治
が
正
統
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
大
勢
の
人
間
が
確
認
す
る
と
い
う
機
能
が
頌
辞
の
発
表
に
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
︑
な
ぜ
頌
辞
が
頻
繁

に
読
ま
れ
た
の
か
︑
そ
し
て
な
ぜ
頌
辞
発
表
の
任
を
担
う
こ
と
が
栄
達
の
手
段
に
な
る
と
教
養
人
が
認
識
し
て
い
た
の
か
も
︑
理
解
で
き
る
だ

ろ
う
︒
こ
の
慣
行
は
後
期
ロ
ー
マ
の
皇
帝
体
制
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
要
素
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

頌
辞
は
人
前
で
発
表
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
︑
書
か
れ
た
形
で
流
布
し
て
い
た
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒
頌
辞
は
公
的
に
読
み

上
げ
る
だ
け
で
な
く
︑
作
品
と
し
て
保
存
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
﹃
ラ
テ
ン
頌
辞
集
﹄
の
よ
う
に
複
数
の
人
間
の
手
に
な
る
作
品
が
編
纂
さ

れ
て
残
さ
れ
た
の
は
︑
実
際
に
読
ま
れ
た
作
品
は
後
続
に
と
っ
て
手
本
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
自
分
の
披
露
し
た
頌
辞
を
書
き
写
し

て
文
人
仲
間
に
送
る
と
い
う
習
慣
も
あ
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
は
皇
帝
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
た
め
に
作
成
し
た
頌
辞
の
写
し
を
作
っ

て
友
人
の
リ
バ
ニ
オ
ス
の
も
と
に
送
っ
て
い
る
︒
リ
バ
ニ
オ
ス
は
こ
の
弁
論
を
友
人
ケ
ル
ソ
ス
と
と
も
に
読
み
︑
技
巧
や
語
法
に
つ
い
て
議
論

し
て
お
り
︑
感
想
を
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
に
返
し
て
も
い
る⑧
︒
こ
の
よ
う
に
︑
公
表
し
た
頌
辞
を
保
存
し
︑
文
人
同
士
の
間
で
互
い
に
送
り
交
わ

し
︑
そ
の
出
来
具
合
に
つ
い
て
議
論
す
る
と
い
う
習
慣
も
ま
た
存
在
し
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
頌
辞
の
内
容
は
発
表
の
場
に
居
合
わ
せ
た
聴
衆
だ

け
で
な
く
︑
帝
国
中
の
文
人
た
ち
に
知
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
当
然
︑
作
成
す
る
側
も
後
日
大
勢
の
人
間
の
目
に
触
れ
る
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こ
と
は
織
り
込
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
り
︑
そ
れ
を
前
提
に
し
て
準
備
し
た
は
ず
で
あ
る
︒
こ
の
意
味
で
も
︑
頌
辞
の
言
説
は
一
種
公
的
な
性
格

を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
式
典
に
出
席
し
た
人
間
に
し
か
届
か
な
い
閉
鎖
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
﹁
学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
を
通
じ

て
帝
国
中
の
文
人
た
ち
の
間
で
共
有
さ
れ
る
言
説
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

皇
帝
の
功
績
を
称
え
る
と
い
う
内
容
︑
発
表
自
体
が
皇
帝
の
正
統
性
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
︑
そ
し
て
頌
辞
の
言
説
が
帝
国

中
で
共
有
さ
れ
る
公
的
な
性
質
を
帯
び
る
こ
と
︑
こ
う
し
た
事
実
を
考
え
合
わ
せ
る
と
︑
頌
辞
に
は
ロ
ー
マ
帝
国
を
維
持
す
る
う
え
で
重
要
な

機
能
が
備
わ
っ
て
い
た
と
い
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
頌
辞
に
は
︑
ロ
ー
マ
帝
国
の
統
治
を
住
民
に
受
け
容
れ
さ
せ
る
と
同
時
に
︑
ロ
ー
マ
帝
国
の

統
治
が
何
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
か
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
根
拠
を
確
認
・
補
強
さ
せ
る
作
用
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
皇
帝
に
対
す
る

個
々
の
称
賛
の
言
葉
は
虚
偽
な
い
し
誇
張
で
あ
る
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
ロ
ー
マ
皇
帝
に
期
待
さ
れ
る
行
動
︑
ロ
ー
マ
皇
帝
が
備
え
て
い
る
べ
き

態
度
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
︒
そ
し
て
︑
も
し
頌
辞
の
中
で
皇
帝
に
向
け
ら
れ
る
言
葉
に
何
か
一
貫
し
た
特
徴
が
あ
る
の
な

ら
︑
そ
こ
か
ら
は
ロ
ー
マ
皇
帝
を
皇
帝
た
ら
し
め
︑
ロ
ー
マ
帝
国
を
帝
国
と
し
て
維
持
し
続
け
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
読
み
取
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
本
稿
が
特
に
着
目
す
る
の
は
こ
の
点
で
あ
る
︒

で
は
︑
頌
辞
の
言
説
か
ら
看
取
さ
れ
る
︑
皇
帝
に
期
待
さ
れ
る
一
貫
し
た
役
割
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
︑
ロ
ー
マ
の
過
去
と
現
在
を

接
合
す
る
こ
と
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒
皇
帝
も
総
督
同
様
︑
公
正
な
統
治
者
で
あ
り
︑
臣
民
に
対
し
て
善
行
を
為
す
こ
と
を
求
め
ら

れ
る
が
︑
同
時
に
︑
皇
帝
は
栄
光
あ
る
過
去
と
現
在
の
ロ
ー
マ
帝
国
を
接
合
す
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
︒
頌
辞
が
皇
帝
を
称
賛
す
る
際
に
決
ま

っ
て
用
い
る
方
法
と
は
︑
現
在
の
皇
帝
を
神
話
や
過
去
の
時
代
に
属
す
る
英
雄
や
指
導
者
と
比
較
し
な
が
ら
︑
今
の
皇
帝
が
過
去
の
英
雄
に
比

肩
し
︑
あ
る
い
は
む
し
ろ
過
去
の
指
導
者
を
凌
駕
し
さ
え
す
る
と
述
べ
る
こ
と
で
︑
献
呈
相
手
を
称
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る⑨
︒
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス

の
頌
辞
執
筆
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
︑
称
賛
の
対
象
を
過
去
の
偉
人
と
比
較
す
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
奨
励
す
る
箇
所
が
あ
る
た

め
︑
こ
う
し
た
語
り
方
は
一
般
的
な
も
の
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る⑩
︒
し
か
し
︑
頌
辞
に
お
い
て
皇
帝
を
過
去
の
偉
人
と
比
較
す
る
際
に
特
徴
的
な

点
は
︑
共
和
政
期
に
ロ
ー
マ
を
防
衛
し
帝
国
を
拡
大
す
る
こ
と
に
寄
与
し
た
将
軍
や
指
導
者
た
ち
を
比
較
対
象
と
し
て
持
ち
出
す
こ
と
が
き
わ
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め
て
多
い
こ
と
な
の
で
あ
る
︒

デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
時
代
の
弁
論
家
は
︑
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
と
共
治
帝
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
二
人
を
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
や
ス

ピ
キ
オ
・
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
︑
ロ
ム
ル
ス
と
レ
ム
ス
よ
り
偉
大
な
存
在
だ
と
述
べ
て
い
る⑪
︒
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
の
下
僚
帝
た
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ウ
ス
一
世
の
功
績
は
カ
エ
サ
ル
以
上
だ
っ
た⑫
︒
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
に
い
た
っ
て
は
︑
ロ
ー
マ
の
過
去
の
あ
ら
ゆ
る
将
軍
や
皇
帝
よ
り
も
優

れ
た
皇
帝
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る⑬
︒
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
称
賛
演
説
に
も
類
似
の
発
言
が
あ
る
︒
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
に
よ
れ

ば
︑
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
は
カ
ミ
ッ
ル
ス
や
ロ
ム
ル
ス
を
凌
駕
す
る
存
在
で
あ
り
︑
ウ
ァ
レ
ン
ス
は
ス
キ
ピ
オ
や
ル
キ
ウ
ス
・
ム
ン
ミ

ウ
ス
︑
メ
テ
ッ
ル
ス
よ
り
も
偉
大
な
人
物
な
の
で
あ
る⑭
︒
と
り
わ
け
︑
皇
帝
は
過
去
の
時
代
︑
特
に
共
和
政
期
の
大
征
服
戦
争
の
時
代
の
ロ
ー

マ
の
栄
光
を
今
に
再
現
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
︒
あ
る
弁
論
家
の
言
葉
は
象
徴
的
で
あ
る
︒
﹁
ポ
エ
ニ
戦
争
や
︑
ア
ジ
ア
と
シ
リ
ア
の

王
た
ち
︹
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
三
世
と
ミ
ト
リ
ダ
テ
ス
六
世
︺
に
引
き
続
き
︑
ロ
ー
マ
の
広
場
の
ロ
ス
ト
ラ
を
新
し
い
戦
利
品
で
陛
下
ら
︹
デ
ィ

オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
と
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
︺
が
飾
り
︑
コ
ン
テ
ィ
オ
集
会
の
際
の
あ
の
厳
か
な
る
場
が
な
ぜ
ロ
ス
ト
ラ
と
呼
ば
れ
る
の
か
を
既

に
忘
れ
て
久
し
い
ロ
ー
マ
市
の
住
人
た
ち
に
︑
陛
下
ら
が
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
に⑮
﹂
︒
テ
ト
ラ
ル
キ
ア
の
皇
帝
た
ち
は
︑

共
和
政
期
の
軍
事
指
導
者
が
カ
ル
タ
ゴ
や
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
君
主
た
ち
を
相
手
に
戦
っ
た
時
の
よ
う
に
︑
新
た
な
戦
勝
の
栄
光
を
今
の
ロ
ー
マ
に

も
た
ら
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
ロ
ー
マ
皇
帝
は
外
敵
と
戦
い
勝
利
す
る
こ
と
で
︑
か
つ
て
の
ロ
ー
マ
の
栄
光
と
自
信
を
取

り
戻
す
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
る
︒
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ヌ
ス
も
ス
テ
ィ
リ
コ
に
対
し
て
同
じ
や
り
方
で
称
賛
の
詩
を
書
い
て
い
る
︒
五
世
紀
初
頭
︑

イ
タ
リ
ア
に
侵
入
し
た
ゴ
ー
ト
族
を
一
旦
撃
退
し
た
ス
テ
ィ
リ
コ
は
︑
か
つ
て
ピ
ュ
ッ
ロ
ス
王
を
撃
退
し
た
ク
リ
ウ
ス
よ
り
偉
大
で
あ
り
︑
ハ

ン
ニ
バ
ル
を
撃
退
し
た
フ
ァ
ビ
ウ
ス
や
マ
ル
ケ
ッ
ル
ス
︑
ス
キ
ピ
オ
を
も
凌
駕
す
る
と
い
う
の
だ⑯
︒
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
︑
皇
帝
・
帝
国
に

関
わ
る
セ
レ
モ
ニ
ー
が
挙
行
さ
れ
る
た
び
に
︑
文
人
た
ち
の
口
か
ら
こ
う
し
た
言
説
が
繰
り
返
し
吐
き
出
さ
れ
て
い
た
と
み
て
間
違
い
な
い
︒

こ
う
し
た
考
え
方
が
周
知
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
︑
キ
ュ
レ
ネ
の
シ
ュ
ネ
シ
オ
ス
に
よ
る
﹃
君
主
論
﹄
の
一
節
か
ら
も
う
か
が
え
る
︒
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私
の
勧
め
る
事
柄
は
も
は
や
容
易
で
は
な
い
と
陛
下
︹
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
︺
は
思
わ
れ
る
の
で
す
か
︒
陛
下
は
︑
自
分
が
い
か
な
る
人
間
た
ち
の
王
で
あ

る
の
か
を
︑
私
が
い
か
な
る
民
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
か
を
︑
理
解
し
て
お
ら
れ
な
い
の
で
す
か
︒
ロ
ー
マ
人
は
自
分
た
ち
が
出
く
わ
し
た
者
す
べ
て

を
力
と
策
略
に
よ
っ
て
屈
服
さ
せ
君
臨
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
︑
そ
の
名
は
あ
ら
ゆ
る
地
に
知
れ
渡
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
か
︒
ま
る
で
ホ
メ
ロ
ス

が
神
々
に
つ
い
て
詠
う
よ
う
に
︑
﹁
人
間
の
無
法
な
振
舞
い
と
正
義
の
行
な
い
に
目
を
光
ら
せ
な
が
ら
﹂
︑
こ
の
地
上
を
踏
み
渡
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
す

か⑰
︒

東
方
ギ
リ
シ
ア
語
圏
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
シ
ュ
ネ
シ
オ
ス
に
こ
う
し
た
発
言
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑
帝
国
と
皇
帝
の
役
割
に
関
す
る
こ

の
よ
う
な
発
想
が
帝
国
中
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
頌
辞
に
お
い
て
ロ
ー
マ
皇
帝
に
期
待
さ
れ
る
役
割
は
同
一
で
あ
る
︒
皇
帝

本
人
の
個
性
や
能
力
と
は
関
係
な
く
︑
ロ
ー
マ
皇
帝
は
過
去
の
偉
人
や
指
導
者
の
功
績
を
模
倣
し
か
つ
凌
駕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
過
去
の

ロ
ー
マ
の
栄
光
を
今
に
再
現
す
る
と
い
う
︑
過
去
と
現
在
と
の
結
節
点
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

頌
辞
に
見
ら
れ
る
皇
帝
へ
の
称
賛
の
言
葉
か
ら
は
︑
現
在
の
人
間
を
過
去
の
偉
人
や
英
雄
に
な
ぞ
ら
え
︑
そ
れ
を
通
し
て
過
去
の
出
来
事
を

現
在
に
再
現
・
再
演
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
過
去
と
現
在
の
間
に
イ
メ
ー
ジ
上
の
連
続
性
を
生
み
出
す
と
い
う
特
徴
が
見
出
せ
る
︒
こ
の
点
は
︑

後
期
ロ
ー
マ
・
古
代
末
期
時
代
の
資
料
に
広
く
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
︑
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
こ
の
特
徴
は
キ
リ
ス
ト
教
資

料
に
も
見
出
せ
る
こ
と
を
︑
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
指
摘
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
カ
イ
サ
レ
イ
ア
の
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
は
皇
帝
コ
ン
ス

タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
を
︑
通
常
の
頌
辞
の
よ
う
に
ス
キ
ピ
オ
や
カ
エ
サ
ル
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
の
英
雄
の
系
譜
に
連
ね
る
代
わ
り
に
︑
モ
ー
ゼ
や
キ
リ

ス
ト
に
比
肩
す
る
存
在
と
し
て
描
く
︒
ニ
ュ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
は
兄
で
あ
る
バ
シ
レ
イ
オ
ス
を
称
え
る
際
︑
バ
シ
レ
イ
オ
ス
を
モ
ー
ゼ
の

役
割
を
今
に
再
現
す
る
者
︑
現
代
の
モ
ー
ゼ
と
し
て
描
い
て
い
る
︒
結
果
︑
現
在
の
ロ
ー
マ
帝
国
は
聖
書
の
過
去
と
接
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
︑

両
者
の
間
に
連
続
性
が
発
生
す
る
︒
称
賛
の
対
象
が
聖
書
の
登
場
人
物
の
役
割
と
聖
書
の
過
去
を
再
演
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
現
在
の
ロ
ー
マ

社
会
は
聖
書
の
預
言
者
や
使
徒
の
伝
統
に
連
な
る
世
界
へ
と
一
変
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
際
︑
称
賛
を
す
る
側
の
人
間
︑
資
料
の
作
成
者
も
︑
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あ
る
役
割
を
演
じ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
れ
ば
︑
兄
で
あ
る
バ
シ
レ
イ
オ
ス
を
モ
ー
ゼ
に
な
ぞ
ら
え
る
こ

と
で
︑
弟
で
あ
る
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
も
ア
ー
ロ
ン
と
い
う
聖
書
の
登
場
人
物
に
接
近
す
る
こ
と
に
な
る⑱
︒
こ
の
点
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ラ
ワ
ー
に

よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
フ
ラ
ワ
ー
は
︑
ア
リ
ウ
ス
派
の
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
を
批
判
し
た
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
や
ポ
ワ
テ
ィ
エ

の
ヒ
ラ
リ
ウ
ス
と
い
っ
た
ニ
カ
イ
ア
派
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
誹
謗
文
書
を
分
析
す
る
な
か
で
︑
批
判
の
対
象
で
あ
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ

ス
二
世
を
カ
イ
ン
や
サ
ウ
ル
︑
イ
ゼ
ベ
ル
の
よ
う
な
聖
書
の
悪
役
︑
さ
ら
に
は
ネ
ロ
の
よ
う
な
迫
害
者
に
比
肩
さ
せ
る
こ
と
で
︑
逆
に
批
判
を

し
て
い
る
作
者
も
そ
う
し
た
悪
役
と
対
峙
し
た
人
物
︑
預
言
者
や
使
徒
︑
殉
教
者
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
文
学
に
お
け
る
英
雄
に
自
身
を
な
ぞ

ら
え
る
効
果
が
生
ま
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
信
仰
を
め
ぐ
る
戦
い
が
旧
約
聖
書
の
時
代
か
ら
現
在
ま
で
継
続
し
て
い
る
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
︑
資
料
の
作
成
者
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
過
去
に
登
場
す
る
偉
人
の
ペ
ル
ソ
ナ
を
ま
と
う
こ
と
で
︑
信
仰
の
戦
い
を
担
う

者
︑
権
力
者
に
対
峙
す
る
者
と
し
て
︑
一
種
の
権
威
を
自
ら
に
付
与
す
る
の
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る⑲
︒
こ
の
よ
う
に
古
典
や
聖
典
に
依
拠
し
て

過
去
と
現
在
を
接
合
す
る
こ
と
は
︑
権
威
を
構
築
し
操
作
す
る
手
段
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
点
を
念
頭
に
置
い
て
︑
頌
辞
の
言
説
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
︒
称
賛
の
辞
を
発
表
す
る
文
人
た
ち
は
︑
今
の
ロ
ー
マ
皇
帝
を
神
話
や
歴

史
の
英
雄
に
な
ぞ
ら
え
︑
か
つ
て
の
栄
光
が
今
に
再
現
さ
れ
て
い
る
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
彼
ら
自
身
は
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る

つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
彼
ら
は
︑
自
分
が
修
辞
学
の
教
育
を
受
け
て
い
る
と
き
に
読
み
込
ん
だ
作
品
の
作
者
︑
キ
ケ
ロ
や
ウ
ェ
ル

ギ
リ
ウ
ス
︑
ホ
メ
ロ
ス
や
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
よ
う
な
︑
過
去
の
偉
大
な
作
家
の
列
に
自
ら
も
連
な
っ
て
い
る
と
と
ら
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒

こ
れ
は
︑
文
人
た
ち
が
古
典
作
品
の
持
つ
権
威
を
利
用
し
︑
自
ら
に
そ
の
権
威
を
付
与
す
る
一
つ
の
手
段
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
詩
人
の
ク
ラ

ウ
デ
ィ
ア
ヌ
ス
に
対
し
て
同
時
代
人
が
与
え
た
﹁
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
思
惟
と
ホ
メ
ロ
ス
の
詩
才
を
備
え
た
者
﹂
と
い
う
顕
彰
の
言
葉
に
は
︑

現
代
の
古
典
学
者
な
ら
苦
笑
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
だ
ろ
う⑳
︒
だ
が
︑
帝
政
後
期
の
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
習
慣
や
規
範
を
念
頭
に
置
け
ば
︑
こ

れ
は
あ
な
が
ち
空
虚
な
世
辞
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
ロ
ー
マ
皇
帝
が
共
和
政
期
の
英
雄
や
偉
人
の
役
割
を
継
承
す
る
よ
う
に
︑
皇

帝
を
称
え
る
文
人
た
ち
も
か
つ
て
の
偉
大
な
詩
人
の
後
裔
と
い
う
役
割
を
演
じ
る
こ
と
で
︑
あ
る
種
の
権
威
を
操
作
し
そ
れ
を
自
ら
に
付
与
し
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て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
加
え
て
︑
現
在
の
皇
帝
に
過
去
の
英
雄
の
役
割
を
再
現
さ
せ
る
こ
と
に
も
︑
特
に
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒

皇
帝
を
過
去
の
英
雄
の
系
譜
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
要
素
は
︑
と
り
わ
け
ラ
テ
ン
文
学
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は

﹁
永
遠
の
ロ
ー
マ
﹂
理
念
と
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
﹁
永
遠
の
ロ
ー
マ
﹂
と
は
︑
ロ
ー
マ
は
い
か
な
る
危
機
に
直
面
し
た

と
し
て
も
︑
必
ず
新
し
い
偉
大
な
指
導
者
が
現
れ
︑
そ
の
も
と
で
危
機
を
克
服
し
︑
以
前
に
も
勝
る
繁
栄
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ

り
︑
こ
の
理
念
は
︑
カ
ミ
ッ
ル
ス
に
よ
る
ガ
リ
ア
人
撃
退
や
ス
キ
ピ
オ
に
よ
る
ハ
ン
ニ
バ
ル
撃
退
と
い
っ
た
共
和
政
ロ
ー
マ
の
た
ど
っ
た
歴
史

そ
の
も
の
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る㉑
︒
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ヌ
ス
を
分
析
し
た
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ウ
ェ
ア
に
よ
る
と
︑
ス
テ
ィ
リ
コ
へ
の
頌
辞
に
お

い
て
︑
ス
テ
ィ
リ
コ
を
過
去
の
ロ
ー
マ
の
偉
大
な
英
雄
に
比
肩
す
る
存
在
と
し
て
描
く
こ
と
で
︑
ス
テ
ィ
リ
コ
と
い
う
英
雄
的
指
導
者
の
下
︑

ロ
ー
マ
の
永
遠
と
﹁
黄
金
時
代
の
回
帰
﹂
は
約
束
さ
れ
る
と
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ヌ
ス
は
主
張
し
て
い
る
の
だ
と
い
う㉒
︒
厳
密
に
い
え
ば
ス
テ
ィ
リ

コ
は
皇
帝
で
は
な
く
皇
帝
ホ
ノ
リ
ウ
ス
の
後
見
人
で
あ
る
が
︑
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ヌ
ス
の
韻
文
頌
辞
に
お
い
て
ス
テ
ィ
リ
コ
が
果
た
し
て
い
る
役

割
は
︑
通
常
︑
頌
辞
に
お
い
て
皇
帝
が
果
た
し
て
い
る
役
割
と
同
一
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ヌ
ス
以
外
の
頌
辞
に
お
い
て
も
同
じ

主
張
が
当
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
頌
辞
の
中
の
皇
帝
は
皆
︑
ロ
ー
マ
の
偉
大
な
過
去
を
現
在
に
再
現
・
再
演
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

黄
金
時
代
を
取
り
戻
し
ロ
ー
マ
を
再
生
さ
せ
る
存
在
な
の
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
現
在
の
皇
帝
を
黄
金
時
代
の
回
帰
と
結
び
つ
け
る
発
想
は
ア
ウ

グ
ス
ト
ゥ
ス
時
代
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
り㉓
︑
ロ
ー
マ
の
帝
国
・
皇
帝
体
制
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
︒
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス

﹃
ア
エ
ネ
イ
ス
﹄
に
お
け
る
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
も
︑
ア
エ
ネ
ア
ス
︑
ロ
ム
ル
ス
︑
カ
ミ
ッ
ル
ス
︑
ス
キ
ピ
オ
︑
カ
エ
サ
ル
と
い
っ
た
英
雄
た
ち

の
系
譜
に
連
な
る
存
在
で
あ
り
︑
ロ
ー
マ
人
同
士
の
内
乱
と
い
う
危
機
を
克
服
し
平
和
と
繁
栄
を
取
り
戻
す
こ
と
で
ロ
ー
マ
の
再
生
を
実
現
さ

せ
た
の
で
あ
る㉔
︒
帝
政
後
期
の
頌
辞
に
お
い
て
︑
皇
帝
た
ち
が
皆
過
去
の
英
雄
の
功
績
を
凌
駕
す
る
の
は
︑
こ
う
し
た
文
学
的
伝
統
と
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
受
け
継
い
で
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒
あ
ら
ゆ
る
皇
帝
は
ロ
ー
マ
の
再
生
と
永
遠
を
実
現
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
そ
れ
こ
そ
が

正
統
な
皇
帝
の
証
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
帝
政
後
期
の
文
人
た
ち
は
皆
︑
古
典
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
称
賛
の
言
葉
を
紡
ぐ
な
か
で
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
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ゥ
ス
の
時
代
に
遡
る
﹁
永
遠
の
ロ
ー
マ
﹂
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
再
生
産
し
︑
か
つ
て
の
偉
大
な
詩
人
と
同
じ
よ
う
に
皇
帝
と
い
う
一
個
人

の
中
に
時
代
や
国
家
の
再
生
を
見
出
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒

も
う
一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
こ
の
よ
う
な
方
法
で
皇
帝
を
称
賛
す
る
こ
と
に
は
累
積
的
な
効
果
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
頌

辞
の
中
の
皇
帝
は
︑
過
去
の
栄
光
を
今
に
再
現
し
征
服
戦
争
時
代
の
勝
利
を
現
代
に
お
い
て
再
演
す
る
こ
と
で
︑
過
去
と
現
在
を
接
合
し
︑

ロ
ー
マ
の
栄
誉
あ
る
過
去
と
現
在
と
の
間
に
連
続
性
の
感
覚
を
醸
成
し
︑
ロ
ー
マ
の
力
の
再
生
と
永
遠
を
保
証
す
る
存
在
と
し
て
常
に
描
か
れ

る
︒
実
際
の
能
力
や
人
格
と
は
無
関
係
に
︑
現
職
の
皇
帝
は
必
ず
こ
の
役
割
を
果
た
す
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
た
と
え
皇
帝
の
誰
か
が
こ

の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
失
敗
し
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
批
判
さ
れ
る
の
は
本
人
の
死
後
の
み
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
後
を
継
い
だ
皇
帝
は
︑
前

任
者
と
は
違
っ
て
︑
ロ
ー
マ
帝
国
の
皇
帝
に
ふ
さ
わ
し
い
功
績
に
よ
っ
て
黄
金
時
代
を
再
生
さ
せ
る
と
語
ら
れ
続
け
る
だ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑

言
説
の
枠
組
み
自
体
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
同
じ
理
念
は
何
度
も
再
生
産
さ
れ
か
え
っ
て
強
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
当
時
の
教
養

文
化
が
こ
の
よ
う
な
言
辞
を
生
み
出
す
こ
と
に
加
担
し
て
い
た
と
な
る
と
︑
そ
れ
に
伴
う
結
果
は
容
易
に
予
想
で
き
る
︒
こ
の
言
説
の
枠
組
み

を
誰
も
疑
わ
な
い
︑
な
い
し
疑
念
を
表
明
し
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
同
時
に
︑
帝
国
の
復
活
と
永
遠
は
皇
帝
が
こ
の
役
割
を
果
た
す
か

否
か
に
か
か
っ
て
い
る
以
上
︑
理
念
に
お
い
て
皇
帝
が
持
つ
意
義
は
重
大
な
も
の
と
な
ろ
う㉕
︒
そ
の
結
果
︑
自
ら
の
期
待
と
希
望
の
す
べ
て
を

皇
帝
に
仮
託
す
る
よ
う
な
発
想
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
︒
元
官
僚
で
﹃
ロ
ー
マ
皇
帝
史
﹄
を
著
し
た
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
・
ウ
ィ
ク
ト
ル
に
つ
い

て
分
析
し
た
井
上
文
則
は
︑
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
・
ウ
ィ
ク
ト
ル
に
こ
う
し
た
態
度
が
見
出
せ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
身
分
に
か
か
わ
ら
ず
教

養
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
身
出
世
が
可
能
に
な
る
と
い
う
︑
教
養
人
に
と
っ
て
は
理
想
的
と
も
い
え
る
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
あ
る
が
︑
そ

う
し
た
出
世
を
実
現
さ
せ
た
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
・
ウ
ィ
ク
ト
ル
は
︑
皇
帝
に
よ
っ
て
帝
国
が
理
想
的
な
状
態
へ
変
わ
り
う
る
と
い
う
信
念
を
抱
い

て
い
た
と
い
う㉖
︒
お
そ
ら
く
こ
れ
は
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
・
ウ
ィ
ク
ト
ル
と
い
う
史
家
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
︑
帝
政
後
期
の
国
家
機
構
の
中
で

栄
達
を
望
ん
で
機
会
が
あ
る
ご
と
に
頌
辞
を
公
表
し
た
当
時
の
知
識
人
全
員
に
あ
て
は
ま
る
特
徴
で
あ
ろ
う
︒
﹁
ム
ー
サ
に
仕
え
る
輩
た
ち
﹂

は
皆
︑
絶
対
的
な
専
制
君
主
で
あ
る
皇
帝
に
よ
る
問
題
の
解
決
と
改
善
を
信
じ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

「ムーサに仕える輩たち」と後期ローマ帝国（西村）
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本
章
で
は
頌
辞
の
言
説
が
持
つ
特
徴
と
作
用
を
見
て
き
た
︒
頌
辞
に
は
︑
現
在
の
皇
帝
が
過
去
の
栄
光
を
再
現
す
る
と
語
る
こ
と
を
通
し
て
︑

ロ
ー
マ
帝
国
が
永
遠
に
繁
栄
を
続
け
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
す
る
機
能
が
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
が
現
職
の
皇
帝
の
地
位
と
権
威
を

保
証
す
る
役
割
を
も
果
た
す
の
で
あ
る
︒
同
時
に
︑
ロ
ー
マ
帝
国
の
再
生
と
永
遠
を
謳
う
言
説
は
帝
国
の
文
人
や
統
治
階
級
の
間
で
共
有
さ
れ

た
︒
こ
の
よ
う
な
言
説
を
作
り
︑
流
布
さ
せ
︑
互
い
に
共
有
す
る
こ
と
を
通
じ
て
︑
帝
国
の
エ
リ
ー
ト
階
級
は
自
分
た
ち
が
同
じ
帝
国
の
一
員

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
︑
か
つ
︑
ロ
ー
マ
帝
国
を
帝
国
た
ら
し
め
る
理
念
や
規
範
が
何
で
あ
る
の
か
を
再
確
認
︑
補
強
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
の
で
は
な
い
か
︒
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
頌
辞
を
発
表
す
る
と
い
う
慣
行
は
︑
帝
政
後
期
の
政
治
の
風
景
に
お
い
て
必
要
不
可
欠

な
要
素
で
あ
り
︑
教
養
教
育
を
受
け
た
知
識
人
の
経
歴
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
︒
た
と
え
権
力
者
へ
の
称
賛
の

言
葉
が
虚
偽
で
あ
っ
て
も
︑
そ
う
し
た
言
説
が
繰
り
返
し
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
︒
個
々
の
言
葉
が
虚
偽
で

あ
っ
た
と
し
て
も
︑
頌
辞
の
言
説
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
帝
国
お
よ
び
ロ
ー
マ
皇
帝
の
権
威
を
正
当
化
す
る
思
考
様
式
自
体
は
強
化
さ
れ
て
い
く
だ

ろ
う
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
個
々
の
皇
帝
の
政
策
や
言
動
に
不
満
を
持
つ
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
皇
帝
が
存
在
し
続
け
る
仕
組
み
や
皇
帝
の

担
う
使
命
そ
の
も
の
が
疑
問
に
付
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
の
知
識
人
は
頌
辞
の
生
産
を
通
し
て
︑
帝
国
の
存
在
と
使
命
を
自

明
視
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

①

た
と
え
ば
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
は
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
軍
事
行
動
を
糊
塗
す
る
こ

と
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
始
め
た
ペ
ル
シ
ア
遠
征
の
顚
末
に
つ
い

て
の
記
述
や
︵
T
hem
.
O
r.5.65b-67a
︶
︑
ウ
ァ
レ
ン
ス
の
第
一
次
ゴ
ー
ト
戦
争

後
に
結
ば
れ
た
講
和
に
つ
い
て
の
言
及
が
挙
げ
ら
れ
る
︵
T
hem
.
O
r.10.

132c-135c︶
︒

②

﹃
ラ
テ
ン
頌
辞
集
﹄
中
の
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ
ス
や
︵
拙
稿
﹁
弁
論
家
と
皇
帝
﹂
六

〇
～
七
三
頁
︶
︑
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
﹃
弁
論
集
﹄
中
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二

世
お
よ
び
ウ
ァ
レ
ン
ス
が
こ
う
し
た
例
に
あ
た
る
︵
P.
H
eather,‘T
hem
istius:

A
Political
Philosopher’,
in
M
.
W
hitby
(ed.),
T
he
P
ropaganda
of

P
ow
er:
T
he
R
ole
of
P
anegyric
in
L
ate
A
ntiquity,
Leiden,1998,
pp.

139-41
︶
︒

③

A
lan
C
am
eron,
C
laudian,
p.37;
保
坂
高
殿
﹃
ロ
ー
マ
帝
政
中
期
の
国
家

と
教
会
：
キ
リ
ス
ト
教
迫
害
史
研
究
一
九
三
～
三
一
一
年
﹄
教
文
館
︑
二
〇
〇
八

年
︑
四
一
頁
︒

④

S.
M
acC
orm
ack,‘Latin
Prose
Panegyrics’,
p.159.

⑤

S.M
acC
orm
ack,A
rt
and
C
erem
ony,p.9.
こ
う
し
た
儀
礼
的
な
行
為
が

帝
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
強
化
し
住
人
の
間
に
同
意
を
醸
成
し
う
る
と
い
う
点
は
︑

C
.
A
ndo,
Im
perial
Ideology
and
P
rovincial
L
oyalty
in
the
R
om
an
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E
m
pire,B
erkeley,2000
が
よ
く
議
論
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
頌
辞
発
表
に

は
付
き
物
の
聴
衆
か
ら
の
歓
呼
の
叫
び
が
︑
無
意
識
の
う
ち
に
ロ
ー
マ
支
配
へ
の

同
意
を
生
み
出
す
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
同
書
の

pp.203-5
参
照
︒

⑥

R
.
R
ees,
L
ayers
of
L
oyalty
in
L
atin
P
anegyric,
A
D
289-307,

O
xford,2002,
p.15.

⑦

C
.
K
elly,
E
G
B
,
p.145.

⑧

Lib.
E
p.
1430.1-2.﹁
あ
な
た
の
弁
論
を
受
け
取
り
ま
し
た
︒
高
貴
な
方
を
称

え
る
高
貴
な
弁
論
で
す
︒
称
賛
の
相
手
が
高
貴
で
あ
る
こ
と
は
あ
な
た
も
認
め
る

で
し
ょ
う
︒
崩
御
さ
れ
た
と
は
い
え
︑
真
実
は
噓
を
語
る
多
く
の
口
に
も
耐
え
て

生
き
続
け
ま
す
︒
受
け
取
っ
た
際
︑
ケ
ル
ソ
ス
に
手
伝
わ
せ
て
弁
論
を
吟
味
し
ま

し
た
が
︑
あ
の
方
が
ま
だ
ご
存
命
の
折
に
読
ん
だ
の
で
す
︒
細
部
に
目
を
通
す
た

び
に
私
の
興
奮
は
高
ま
り
︑
ケ
ル
ソ
ス
も
同
様
で
し
た
︒
各
部
の
技
巧
が
見
て
取

れ
ま
す
︒
着
想
の
新
し
さ
︑
結
び
合
わ
さ
っ
た
威
厳
・
明
瞭
・
優
美
︑
称
賛
へ
の

導
入
の
仕
方
︑
優
美
な
物
言
い
︒
あ
な
た
の
著
作
に
つ
い
て
一
冊
著
そ
う
か
と
思

う
ほ
ど
で
す
︒
読
ん
で
い
る
と
き
も
︑
読
み
終
わ
っ
て
別
れ
た
後
も
︑
多
く
の
考

え
が
湧
き
起
っ
て
き
て
︑
夜
の
間
も
︑
あ
な
た
の
弁
論
が
心
を
離
さ
ず
眠
れ
な
か

っ
た
の
で
す
﹂
︒
﹁
高
貴
な
方
﹂
と
は
ユ
リ
ア
ヌ
ス
の
こ
と
︒
こ
の
書
簡
は
ユ
リ
ア

ヌ
ス
の
死
の
直
後
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
残
念
な
が
ら
︑
こ
の
ユ
リ
ア
ヌ
ス
に

捧
げ
た
称
賛
演
説
自
体
は
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス
﹃
弁
論
集
﹄
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
︒

頌
辞
が
文
人
た
ち
の
間
で
読
み
回
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
た
し
か
だ
が
︑
個
々
の
作

品
の
内
容
に
関
し
て
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
感
想
を
抱
い
た
の
か
を
伝
え
る
資
料
は

ほ
と
ん
ど
な
い
︒

⑨

C
.
W
are,
C
laudian
and
the
R
om
an
E
pic
T
radition,
C
am
bridge,

2012,
pp.44,100;
R
.
F
low
er,
op.
cit.,
pp.43-4,48-9.

⑩

﹁
シ
ュ
ン
ク
リ
シ
ス
︵
syn
krisis︶
﹂
と
呼
ば
れ
る
技
法
で
あ
る
︵
M
en.

R
het.372.21-5,376.31-377.9
︶
︒

⑪

P
an.
L
at.
X
(2).﹁
い
と
も
神
聖
な
る
皇
帝
陛
下
︑
あ
な
た
︹
マ
ク
シ
ミ
ア
ヌ

ス
︺
が
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
を
︑
あ
な
た
を
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
が
模
倣
し
た
と

い
う
こ
の
点
で
︑
お
二
人
は
今
や
ス
キ
ピ
オ
よ
り
も
偉
大
な
の
で
す
﹂
︵
8.6
︶
︒

﹁
あ
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
で
さ
え
︑
自
分
の
支
配
地
を
イ
ン
ド
の
王
に
戻

し
て
し
ま
っ
た
た
め
︑
も
う
取
る
に
足
り
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
の
で
す
︒

あ
れ
ほ
ど
多
く
の
︹
ゲ
ル
マ
ン
人
の
︺
王
が
陛
下
の
庇
護
を
受
け
︑
ゲ
ン
ノ
ボ
ウ

デ
ス
︹
ゲ
ル
マ
ン
系
部
族
の
王
︺
は
陛
下
の
お
か
げ
で
自
分
の
支
配
を
取
り
戻
し
︑

陛
下
か
ら
贈
り
物
を
受
け
取
っ
た
の
で
す
か
ら
﹂
︵
10.3
︶
︒
﹁
都
ロ
ー
マ
よ
︑
今

の
皇
帝
陛
下
ら
の
ゆ
え
に
お
前
は
幸
福
な
の
だ
︒
今
や
ロ
ム
ル
ス
と
レ
ム
ス
の
時

代
よ
り
は
る
か
に
幸
福
で
あ
る
と
言
お
う
︒
と
い
う
の
も
こ
の
二
人
は
︑
兄
弟
で

双
子
で
あ
る
の
に
︑
ど
ち
ら
が
自
分
の
名
を
お
前
に
あ
て
が
う
べ
き
か
と
争
っ
た

し
︑
互
い
が
別
の
丘
と
指
揮
権
を
手
に
し
た
︒
し
か
し
今
の
お
前
の
保
護
者
た
ち

は
︑
お
前
を
め
ぐ
っ
て
妬
み
か
ら
争
う
こ
と
が
な
い
﹂
︵
13.1-2
︶
︒

⑫

P
an.
L
at.
V
III(4).11.3-4.﹁
当
時
は
︑
ブ
リ
タ
ニ
ア
は
海
戦
用
の
船
で
武
装

し
て
い
な
か
っ
た
し
︑
ロ
ー
マ
帝
国
も
そ
の
時
点
で
既
に
ポ
エ
ニ
戦
争
と
ア
ジ
ア

戦
争
か
ら
︑
後
に
海
賊
の
掃
討
戦
や
ミ
ト
リ
ダ
テ
ス
戦
争
に
よ
っ
て
も
悩
ま
さ
れ

て
い
た
の
で
︑
海
軍
同
様
陸
軍
の
出
動
に
お
い
て
も
活
力
が
あ
り
ま
し
た
︒
さ
ら

に
他
の
点
で
も
︑
当
時
そ
こ
の
部
族
は
経
験
が
な
く
︑
敵
と
し
て
は
ピ
ク
ト
族
や

ヒ
ベ
ル
ニ
ア
人
の
よ
う
な
半
裸
で
あ
る
よ
う
な
相
手
に
し
か
慣
れ
て
お
ら
ず
︑

ロ
ー
マ
の
兵
力
と
軍
旗
に
容
易
に
屈
し
ま
し
た
︒
カ
エ
サ
ル
も
︑
オ
ケ
ア
ヌ
ス
を

渡
っ
た
と
い
う
︑
ほ
と
ん
ど
そ
の
一
事
だ
け
を
誇
る
だ
け
で
よ
し
と
せ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
す
﹂
︒

⑬

P
an.
L
at.
X
II(9).24.2-4.﹁
軍
規
が
秩
序
づ
け
忠
誠
誓
約
へ
の
責
任
感
が
鼓

舞
す
る
ロ
ー
マ
兵
を
︑
あ
る
い
は
自
分
の
生
活
の
卑
し
さ
の
た
め
に
生
を
軽
視
す

る
よ
う
な
野
獣
の
ご
と
き
肉
体
し
か
持
た
ぬ
冷
酷
な
フ
ラ
ン
ク
兵
を
︑
打
ち
破
り

捕
ら
え
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
困
難
で
あ
る
か
︒
そ
れ
は
︑
陛
下
︹
コ
ン
ス
タ
ン
テ

ィ
ヌ
ス
一
世
︺
︑
先
日
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
︑
そ
し
て
少
し
前
に
蛮
族
の
地
の
光

景
の
中
で
あ
な
た
が
為
し
た
こ
と
な
の
で
す
︒
そ
う
し
て
︑
何
の
相
違
も
な
く
︑
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あ
ら
ゆ
る
類
の
戦
争
と
武
器
と
敵
が
陛
下
一
人
に
服
従
し
︑
詩
文
が
生
み
出
し
た

あ
ら
ゆ
る
歴
史
の
武
勇
の
記
念
碑
も
服
従
し
ま
す
︒
で
す
が
︑
か
つ
て
の
デ
ィ
ク

タ
ト
ル
や
コ
ン
ス
ル
︑
そ
し
て
そ
の
後
に
続
く
偉
大
な
皇
帝
た
ち
の
か
つ
て
の
業

績
の
み
な
ら
ず
︑
神
君
た
る
陛
下
の
父
君
︹
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
一
世
︺
の
最

近
の
い
と
も
す
ば
ら
し
い
業
績
を
も
陛
下
は
凌
駕
し
ま
し
た
﹂
︒

⑭

T
hem
.O
r.3.43c.﹁
か
つ
て
カ
ミ
ッ
ル
ス
は
第
二
の
建
国
者
だ
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
︒
ガ
リ
ア
人
の
侵
略
を
生
き
延
び
た
も
の
を
守
っ
た
か
ら
で
す
︒
な
ら

ば
︑
今
の
時
代
︑
陛
下
︹
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
︺
は
ロ
ム
ル
ス
を
も
上
回

る
建
国
者
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
﹂
︒
T
hem
.
O
r.10.140a-c.﹁
古
の
指
導
者
た

ち
の
う
ち
︑
あ
る
者
︹
ム
ン
ミ
ウ
ス
︺
は
ア
カ
イ
ア
征
服
者
と
呼
び
か
け
ら
れ
ギ

リ
シ
ア
を
荒
廃
さ
せ
ま
し
た
︒
マ
ケ
ド
ニ
ア
征
服
者
︹
メ
テ
ッ
ル
ス
︺
は
︑
マ
ケ

ド
ニ
ア
を
空
っ
ぽ
で
人
住
ま
ぬ
所
に
し
ま
し
た
︒
高
名
な
ス
キ
ピ
オ
︹
大
︺
の
孫

た
る
偉
大
な
る
ス
キ
ピ
オ
︹
小
︺
は
︑
民
衆
と
元
老
院
か
ら
ア
フ
リ
カ
征
服
者
と

い
う
添
え
名
を
得
て
︑
敗
北
し
疲
弊
し
き
っ
て
い
た
カ
ル
タ
ゴ
を
土
台
ま
で
破
壊

し
視
界
か
ら
消
し
去
っ
た
の
で
す
︒
も
し
滅
ぼ
し
た
相
手
の
名
前
か
ら
添
え
名
を

得
た
こ
と
で
彼
ら
が
偉
大
だ
と
い
う
な
ら
︑
陛
下
︹
ウ
ァ
レ
ン
ス
︺
は
保
護
し
て

や
っ
た
相
手
の
名
前
か
ら
添
え
名
を
得
る
点
で
︑
彼
ら
以
上
に
偉
大
な
の
で
は
な

い
で
す
か
﹂
︒

⑮

P
an.
L
at.
X
I(3).19.5.
ロ
ス
ト
ラ
︵
rostra
︶
と
は
本
来
船
嘴
を
意
味
す
る
が
︑

前
三
三
八
年
ア
ン
テ
ィ
ウ
ム
の
海
戦
で
捕
獲
し
た
敵
方
の
船
嘴
を
ロ
ー
マ
市
の
フ

ォ
ル
ム
に
飾
っ
た
こ
と
か
ら
︑
演
壇
の
こ
と
を
ロ
ス
ト
ラ
と
呼
ん
だ
︒

⑯

C
laud.D
e
B
ello
G
etico
124-53.﹁
デ
キ
ウ
ス
の
指
揮
と
︑
い
か
な
る
過
ち

に
も
貫
か
れ
ぬ
︑
賄
賂
に
も
武
器
に
も
屈
せ
ぬ
フ
ァ
ブ
リ
キ
ウ
ス
の
武
勇
の
後
︑

二
度
の
損
傷
に
よ
っ
て
既
に
疲
労
し
て
い
た
ピ
ュ
ッ
ロ
ス
を
ク
リ
ウ
ス
が
撃
退
し

た
︒
ス
テ
ィ
リ
コ
一
人
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
業
績
が
い
か
に
よ
り
偉
大
で

あ
る
か
︑
わ
か
ろ
う
と
い
う
も
の
︒
こ
の
方
が
服
従
さ
せ
た
の
は
強
壮
な
種
族
︑

凶
暴
な
熊
座
が
雪
多
い
地
方
で
養
う
種
族
だ
︑
エ
ペ
イ
ロ
ス
が
育
て
る
よ
う
な

カ
ー
オ
ネ
ス
族
や
モ
ロ
ッ
ソ
イ
族
で
は
な
く
︑
予
言
の
オ
ー
ク
を
無
益
に
も
誇
る

ド
ド
ー
ネ
の
一
団
で
も
な
い
︒
稲
妻
の
ご
と
き
ポ
エ
ニ
人
は
ど
う
か
︒
ま
ず
フ
ァ

ビ
ウ
ス
が
の
ろ
い
努
力
に
よ
っ
て
抑
止
し
︑
次
に
大
胆
な
マ
ル
ケ
ッ
ル
ス
が
開
け

た
平
原
で
敗
北
を
教
え
︑
三
度
目
に
し
て
よ
う
や
く
ス
キ
ピ
オ
の
武
勇
が
ラ
テ
ィ

ウ
ム
の
海
岸
で
退
け
た
︒
だ
が
︑
今
回
の
外
敵
に
い
た
っ
て
は
︑
ス
テ
ィ
リ
コ
一

人
が
策
略
を
も
っ
て
将
軍
三
人
分
の
務
め
を
果
た
し
た
の
だ
︒
敵
の
憤
激
を
遅
延

に
よ
っ
て
萎
え
さ
せ
︑
そ
の
手
で
打
ち
負
か
し
︑
敗
者
と
し
て
追
放
し
た
︒
し
か

も
こ
れ
ほ
ど
の
功
績
が
短
期
間
に
達
成
さ
れ
た
﹂
︒

⑰

Synesius
D
e
R
egno
20.
シ
ュ
ネ
シ
オ
ス
は
こ
こ
で
ゴ
ー
ト
族
の
兵
士
を

ロ
ー
マ
帝
国
軍
か
ら
追
放
す
る
こ
と
を
皇
帝
ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
に
求
め
て
い
る
︒

ホ
メ
ロ
ス
の
引
用
は
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
第
一
七
歌
四
八
七
行
よ
り
︒

⑱

M
.
S.
W
illiam
s,
A
uthorised
L
ives
in
E
arly
C
hristian
B
iography:

B
etw
een
E
usebius
and
A
ugustine,
C
am
bridge,2008.

⑲

R
.
F
low
er,
op.
cit.

⑳

C
IL
V
I.1710.A
lan
C
am
eron,C
laudian,p.404;C
.W
are,op.
cit.,pp.

1,18
も
参
照
︒

㉑

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
岡
道
男
・
高
橋
宏
幸
訳
︑
西
洋
古
典
叢

書
︑
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
〇
一
年
︑
高
橋
宏
幸
に
よ
る
﹁
解
説
﹂
中
の

六
三
一
頁
参
照
︒

㉒

C
.
W
are,
op.
cit.

㉓

A
.
W
allace-H
adrill,
‘T
he
G
olden
A
ge
and
Sin
in
A
ugustan

Ideology’,in
R
.O
sborne
(ed.),Studies
in
A
ncient
G
reek
and
R
om
an

Society,
C
am
bridge,2004,
p.162.

㉔

ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
﹃
ア
エ
ネ
イ
ス
﹄
中
︑
第
六
歌
の
ア
ン
キ
セ
ス
の
啓
示

︵
V
I.756-853
︶
や
第
八
歌
の
ア
エ
ネ
ア
ス
の
盾
の
描
写
︵
V
III.626-728
︶
が
︑

こ
う
し
た
英
雄
の
系
譜
と
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
と
の
関
連
を
強
く
想
起
さ
せ
る
箇
所

で
あ
る
︒
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㉕

A
.W
allace-H
adrill,op.cit.,pp.165,168-72
は
︑
既
に
帝
政
初
期
の
時
点

で
︑
黄
金
時
代
の
回
帰
と
い
う
神
話
に
は
︑
全
ロ
ー
マ
人
に
皇
帝
の
人
格
へ
の
従

属
を
要
請
す
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
機
能
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
︒

㉖

井
上
文
則
﹁
大
帝
国
統
治
と
教
養
：
一
官
僚
の
み
た
ロ
ー
マ
帝
国
﹂
︵
南
川
高

志
編
﹃
知
と
学
び
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
：
人
文
学
・
人
文
主
義
の
歴
史
的
展
開
﹄
ミ

ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
〇
七
年
︑
一
三
～
三
五
頁
︶
︒

む

す

び

最
後
に
︑
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
文
人
た
ち
の
活
動
を
後
期
ロ
ー
マ
帝
国
と
い
う
時
代
背
景
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
︑
結
論
に

代
え
た
い
︒
﹁
ム
ー
サ
に
仕
え
る
輩
た
ち
﹂
の
移
動
と
交
流
は
ま
さ
に
全
帝
国
規
模
に
及
ぶ
も
の
で
あ
り
︑
ロ
ー
マ
帝
国
の
﹁
学
び
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
﹂
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
後
期
ロ
ー
マ
帝
国

と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
知
識
人
や
学
生
た
ち
の
移
動
の
安
全
が
ロ
ー
マ
帝
国
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
た
と
い

う
だ
け
の
次
元
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
中
央
集
権
化
が
進
み
官
僚
機
構
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
後
期
ロ
ー
マ
で
は
︑
こ
の
新
し
い
国
家
機
構
と
密

接
に
結
び
つ
い
た
新
し
い
貴
族
層
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
︒
帝
国
の
官
僚
組
織
の
中
で
ポ
ス
ト
を
得
る
こ
と
の
で
き
た
人
間
が
︑
こ
の
新
し

い
帝
国
貴
族
層
に
入
り
上
層
身
分
と
し
て
特
権
を
与
え
ら
れ
た
︒
教
養
エ
リ
ー
ト
層
は
潜
在
的
に
こ
う
し
た
ポ
ス
ト
を
埋
め
る
官
僚
予
備
軍
で

あ
る
た
め
︑
彼
ら
の
移
動
と
交
流
は
後
期
ロ
ー
マ
の
体
制
に
よ
っ
て
促
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
こ
う
し
て
出
現
し
た
新
し
い
帝
国
貴
族

層
は
皇
帝
権
力
と
結
び
つ
い
て
い
た
︒
帝
政
後
期
の
国
家
機
構
は
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
を
形
成
し
て
お
り
︑

こ
の
体
制
の
中
で
は
あ
る
人
物
の
地
位
は
皇
帝
と
の
距
離
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
エ
リ
ー
ト
の
地
位
は
皇
帝
の
権
威
と
恩
寵
に

よ
り
強
く
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
︒
教
養
エ
リ
ー
ト
層
も
こ
の
体
制
の
中
で
地
位
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
威
信
を
維
持
・
増
進
し
よ
う

と
す
る
以
上
︑
帝
政
後
期
の
帝
国
体
制
を
結
局
は
支
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
︒
両
者
の
関
係
は
相
互
補
完
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
︒

加
え
て
︑
第
二
章
で
述
べ
た
と
お
り
︑
当
時
の
知
識
人
は
帝
国
の
権
力
と
対
峙
し
そ
れ
を
上
手
く
操
作
す
る
こ
と
に
関
心
を
向
け
て
い
る
︒

逆
に
い
え
ば
︑
対
峙
す
る
相
手
で
あ
る
ロ
ー
マ
帝
国
の
権
威
・
権
力
が
存
在
す
る
こ
と
は
前
提
だ
っ
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
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で
き
な
か
っ
た
︒
彼
ら
の
地
位
も
帝
国
と
の
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
む
し
ろ
︑
相
手
の
権
力
が
強
力
で
あ
る
か
ら
こ

そ
︑
そ
れ
を
御
す
る
こ
と
が
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
教
養
の
力
を
も
っ
て
帝
国
と
対
峙
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
︑

彼
ら
は
帝
国
社
会
に
お
け
る
自
分
の
地
位
と
威
信
を
維
持
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
﹁
ム
ー
サ
に
仕
え
る
輩
﹂
と
し
て
の
矜
持
も
︑

帝
国
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
こ
そ
意
味
を
有
す
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
︒

全
体
的
に
見
て
︑
帝
政
後
期
の
知
識
人
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
存
在
を
自
明
視
し
て
い
た
と
い
え
る
︒
特
に
皇
帝
に
対
す
る
称
賛
の
辞
に
お
い
て

は
︑
ロ
ー
マ
の
再
生
と
永
遠
に
対
す
る
信
念
が
繰
り
返
し
表
明
さ
れ
て
い
る
点
が
目
立
つ
︒
あ
た
か
も
何
も
変
化
が
起
き
て
い
な
い
か
の
よ
う

に
︑
言
説
の
中
の
ロ
ー
マ
帝
国
は
遠
い
過
去
の
栄
光
あ
る
勝
利
と
偉
大
な
る
指
導
者
の
下
で
の
再
生
を
再
現
し
続
け
る
︒
そ
の
た
め
︑
自
分
た

ち
の
住
む
世
界
が
矛
盾
や
危
機
に
直
面
し
て
い
る
と
い
っ
た
意
識
は
︑
四
世
紀
の
資
料
か
ら
は
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
以
後
の
ロ
ー

マ
帝
国
が
た
ど
っ
た
運
命
を
知
っ
て
い
る
後
代
の
人
間
か
ら
す
れ
ば
奇
妙
に
思
え
る
が
︑
同
時
代
の
知
識
人
の
間
に
衰
退
や
没
落
の
可
能
性
に

つ
い
て
真
剣
に
考
慮
す
る
よ
う
な
態
度
は
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
強
調
し
て
よ
い
︒
こ
れ
が
彼
ら
に
危
機
感
が
本

当
に
欠
如
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
か
︑
そ
れ
と
も
危
機
感
を
表
明
す
る
こ
と
自
体
を
当
時
の
教
養
文
化
が
許
さ
な
い
の
か
は
︑
判
断
が
難
し

い
︒
だ
が
資
料
を
読
む
限
り
︑
彼
ら
の
態
度
は
お
お
む
ね
楽
観
的
で
あ
り
︑
現
状
を
肯
定
す
る
よ
う
な
性
格
が
き
わ
め
て
強
い
と
結
論
し
て
よ

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

﹁
ム
ー
サ
に
仕
え
る
輩
た
ち
﹂
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ロ
ー
マ
帝
国
中
に
広
が
る
広
大
な
も
の
だ
っ
た
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
後
期
ロ
ー
マ
帝
国

の
国
家
体
制
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
深
く
関
連
し
︑
相
互
に
支
え
合
う
性
格
の
も
の
だ
っ
た
︒
そ
の
反
面
︑
ロ
ー
マ
帝
国
の
存
在
そ
の
も
の
が
課

す
枠
組
み
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
彼
ら
は
︑
個
々
の
政
策
や
現

状
に
不
満
を
表
明
す
る
こ
と
こ
そ
あ
れ
︑
自
ら
も
そ
の
内
に
取
り
込
ま
れ
か
つ
再
生
産
の
過
程
に
与
っ
て
い
る
帝
国
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
自
体
は

否
定
し
な
い
︒
残
さ
れ
た
量
の
多
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
帝
政
後
期
の
文
人
た
ち
の
弁
論
や
詩
が
既
存
の
様
式
の
反
復
を
克
服
す
る
よ
う
な
独

創
性
や
創
造
性
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
原
因
の
一
端
は
︑
こ
の
帝
国
体
制
と
の
結
び
つ
き
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
後

42 ( 42 )



期
ロ
ー
マ
時
代
の
﹁
学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
は
倦
ん
だ
世
界
の
中
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
︑
五
世
紀
以
後
の
歴
史
の
経
過
を
考

え
る
と
︑
後
期
ロ
ー
マ
の
﹁
学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
が
ロ
ー
マ
帝
国
の
衰
退
や
没
落
を
阻
止
す
る
の
に
役
に
立
っ
た
と
は
ま
っ
た
く
思
わ
れ

な
い
し
︑
根
本
的
な
変
化
を
促
す
に
は
﹁
学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
自
体
が
既
存
の
帝
国
・
皇
帝
体
制
と
一
体
化
し
す
ぎ
て
い
た
と
い
う
べ
き

で
は
な
い
か
︒
﹁
学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
︑
亡
び
が
回
避
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
た
し
か
に
後
期
ロ
ー

マ
帝
国
は
何
も
か
も
が
悪
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
国
家
で
は
な
い
︒
だ
が
そ
れ
は
何
の
問
題
も
抱
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

は
な
い
︒
帝
国
を
支
え
る
仕
組
み
自
体
が
ど
の
よ
う
な
作
用
を
帝
国
に
も
た
ら
す
の
か
︑
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

︵
龍
谷
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
︶

「ムーサに仕える輩たち」と後期ローマ帝国（西村）
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ʻFellow Servants of the Musesʼ in the Later Roman Empire :

Litterati and Empire

by

NISHIMURA Masahiro

This article deals with the relationship between literary culture and the

Roman Empire in the fourth century in terms of the concept ʻNetworks of

Learningʼ.

The late Roman elites enjoyed a common literary culture based upon love

and veneration of the Muses fostered through a shared education in classical

literature. Though a privileged minority group in the whole population, this

educated class, called the ʻfellow servants of the Musesʼ by Peter Brown in

his Power and Persuasion in Late Antiquity, maintained a network of

interactions and communications extending throughout the empire through

which they moved, built careers as teachers and administrators and

exchanged information and cooperated with each other through letter-

writing. The later Roman Empire is characterised by the development of

bureaucracy, and it was the literary elites who occupied the posts created in

the later Roman bureaucracy. Because they moved throughout the empire in

pursuit of these posts, the empire-wide itinerancy and interrelationship of

educated elite was supported by the institutional development of the later

empire and the prestige and benefits accrued from advancement within the

bureaucratic organisation. Literary culture and networks of the educated

class were sustained by and closely connected with the imperial system.

Literary culture in the later Roman Empire played an important role in

confronting imperial power. As P. Brown pointed out in the above-

mentioned book, the rhetorical education of the day was regarded as

fostering self-restraint and decorum befitting of social elites, integrating local

elites and imperial officials as educated men sharing the same cultural code

and thus imposing restrictions on the exercise of imperial power. It was

necessary for the smooth running of the vast empire to abide by a mode of

behaviour moulded by literary culture that helped to earn the consent to

govern and cooperation from local elites. Conversely, the sharing of culture
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tied the educated elites to the later Roman Empire. The belief itself that

education could control and manipulate imperial power constituted a part of

the mechanism of government and the mentality of educated men was

heavily influenced by the existence of the empire.

The close connection between literary culture and empire is also

suggested from the image of emperor portrayed by men of letters in

panegyrical literature. Delivery of an encomium for an emperor occupies an

important place in later Roman political culture and the careers of literate

elites. The description of emperors expressed in panegyrical sources has a

remarkable feature. An emperor is compared with heroes and leaders who

appeared in myth and history and is always depicted as equal with or even

surpassing them. In this kind of narrative, an emperor is portrayed as the

one who re-enacts the victory and glory of the past in the Roman world of

the present. As a result, it generates a sense of continuity between the

glorious past and the current Roman Empire. The emperor serves as the

nodal point of the past and present for the empire, and thus the Roman

Empire is considered restored to the ʻgolden ageʼ and the prosperity it

experienced in the past brought back. Such a discourse guarantees the

existence of empire and the values of the educated class and creates unity

and stability among those living within the empire. At the same time, on the

ideological level, the role that the emperor must play and the mission the

empire must fulfill assume greater importance. The later empire was a

period which saw an intensification of concern and consciousness towards

the imperial system. The litterati, while praising the imperial deeds and

virtues, reproduced not only the values and the ʻNetworks of Learningʼ to

which they belonged but also the power and authority of the Roman

imperial system within whose framework they lived and acted.

The ʻfellow servants of the Musesʼ were inextricably linked in a reciprocal

relationship with the power and state structure of the empire in the fourth

century. Therefore, the ʻNetworks of Learningʼ in the later Roman society

has to be understood in the context of Roman imperial system and ideology.

The attitudes of the literate class tended to be affirmative towards the

empire, and the discourse of the sources in the fourth century is

characterised by the absence of a sense of ʻdecline and fallʼ. The literary

culture of the day took for granted that imperial authority would continue to

exist and it participated in its reproduction. The network of educated men

was as vast as the Mediterranean world, but its strong association with the

imperial system made it impossible to diverge from the framework the
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empire itself had set up.

The Chief Causes of the Appearance of the Collective Commentaries

on the Four Books during the Southern Song :

The Transmission of Teachings and Publishing Culture

by

TANAKA Hideki

This article discusses factors concerning the question of why the

Collective Commentaries on the Four Books 四書疏釈書 appeared during the

Southern Song. These commentaries provided further explanations of Zhu Xiʼ

s commentaries on the Four Books, the Sishu zhangju jizhu 四書章句集注.

Collective Commentaries were published one after another, influencing not

only Chinese but all East Asian, Confucian cultures both academically and

ideologically.

The first section focuses on understanding the characteristics of the

Collective Commentaries in the context of annotation history in the Song

dynasty. As is widely recognized, commentaries on the Classics during this

period put more emphasis on understanding the overall message（yili 義理）

rather than providing a word-by-word interpretation（xungu 訓詁）, and

these were also called yili xue 義理学. As they took the discursive forms

such as treatises（lunwen 論文）, letters（shuxin 書信）, analects（yulu 語録）,

lectures（jiangyi 講義）, they were also called discussion（yilun 議論）

studies. These are chiefly records in a colloquial form of dialogues between

masters and disciples and the contents of lectures, and many were

commentaries intended to refute the arguments of opponents. The contents

depended on coincidental factors associated with venue of the dialogue or

lecture such as the academic needs of the disciples or the identities of those

in the audience. Their contents were often debates regarding the value of

the Mengzi or political disputes over the thought of Wang Anshi 王安石. The

interpretation of the Classics itself was still secondary as the purpose was to

refute political enemies or opponents in debate. A common characteristic of

these Song “discussion studies” was the deft utilization of many words to

logically persuade readers so they would thoroughly understand the authorʼs
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