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【
要
約
】

ロ
ー
マ
帝
政
前
期
の
属
州
都
市
に
お
い
て
︑
公
共
建
築
物
の
造
営
な
ど
の
公
的
事
業
は
︑
し
ば
し
ば
富
裕
な
都
市
有
力
者
の
私
費
に
よ
っ
て
賄

わ
れ
た
が
︑
本
稿
が
対
象
と
す
る
小
ア
ジ
ア
の
ギ
リ
シ
ア
都
市
は
そ
の
慣
行
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
一
方
で
︑
紀
元
二
世
紀
を
通
し
て
︑
主
た
る
事
業
が
建

築
物
の
建
設
か
ら
祝
祭
の
開
催
に
移
行
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
先
行
研
究
は
︑
か
か
る
現
象
に
対
し
て
︑
都
市
有
力
者
の
視
点
を
重
視
し
て
き
た
が
︑

本
稿
で
は
︑
公
共
建
築
物
と
祝
祭
を
都
市
に
対
し
て
文
化
的
の
み
な
ら
ず
︑
経
済
的
な
価
値
を
供
給
す
る
文
化
資
本
と
み
る
こ
と
で
︑
受
益
者
た
る
都
市

社
会
に
と
っ
て
の
両
者
の
意
義
に
迫
る
︒
都
市
に
と
っ
て
︑
両
者
は
二
項
対
立
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
商
人
の
場
所
代
と
し
て
公
的
収
入
を
も
た
ら
す
建

築
物
︑
お
よ
び
市
場
を
目
的
と
す
る
商
人
を
引
き
つ
け
る
祝
祭
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
初
め
て
︑
都
市
の
経
済
的
活
況
と
い
う
持
続
的
価
値
が
生
じ
る
こ
と

と
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
経
済
的
価
値
は
︑
ギ
リ
シ
ア
都
市
と
し
て
の
名
誉
に
関
わ
る
文
化
的
価
値
を
も
相
補
的
に
高
め
て
い
た
の
で
あ
る
︒

史
林

一
〇
二
巻
四
号

二
〇
一
九
年
七
月

は

じ

め

に

﹁
平
和
な
時
代
﹂
と
形
容
さ
れ
る
ロ
ー
マ
帝
政
前
期
の
属
州
に
点
在
す
る
都
市
は
概
ね
自
治
を
享
受
し
︑
依
然
︑
人
々
の
生
活
の
基
盤
で
あ

っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
都
市
社
会
の
維
持
︑
発
展
に
関
わ
る
公
的
事
業
︑
例
え
ば
︑
食
料
供
給
︑
金
銭
の
分
配
︑
公
共
建
築
物
の
造
営
︑
そ
し
て

祝
祭
の
開
催
な
ど
は
︑
現
代
と
は
異
な
り
都
市
の
公
的
財
政
が
脆
弱
で
あ
っ
た
た
め
︑
し
ば
し
ば
富
裕
な
都
市
有
力
者
の
私
費
に
基
づ
く
恵
与
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に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
︒
こ
う
し
た
状
況
は
︑
い
わ
ゆ
る
エ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
テ
ィ
ス
ム
︵
恵
与
慣
行
︶
と
し
て
︑
古
代
社
会
を
眺
め
る
上
で
重

要
な
視
角
と
な
っ
て
い
る①
︒

属
州
の
中
で
も
︑
ロ
ー
マ
支
配
以
前
か
ら
都
市
社
会
の
基
盤
が
確
立
し
て
い
た
ギ
リ
シ
ア
世
界
︑
特
に
小
ア
ジ
ア
︵
現
在
の
ト
ル
コ
︶
の
ギ

リ
シ
ア
都
市
は
右
記
の
恵
与
慣
行
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
地
域
の
一
つ
で
あ
っ
た②
︒
近
年
︑
紀
元
二
世
紀
を
ピ
ー
ク
と
し
て
増
大
し
︑
三
世
紀
ま

で
存
続
し
た
こ
の
恵
与
行
為
の
意
義
を
検
討
し
た
Ａ
・
ツ
ァ
ウ
ダ
ー
フ
ク
に
よ
れ
ば
︑
社
会
的
流
動
性
の
高
さ
に
起
因
し
て
︑
都
市
内
部
の
階

層
化
︑
寡
頭
化
が
進
行
す
る
中
︑
有
力
者
の
恵
与
行
為
は
彼
ら
の
地
位
の
正
当
化
︑
固
定
化
に
寄
与
し
て
い
た
と
い
う③
︒
こ
の
よ
う
に
従
来
の

研
究
で
は
︑
資
金
を
拠
出
す
る
有
力
者
に
と
っ
て
の
恵
与
の
意
義
に
専
ら
焦
点
が
当
て
ら
れ
︑
恵
与
行
為
は
有
力
者
自
身
の
名
誉
︑
ひ
い
て
は

そ
れ
に
基
づ
く
都
市
の
寡
頭
的
支
配
に
資
す
る
︑
い
わ
ば
政
治
的
な
ツ
ー
ル
と
し
て
の
評
価
を
与
え
ら
れ
て
き
た
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
ツ
ァ
ウ
ダ
ー
フ
ク
自
身
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
有
力
者
に
よ
る
恵
与
に
お
け
る
経
済
的
重
要
性
は
従
来
想
定
さ
れ
て
き
た

ほ
ど
大
き
く
は
な
く
︑
公
的
財
政
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
賄
わ
れ
て
い
た
こ
と
︑
ま
た
︑
恵
与
に
際
し
て
民
会
と
い
っ
た
都
市
の
公
的
組
織
と
の

交
渉
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば④
︑
恵
与
に
お
い
て
そ
の
受
け
手
で
あ
る
都
市
共
同
体
は
︑
有
力
者
に
対
し
て
決
し
て
受
動
的

で
は
な
く
︑
あ
る
程
度
主
体
性
を
も
っ
て
向
き
あ
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
︒
ツ
ァ
ウ
ダ
ー
フ
ク
を
含
む
先
行
研
究
で
は
︑
か
か
る
点
に

つ
い
て
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
︒
近
年
︑
Ｏ
・
Ｍ
・
フ
ァ
ン
・
ナ
イ
フ
が
﹁
エ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
テ
ィ
ス
ム
の
神
話
m
yth
of

euergetism
﹂
を
指
摘
す
る
よ
う
に⑤
︑
恵
与
に
関
連
す
る
碑
文
に
は
︑
有
力
者
の
恩
恵
が
い
か
に
重
要
か
を
強
調
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
が
用
い
ら

れ
︑
不
都
合
な
現
実
が
覆
い
隠
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒
こ
の
指
摘
を
念
頭
に
置
け
ば
︑
有
力
者
と
い
う
単
一
の
視
点
で
描
か
れ
る
小
ア

ジ
ア
都
市
社
会
像
を
相
対
化
す
る
た
め
に
も
︑
都
市
共
同
体
を
基
軸
と
す
る
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

小
ア
ジ
ア
の
ギ
リ
シ
ア
都
市
で
増
大
し
た
恵
与
で
あ
る
が
︑
中
で
も
︑
二
世
紀
を
通
し
て
恵
与
全
体
の
う
ち
多
数
を
占
め
る
も
の
が
公
共
建

築
物
か
ら
祝
祭
へ
と
緩
や
か
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る⑥
︒
こ
の
変
化
は
︑
都
市
に
と
っ
て
の
恵
与
の
意
義
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ

て
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
︑
と
筆
者
は
考
え
る
︒
と
い
う
の
も
︑
公
共
建
築
物
と
祝
祭
は
︑
金
銭
の
分
配
や
食
料
の
供
給
な
ど
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と
は
異
な
り
︑
都
市
に
と
っ
て
の
あ
る
種
の
﹁
文
化
資
本
﹂
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
︒

こ
こ
で
言
う
﹁
文
化
資
本
﹂
と
は
︑
Ｐ
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
唱
え
た
そ
れ
で
は
な
く
︑
文
化
を
経
済
学
的
に
分
析
す
る
︑
い
わ
ゆ
る
文
化
経
済

学
に
て
用
い
ら
れ
る
考
え
方
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
ブ
ル
デ
ュ
ー
が
考
え
る
文
化
資
本
は
︑
身
体
化
さ
れ
た
個
人
的
気
質
と
し
て
想
定
さ
れ
る

の
に
対
し
て
︑
文
化
経
済
学
で
は
︑
文
化
資
本
を
﹁
経
済
的
価
値
に
加
え
︑
文
化
的
価
値
を
具
体
化
し
︑
蓄
積
し
︑
供
給
す
る
資
産
﹂
と
し
て

定
義
す
る⑦
︒
こ
れ
は
現
代
の
学
問
分
野
に
お
け
る
分
析
概
念
で
あ
り
︑
確
か
に
古
代
に
は
か
か
る
概
念
そ
の
も
の
や
そ
れ
を
指
す
言
葉
は
存
在

し
な
か
っ
た
も
の
の
︑
少
な
く
と
も
ロ
ー
マ
帝
国
統
治
下
の
小
ア
ジ
ア
に
お
い
て
︑
建
築
物
と
祝
祭
は
恵
与
の
中
で
最
も
高
額
で
あ
っ
た
こ
と⑧
︑

そ
し
て
と
り
わ
け
両
恵
与
は
都
市
の
名
誉
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と⑨
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
︑
こ
れ
ら
は
人
々
に
よ
っ
て
管
理

さ
れ
続
け
る
限
り
︑
都
市
社
会
に
経
済
的
︑
お
よ
び
文
化
的
利
益
を
も
た
ら
し
た
︑
他
の
恵
与
と
は
一
線
を
画
す
る
文
化
資
本
と
し
て
想
定
す

る
こ
と
が
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

前
述
の
ツ
ァ
ウ
ダ
ー
フ
ク
は
︑
恵
与
の
内
容
の
差
異
に
留
意
し
つ
つ
も
︑
盛
期
帝
国
下
の
小
ア
ジ
ア
を
恵
与
が
増
大
し
た
時
代
と
し
て
一
括

り
に
し
︑
恵
与
を
施
す
有
力
者
に
と
っ
て
の
意
義
を
解
明
し
た
︒
本
稿
で
は
︑
ツ
ァ
ウ
ダ
ー
フ
ク
の
よ
う
に
何
か
を
共
同
体
に
﹁
与
え
る
﹂
行

為
︑
お
よ
び
そ
の
主
体
に
主
眼
を
置
く
先
行
研
究
に
対
し
て
︑
都
市
に
経
済
的
︑
文
化
的
価
値
を
も
た
ら
す
﹁
文
化
資
本
﹂
と
い
う
視
点
を
設

定
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
か
ら
漏
れ
落
ち
て
き
た
︑
受
益
者
と
し
て
の
都
市
社
会
に
と
っ
て
の
恵
与
の
意
義
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す

る
こ
と
を
試
み
る
︒

か
つ
て
︑
帝
政
後
期
に
か
け
て
税
金
の
補
塡
や
共
同
体
へ
の
恵
与
を
強
い
ら
れ
た
都
市
有
力
者
層
が
経
済
的
に
窮
乏
し
金
銭
の
拠
出
を
忌
避

す
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
︑
彼
ら
の
恵
与
に
依
拠
し
て
い
た
都
市
は
次
第
に
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
た
︑
と
い
う
像
が
描
か
れ
て
き
た
が
︑
か

か
る
見
解
も
ま
た
都
市
社
会
に
お
け
る
有
力
者
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
前
提
と
し
て
い
る⑩
︒
都
市
有
力
者
の
影
響
力
を
相
対
化
す
る
動
向
を
受

け
て
︑
改
め
て
都
市
側
の
視
点
か
ら
帝
政
前
期
の
小
ア
ジ
ア
都
市
社
会
を
見
渡
す
こ
と
を
試
み
る
本
稿
は
︑
ロ
ー
マ
帝
国
下
の
都
市
社
会
の
動

態
に
つ
い
て
も
新
た
な
視
座
を
提
供
す
る
も
の
と
な
ろ
う
︒

ローマ帝政前期小アジアにおける文化資本（増永）
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※
史
料
や
欧
語
文
献
の
略
称
は
︑
S.
H
ornblow
er
and
A
.
Spaw
forth
(ed.),

T
he
O
xford
C
lassical
D
ictionary
4th
ed.,O
xford,2012︑
お
よ
び
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
L
’année
philologique
(http://w
w
w
.annee-philologique.com
/)
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
原
則
と
し
て
従
っ
た
︒
ま
た
︑
註
に
お
い
て
複
数
回
言

及
さ
れ
る
文
献
は
︑
初
出
の
も
の
に
限
り
そ
の
書
誌
情
報
を
す
べ
て
表
記
す
る
が
︑

そ
れ
以
降
に
つ
い
て
は
︻
著
者
名
︵
出
版
年
︶︑
ペ
ー
ジ
数
︼
と
い
う
形
式
で
記

す
︒

①

P.
V
eyne,
L
e
pain
et
le
cirque:
sociologie
historique
d’un
plural-

ism
e
politique,
Paris,1976.

②

本
稿
で
言
う
﹁
小
ア
ジ
ア
の
ギ
リ
シ
ア
都
市
﹂
は
︑
基
本
的
に
ア
ナ
ト
リ
ア
半

島
西
半
の
都
市
を
指
し
︑
都
市
化
の
進
展
が
遅
れ
て
い
た
ガ
ラ
テ
ィ
ア
や
カ
ッ
パ

ド
キ
ア
な
ど
の
内
陸
部
は
除
く
こ
と
と
す
る
︒

③

A
.Zuiderhoek,T
he
P
olitics
of
M
unificence
in
the
R
om
an
E
m
pire:

C
itizens,
E
lites
and
B
enefactors
in
A
sia
M
inor,
C
am
bridge,2009.

④

Zuiderhoek
(2009),37-52
;
Id.,“C
ontrolling
U
rban
Public
Space
in

R
om
an
A
sia
M
inor”,
in
T
.
B
ekker-N
ielsen
(ed.),
Space,
P
lace
and

Identity
in
N
orthern
A
natolia,
Stuttgart,2014,103-107.

⑤

O
.
M
.
van
N
ijf,“Inscriptions
and
C
ivic
M
em
ory
in
the
R
om
an

E
ast”,in
A
.C
ooley
(ed.),T
he
A
fterlife
of
Inscriptions,London,2000,

26.

⑥

S.
M
itchell,
“F
estivals,
G
am
es,
and
C
ivic
Life
in
R
om
an
A
sia

M
inor”,
JR
S
80
(1990),189f.

⑦

Ｄ
・
ス
ロ
ス
ビ
ー
︵
中
谷
武
雄
︑
後
藤
和
子
訳
︶﹃
文
化
経
済
学
入
門

創

造
性
の
探
究
か
ら
都
市
再
生
ま
で
﹄
日
本
経
済
新
聞
社
︑
二
〇
〇
二
年
︑
八
一
頁
︒

cf.
P.
B
ourdieu,“T
he
F
orm
s
of
C
apital”,
in
J.
G
.
R
ichardson
(ed.),

H
andbook
of
T
heory
and
R
esearch
in
the
Sociology
of
E
ducation,

N
ew
Y
ork,1986,241-258.

⑧

Zuiderhoek
(2009),38f.
は
︑
都
市
に
お
け
る
公
的
な
支
出
の
中
で
︑
建
築

物
の
造
営
と
祝
祭
の
開
催
を
最
も
高
額
な
項
目
と
し
て
見
積
も
っ
て
い
る
︒
た
だ

し
︑
当
時
の
史
料
に
表
さ
れ
る
数
値
を
も
と
に
し
た
議
論
に
は
︑
そ
の
正
確
さ
と

い
う
点
で
一
定
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
常
に
念
頭
に
置
く
べ
き
で
あ
る
︒

⑨

D
io
C
hrys.
O
r.
X
L.10.

⑩

例
え
ば
︑
F
.F
.A
bbott
and
A
.C
.Johnson,M
unicipal
A
dm
inistration

in
the
R
om
an
E
m
pire,Princeton,1926,197-231;弓
削
達
﹁
後
期
ロ
ー
マ

帝
国
に
お
け
る
都
市
の
構
造
的
変
質
﹂﹃
古
代
史
講
座
一
〇

世
界
帝
国
の
諸
問

題
﹄
学
生
社
︑
一
九
六
七
年
︑
二
九
一

三
〇
六
頁
︑
弓
削
達
﹃
地
中
海
世
界
と

ロ
ー
マ
帝
国
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
七
七
年
︑
三
三
〇

三
三
四
頁
な
ど
︒
た
だ
し

近
年
で
は
︑
新
保
良
明
﹃
古
代
ロ
ー
マ
の
帝
国
官
僚
と
行
政

小
さ
な
政
府
と

都
市
﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
六
年
の
よ
う
に
︑
都
市
に
お
け
る
富
裕
者
層

の
経
済
的
困
窮
を
見
直
す
研
究
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
都
市
側
の

観
点
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒

第
一
章

先
行
研
究
と
問
題
の
所
在

本
章
で
は
︑
ま
ず
小
ア
ジ
ア
に
お
け
る
恵
与
の
変
遷
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
を
概
観
し
︑
従
来
の
研
究
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
後
︑
本
稿
が
取

り
組
む
べ
き
考
察
課
題
を
設
定
す
る
︒﹁
は
じ
め
に
﹂
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
小
ア
ジ
ア
の
恵
与
慣
行
に
お
い
て
は
公
共
建
築
物
か
ら
祝
祭
へ
の
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緩
や
か
な
変
化
が
起
こ
っ
た
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
説
が
提
示
さ
れ
て
き
た
︒

管
見
の
限
り
︑
か
か
る
変
化
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
︑
一
九
九
〇
年
代
に
入
っ
て
ロ
ー
マ
帝
政
期
小
ア
ジ
ア
に
関
す
る
総
括
的
研
究
を
進

め
た
Ｓ
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
で
あ
ろ
う
︒
彼
は
︑
二
世
紀
末
に
始
ま
る
セ
ウ
ェ
ル
ス
朝
ご
ろ
ま
で
に
︑
例
外
は
あ
る
も
の
の
︑
都
市
に
お
け
る
必
要

な
公
共
建
築
物
は
あ
ら
か
た
建
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
︑
新
し
い
も
の
を
造
営
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
︑
そ
し
て
︑
セ
ウ
ェ
ル
ス
朝
下
で
増
大
す

る
財
政
的
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
の
影
響
で
︑
恵
与
と
し
て
の
建
築
物
は
よ
り
安
価
な
祝
祭
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る①
︒
加
え

て
彼
は
︑
サ
サ
ン
朝
や
ゴ
ー
ト
人
の
脅
威
に
よ
っ
て
︑
防
衛
設
備
の
た
め
に
既
存
の
建
築
物
を
転
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
も
︑
建
築
物
の

衰
退
の
原
因
と
し
て
挙
げ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
以
上
の
説
は
︑
彼
自
身
も
認
め
る
通
り
︑
実
証
的
な
研
究
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
︒

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
︑
Ｃ
ｈ
・
コ
ッ
キ
ニ
ア
が
興
味
深
い
指
摘
を
行
っ
て
い
る②
︒
彼
女
は
︑
そ
れ
ま
で
の
建
築
物
か
ら
祝
祭
︵
競
技
祭
︶

へ
と
い
う
単
純
な
理
解
に
対
し
て
︑
二
世
紀
ま
で
の
建
築
物
の
隆
盛
は
単
な
る
流
行
で
し
か
な
く
︑
三
世
紀
も
規
模
を
縮
小
し
て
持
続
し
て
い

た
と
し
て
反
論
を
唱
え
る
︒
ま
ず
︑
建
築
物
も
祝
祭
も
と
も
に
高
額
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
︑
祝
祭
安
価
説
を
退
け
る
︒
そ
こ
で
彼
女
が
注

目
す
る
の
は
︑
こ
れ
ら
恵
与
に
対
す
る
ロ
ー
マ
中
央
当
局
の
態
度
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
こ
の
ロ
ー
マ
の
態
度
は
都
市
有
力
者
の
恵
与
の
選

択
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
一
般
に
︑
ロ
ー
マ
当
局
は
︑
祝
祭
よ
り
も
建
築
物
の
提
供
を
奨
励
し
た
と
考

え
ら
れ
て
き
た
が
︑
彼
女
に
よ
れ
ば
こ
れ
は
根
拠
を
欠
く
と
い
う
︒
彼
女
は
︑
ロ
ー
マ
側
に
は
祝
祭
の
中
に
︑
音
楽
︑
運
動
競
技
を
含
む
﹁
ギ

リ
シ
ア
風
競
技
﹂
と
﹁
剣
闘
士
競
技
m
unera﹂
の
区
別
が
あ
っ
た
と
し
︑
剣
闘
士
の
対
戦
価
格
に
関
す
る
元
老
院
決
議
が
二
世
紀
後
半
に
発

布
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
て③
︑
実
際
に
は
建
築
物
と
剣
闘
士
競
技
が
恵
与
と
し
て
競
合
し
て
い
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
︒

当
該
問
題
に
つ
い
て
︑
正
面
か
ら
よ
り
本
格
的
に
検
討
し
て
い
る
の
が
︑
Ｄ
・
ウ
ン
で
あ
る④
︒
彼
女
の
研
究
は
︑
建
築
物
の
造
営
は
︑
恵
与

者
の
存
命
中
に
完
成
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
︑
ま
た
︑
完
成
し
た
と
し
て
も
︑
後
代
に
修
復
を
行
う
人
が
元
々
の
恵
与
者
を
排
し
て
︑
名
誉
の
上

書
を
す
る
場
合
が
あ
っ
た
と
の
前
提
に
立
つ
︒
そ
の
上
で
︑
主
に
法
文
史
料
に
基
づ
き
な
が
ら
︑
建
築
物
は
名
誉
の
持
続
性
の
み
な
ら
ず
︑
経

済
的
持
続
性
を
も
欠
く
と
ウ
ン
は
指
摘
す
る
︒
一
方
︑
彼
女
の
分
析
に
よ
れ
ば
︑
祝
祭
の
方
が
経
済
的
に
も
は
る
か
に
継
続
的
に
開
催
さ
れ
え
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た
と
い
う
︒
結
果
と
し
て
彼
女
は
︑
都
市
有
力
者
の
記
憶
の
持
続
性
と
い
う
点
で
は
︑
建
築
物
よ
り
も
祝
祭
の
方
に
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が

人
々
の
間
で
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
た
結
果
︑
一
～
三
世
紀
の
間
︑
建
築
物
か
ら
祝
祭
へ
の
変
化
が
み
ら
れ
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
︒

本
邦
で
も
︑
小
ア
ジ
ア
で
は
な
い
が
︑
イ
タ
リ
ア
都
市
に
お
け
る
建
築
物
と
い
う
恵
与
の
変
遷
に
言
及
し
て
い
る
研
究
が
あ
る
︒
新
保
良
明

に
よ
れ
ば
︑
イ
タ
リ
ア
都
市
で
は
︑
紀
元
一
世
紀
に
生
じ
た
建
築
ブ
ー
ム
は
︑
次
の
世
紀
に
は
収
束
し
︑
代
わ
り
に
金
品
恵
与
が
増
大
し
た
と

い
う⑤
︒
そ
の
理
由
と
し
て
新
保
が
挙
げ
る
の
は
︑
新
築
の
た
め
の
用
地
不
足
説
︑
そ
し
て
不
特
定
多
数
へ
の
恵
与
を
無
意
味
と
み
な
す
有
力
者

の
心
性
変
化
説
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
要
因
は
小
ア
ジ
ア
で
も
適
用
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

以
下
で
は
︑
右
記
先
行
研
究
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
︒
ま
ず
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
祝
祭
安
価
説
だ
が
︑
こ
れ
は
コ
ッ
キ
ニ
ア
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
建
築
物
を
新
築
す
る
場
合
は
︑
も
ち
ろ
ん
有
力
者
が
資
金
を
す
べ
て
出
す
と
な
れ
ば
高
額
に
な
り
う
る
が
︑
相
対
的

に
安
い
装
飾
や
修
復
と
い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
︒
最
近
で
は
公
費
と
私
費
の
組
み
合
わ
せ
︑
つ
ま
り
︑
都
市
の
公
的
財
源
と
有
力
者
の
ポ
ケ
ッ

ト
マ
ネ
ー
の
合
同
出
資
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も⑥
︑
こ
の
祝
祭
安
価
説
が
有
力
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
︒

次
に
建
築
物
飽
和
説
に
つ
い
て
︒
確
か
に
新
し
い
建
物
に
つ
い
て
は
必
要
な
く
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
日
常
的
で
あ
れ
︑
小
ア
ジ

ア
で
多
発
し
た
地
震
の
際
で
あ
れ
︑
少
な
く
と
も
建
築
物
を
修
復
す
る
必
要
が
絶
え
ず
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る⑦
︒
後
述
す
る
よ
う
に
︑
実
際
︑
二

世
紀
初
め
の
都
市
の
中
に
は
︑
未
整
備
の
公
共
建
築
物
が
放
置
さ
れ
て
い
た
事
例
が
い
く
ら
か
確
認
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
建
築
物
の
恵
与
が
廃
れ

た
と
し
て
も
︑
祝
祭
は
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
り
︑
そ
う
な
れ
ば
︑
競
技
祭
が
開
催
さ
れ
る
競
技
場
や
劇
場
の
整
備
を
要
し
︑
そ
し
て
そ
の
際
︑

他
都
市
か
ら
人
が
多
数
や
っ
て
く
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
︑
そ
の
他
の
都
市
の
公
共
建
築
物
の
整
備
も
必
要
と
な
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
︒

あ
く
ま
で
︑
名
誉
獲
得
を
企
図
す
る
有
力
者
に
と
っ
て
︑
建
築
物
と
い
う
選
択
肢
が
飽
和
状
態
に
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
︑
コ
ッ
キ
ニ

ア
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
祝
祭
が
主
た
る
恵
与
と
な
っ
た
時
期
で
あ
っ
て
も
︑
都
市
は
絶
え
ず
建
築
物
の
整
備
を
配
慮
し
続
け
る
必
要
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
︒

防
衛
設
備
優
先
説
に
つ
い
て
で
あ
る
が
︑
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
祝
祭
ど
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
︑
こ
れ
を
も
っ
て
建
築
物
か
ら
祝
祭
へ
の
変
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化
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒

続
い
て
︑
コ
ッ
キ
ニ
ア
に
対
し
て
︒
従
来
の
単
純
な
図
式
を
批
判
し
て
い
る
点
は
魅
力
的
で
あ
る
が
︑
結
局
︑
建
築
物
と
剣
闘
士
競
技
の
競

合
に
つ
い
て
は
︑
と
り
わ
け
︑
一
七
七
年
に
出
さ
れ
た
剣
闘
士
の
対
戦
価
格
に
関
す
る
元
老
院
決
議
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
で
︑
剣
闘
士
競
技
に

関
す
る
経
済
的
コ
ス
ト
の
予
測
可
能
性
が
祝
祭
の
開
催
を
容
易
に
し
た
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
二
つ
の
恵
与
が
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
で
比

較
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
そ
れ
ゆ
え
に
︑
建
築
ブ
ー
ム
が
収
ま
っ
た
理
由
も
明
確
で
は
な
い
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
都
市
側
の
背
景
が
ほ

と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
で
︑
こ
の
点
も
追
究
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

最
新
の
ウ
ン
の
研
究
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
︒
建
築
物
造
営
に
お
け
る
﹁
片
約
pollicitatio⑧﹂
の
履
行
義
務
な
ど
に
関
し
て
︑
恵
与
を
受
容
す

る
都
市
側
の
視
点
が
取
り
入
れ
ら
れ
つ
つ
も
︑
依
然
︑
有
力
者
に
と
っ
て
の
恵
与
の
意
義
が
主
た
る
関
心
と
な
っ
て
お
り
︑
都
市
に
と
っ
て
の

恵
与
の
意
義
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
加
え
て
︑
彼
女
が
主
に
利
用
す
る
法
文
史
料
の
小
ア
ジ
ア
に
お
け
る
適
用
可
能
性

に
つ
い
て
は
慎
重
な
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒

最
後
に
︑
イ
タ
リ
ア
都
市
に
お
け
る
恵
与
の
変
遷
を
め
ぐ
る
新
保
の
主
張
が
は
た
し
て
小
ア
ジ
ア
で
も
妥
当
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
付
言
し

て
お
こ
う
︒
ま
ず
用
地
不
足
説
に
つ
い
て
は
︑
一
世
紀
か
ら
二
世
紀
初
頭
に
か
け
て
活
躍
し
た
弁
論
家
デ
ィ
オ
ン
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
が
︑

小
ア
ジ
ア
北
西
部
ビ
テ
ュ
ニ
ア
に
位
置
す
る
故
郷
プ
ル
サ
で
行
っ
た
建
築
物
に
よ
る
都
市
美
化
計
画
に
関
す
る
記
述
が
興
味
深
い
︒
デ
ィ
オ
ン

は
自
分
が
建
築
物
を
建
て
よ
う
と
す
る
と
き
︑
ほ
と
ん
ど
廃
墟
と
化
し
て
い
た
鍛
冶
屋
な
ど
を
取
り
壊
し
て
︑
そ
こ
に
新
た
に
建
て
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
が
︑
結
果
的
に
︑
古
き
良
き
建
物
を
破
壊
し
た
と
し
て
非
難
を
被
っ
た⑨
︒
こ
の
史
料
は
︑
建
築
物
造
営
に
お
け
る
用
地
不
足
を
伝

え
る
と
同
時
に
︑
非
難
は
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
現
実
的
に
は
そ
の
打
開
策
と
し
て
デ
ィ
オ
ン
が
既
存
の
古
く
な
っ
た
建
物
を
取
り
壊
し
て
︑

新
し
い
建
物
の
た
め
の
用
地
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
方
法
が
ど
れ
ほ
ど
流
布
し
︑
受
容
さ
れ
て
い
た
か
は
わ

か
ら
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
デ
ィ
オ
ン
は
︑
建
築
用
地
が
な
い
か
ら
祝
祭
に
費
用
を
拠
出
し
よ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
は
な
か

ろ
う
か
︒
確
か
に
︑
新
保
が
検
討
し
た
建
築
用
地
不
足
説
は
︑
小
ア
ジ
ア
に
お
け
る
建
築
ブ
ー
ム
衰
退
の
要
因
と
し
て
は
妥
当
か
も
し
れ
な
い
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が
︑
祝
祭
へ
の
移
行
を
説
明
す
る
に
は
十
分
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
︒
ま
た
︑
不
特
定
多
数
へ
の
恵
与
を
無
意
味
と
み
な
す
有
力
者
の
心
性
の

変
化
つ
い
て
は
︑
小
ア
ジ
ア
の
場
合
は
建
築
物
か
ら
祝
祭
へ
の
変
化
で
あ
り
︑
ど
ち
ら
も
不
特
定
多
数
へ
の
恵
与
な
の
で
︑
イ
タ
リ
ア
の
状
況

を
そ
の
ま
ま
小
ア
ジ
ア
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
︒

以
上
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
︑
公
共
建
築
物
か
ら
祝
祭
へ
と
い
う
小
ア
ジ
ア
都
市
に
お
け
る
恵
与
慣
行
の
変
遷
の
問
題
に
つ
い
て
も
︑
費
用

を
拠
出
す
る
有
力
者
側
の
視
点
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
︑
想
定
さ
れ
う
る
都
市
社
会
に
と
っ
て
の
意
義
の
解
明
は
不
十
分
で
あ

る
︒
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
︑
本
稿
で
は
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
で
も
述
べ
た
通
り
︑
文
化
資
本
の
概
念
を
導
入
し
つ
つ
︑
有
力
者
と
い
う

よ
り
は
︑
受
益
者
で
あ
る
都
市
社
会
全
体
の
視
点
に
立
ち
︑
改
め
て
建
築
物
か
ら
祝
祭
へ
の
変
化
を
見
直
す
こ
と
と
す
る
︒
そ
の
際
︑
筆
者
が

議
論
の
糸
口
と
し
て
注
目
す
る
の
は
︑
最
新
の
ウ
ン
に
よ
る
研
究
で
も
論
点
と
さ
れ
た
恵
与
の
経
済
的
価
値
︑
あ
る
い
は
経
済
的
持
続
性
で
あ

る
︒そ

も
そ
も
︑
文
化
経
済
学
に
お
け
る
文
化
資
本
の
考
え
は
︑
文
化
︑
お
よ
び
経
済
の
両
面
に
つ
い
て
︑
一
定
の
時
期
に
お
け
る
資
本
量
で
あ

る
﹁
ス
ト
ッ
ク
﹂︑
お
よ
び
そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
価
値
を
指
す
﹁
フ
ロ
ー
﹂
を
区
別
す
る
︒
そ
し
て
︑
時
間
経
過
に
よ
る
こ
れ
ら
の
相
関

関
係
の
動
態
を
﹁
持
続
可
能
性
﹂
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
︑
経
済
の
視
点
を
交
え
た
文
化
の
長
期
的
な
側
面
を
考
察
す
る
の
で
あ
る⑩
︒

建
築
物
や
祝
祭
の
経
済
的
な
﹁
ス
ト
ッ
ク
﹂
面
︑
す
な
わ
ち
両
恵
与
の
供
給
を
め
ぐ
る
経
済
的
持
続
性
に
関
し
て
は
︑
す
で
に
い
く
つ
か
の

研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
︒
そ
れ
は
次
に
述
べ
る
基
金
の
設
立
を
め
ぐ
る
研
究
で
あ
る
︒
二
〇
世
紀
初
頭
に
Ｂ
・
ラ
ウ
ム
が
︑
古
代
世
界
全
般
に

お
い
て
様
々
な
目
的
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
基
金
に
関
す
る
史
料
を
集
成
・
分
類
し⑪
︑
そ
の
後
一
九
六
〇
年
代
に
は
︑
Ａ
・
マ
ン
ツ
マ
ン
が
ラ

ウ
ム
に
依
拠
し
つ
つ
︑
特
に
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
け
る
基
金
の
法
的
特
質
に
関
わ
る
よ
り
具
体
的
な
分
析
を
行
っ
た⑫
︒
以
上
の
基
礎
的
な
研
究

を
も
と
に
︑
近
年
︑
Ｖ
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
セ
ン
は
︑
古
代
に
お
け
る
基
金
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
古
代
に
お
け
る

基
金
は
︑
主
に
︵
一
︶
複
数
の
個
人
に
よ
る
公
的
な
寄
付
︵
二
︶
都
市
有
力
者
な
ど
の
善
行
者
に
よ
る
都
市
へ
の
恵
与
︵
三
︶
個
人
に
よ
る
神

へ
の
奉
献
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
︑
特
定
の
目
的
を
有
す
る
と
と
も
に
︑
そ
の
元
金
は
貸
付
金
と
し
て
使
用
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
貸
付
に
伴
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う
利
子
収
入
に
よ
っ
て
︑
基
金
が
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る⑬
︒

先
ほ
ど
の
ラ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
︑
本
稿
が
対
象
と
す
る
帝
政
前
期
の
小
ア
ジ
ア
は
︑
基
金
創
設
の
事
例
が
最
も
多
く
確
認
さ
れ
る
の
だ
が⑭
︑
そ

の
中
に
は
も
ち
ろ
ん
建
築
物
︑
お
よ
び
祝
祭
を
目
的
と
す
る
基
金
も
含
ま
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
祝
祭
の
開
催
に
関
す
る
基
金
に
つ
い
て
は
︑

Ｓ
・
ア
ネ
ヅ
ィ
リ
の
研
究
が
あ
り
︑
彼
女
に
よ
れ
ば
︑
基
金
創
設
と
い
う
手
段
は
︑
祝
祭
の
持
続
的
開
催
を
可
能
に
し
︑
名
誉
を
求
め
る
出
資

者
と
継
続
的
に
祝
祭
に
与
る
共
同
体
双
方
の
利
益
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う⑮
︒

以
上
の
研
究
は
︑
文
化
資
本
の
経
済
的
な
﹁
ス
ト
ッ
ク
﹂
面
を
考
え
る
上
で
は
本
稿
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
と
な
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

す
で
に
述
べ
た
通
り
︑
文
化
資
本
の
持
続
可
能
性
の
考
え
に
基
づ
く
な
ら
ば
︑﹁
ス
ト
ッ
ク
﹂
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
恵
与
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
﹁
フ
ロ
ー
﹂
と
し
て
の
経
済
的
利
益
に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
︑
ス
ト
ッ
ク
と
フ
ロ
ー
を
併
せ
て
考
察
す
る
こ
と
で

初
め
て
文
化
資
本
の
持
続
可
能
性
︑
す
な
わ
ち
︑
そ
の
価
値
の
変
遷
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
︒
恵
与
が
も
た
ら
す
経

済
的
利
益
に
関
し
て
は
︑
恵
与
者
を
は
じ
め
︑
特
定
の
階
層
の
手
の
中
に
収
ま
る
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
の
利
益
は

多
か
れ
少
な
か
れ
︑
都
市
共
同
体
に
関
わ
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る⑯
︒
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
恵
与
が
も
た
ら
す
利
益
へ
の
眼
差
し
は
︑

受
益
者
た
る
都
市
共
同
体
か
ら
み
た
恵
与
の
意
義
を
解
明
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
︑
有
力
者
に
と
っ
て
の
恵
与
行
為
そ
の
も
の
ば
か
り
に
目
を

向
け
て
き
た
先
行
研
究
に
よ
る
都
市
の
像
を
見
直
す
こ
と
に
貢
献
す
る
だ
ろ
う
︒

た
だ
し
︑
こ
れ
ら
恵
与
行
為
に
関
す
る
碑
文
史
料
の
多
く
に
は
︑﹁
自
ら
の
︵
費
用
︶
でἐκ

τῶ
ν
ἰδ
ίω
ν

﹂
と
記
さ
れ
る
の
み
で
︑
実
際
に
そ

の
恵
与
に
い
く
ら
つ
ぎ
込
ま
れ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
︒
ま
し
て
︑
そ
の
恵
与
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
が
具
体
的
な
数
値
と
し
て
我
々
の
手

許
に
残
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
現
代
の
よ
う
に
実
数
値
と
し
て
の
費
用
対
効
果
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
と
言
っ
て

よ
い
だ
ろ
う
︒

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
︑
本
稿
で
は
︑
建
築
物
︑
な
ら
び
に
祝
祭
と
い
う
文
化
資
本
に
つ
い
て
︑﹁
ス
ト
ッ
ク
﹂︑
お
よ
び
﹁
フ

ロ
ー
﹂
の
両
面
か
ら
︑
そ
の
経
済
的
持
続
性
を
論
じ
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
最
終
的
に
︑
経
済
的
価
値
の
み
な
ら
ず
︑

ローマ帝政前期小アジアにおける文化資本（増永）
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文
化
的
価
値
を
具
体
化
す
る
資
産
と
し
て
の
文
化
資
本
の
定
義
に
照
ら
し
て
︑
両
文
化
資
本
の
経
済
的
側
面
と
文
化
的
側
面
が
ど
の
よ
う
に
相

関
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
︑
帝
政
前
期
の
小
ア
ジ
ア
都
市
に
お
け
る
両
文
化
資
本
の
意
義
を
総
体
的
に
跡
づ
け
た
い
︒

本
稿
で
は
以
下
の
手
順
で
分
析
を
進
め
る
︒
次
章
で
は
ま
ず
︑
小
ア
ジ
ア
の
公
共
建
築
物
︑
と
り
わ
け
そ
の
供
給
の
経
済
的
持
続
性
を
め
ぐ

る
二
世
紀
の
状
況
を
確
認
す
る
︒
そ
し
て
︑
同
章
後
半
で
は
︑
建
築
物
の
フ
ロ
ー
面
と
し
て
︑
二
世
紀
ま
で
に
確
認
さ
れ
る
建
築
物
が
も
た
ら

す
経
済
的
利
益
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒
第
三
章
で
は
︑
今
度
は
祝
祭
に
つ
い
て
︑
二
世
紀
以
降
に
確
認
さ
れ
る
資
金
確
保
の
形
態
︑
そ
し
て
祝

祭
が
も
た
ら
す
経
済
的
利
益
を
考
察
す
る
︒
以
上
を
踏
ま
え
て
︑
第
四
章
に
て
︑
二
世
紀
の
間
を
境
と
す
る
文
化
資
本
の
変
遷
の
背
景
︑
そ
し

て
︑
都
市
社
会
に
お
け
る
文
化
資
本
の
経
済
的
価
値
と
文
化
的
価
値
の
相
関
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
︒

①

M
itchell
(1990),191.

②

C
h.
K
okkinia,“G
am
es
vs.
B
uildings
as
E
uergetic
C
hoices”,
in
K
.

C
olem
an
et
J.N
elis-C
lém
ent
(dir.),L
’organisation
des
spectacles
dans

le
m
onde
rom
ain,
G
enève,2012,97-130.

③

IL
S
5163.

④

D
.
N
g,“C
om
m
em
oration
and
É
lite
B
enefaction
of
B
uildings
and

Spectacles
in
the
R
om
an
W
orld”,
JR
S
105
(2015),101-123.

⑤

新
保
︵
二
〇
一
六
年
︶︑
二
四
三

二
九
七
頁
︒

⑥

L.
M
igeotte,“F
inances
et
constructions
publiques”,
in
M
.
W
örrle

und
P.
Zanker
(H
g.),
Stadtbild
und
B
ürgerbild
im

H
ellenism
us,

M
ünchen,1995,79-86.

⑦

小
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
震
︑
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
建
築
物
の
倒
壊
や
修
復
に
つ

い
て
は
︑
例
え
ば
以
下
を
参
照
︒
Strb.
X
II.8.18
;
IA
ph2007.9.1.

⑧

一
般
的
に
は
︑
関
係
者
同
士
の
合
意
に
基
づ
く
契
約
と
は
異
な
る
︑
一
方
的
に

な
さ
れ
る
約
束
を
意
味
す
る
︒
こ
の
﹁
片
約
﹂
に
つ
い
て
は
︑
林
信
夫
﹁
都
市
に

対
す
る
﹁
片
約
pollicitatio﹂
の
法
的
保
護
﹂
片
山
輝
夫
他
﹃
古
代
ロ
ー
マ
法
研

究
と
歴
史
諸
科
学
﹄
創
文
社
︑
一
九
八
六
年
︑
一
八
五

二
二
七
頁
︑
新
保
︵
二

〇
一
六
年
︶︑
二
九
九

三
三
八
頁
を
参
照
︒

⑨

D
io
C
hrys.
O
r.
X
L.8-9
;
X
LV
II.11
;18.

⑩

ス
ロ
ス
ビ
ー
︵
二
〇
〇
二
年
︶︑
八
一

八
四
頁
︒

⑪

B
.
Laum
,
Stiftungen
in
der
griechischen
und
röm
ischen
A
ntike
:

ein
B
eitrag
zur
antiken
K
ulturgeschichte
I-II,
B
erlin,1914.

⑫

A
.
M
annzm
ann,
G
riechische
Stiftungsurkunden
:
Studie
zu
Inhalt

und
R
echtform
,
M
ünster,1962.

⑬

V
.
G
abrielsen,
“T
he
P
ublic
B
unks
of
H
ellenistic
C
ities”,
K
.

V
erboven,
K
.
V
andorpe
and
V
.
C
hankow
ski
(eds.),
P
IST
O
I
D
IA

T
È
N
T
E
C
H
N
È
N
:
B
ankers,
L
oans
and
A
rchives
in
the
A
ncient

W
orld.
Studies
in
H
onour
of
R
aym
ond
B
ogaert,
Leuven,
2008,

115-130,
esp.122.

⑭

Laum
(1914),8-11.

⑮

S.
A
neziri,“Stiftungen
für
sportliche
und
m
usische
A
gone”,
in
K
.

H
arter-U
ibopuu
und
T
h.K
ruse
(H
g.),Sport
und
R
echt
in
der
A
ntike,
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W
ien,2014,147-165.

⑯

浦
野
聡
﹁
ロ
ー
マ
帝
政
期
︑
都
市
の
経
済
生
活

歴
史
人
口
学
な
ど
か
ら
の

一
試
論
﹂﹃
西
洋
史
研
究
﹄
新
輯
三
一
︵
二
〇
〇
二
年
︶︑
一
九
一

一
九
二
頁
︒

第
二
章

文
化
資
本
と
し
て
の
公
共
建
築
物

第
一
節

公
共
建
築
物
を
め
ぐ
る
二
世
紀
の
状
況

筆
者
は
︑
す
で
に
旧
稿
に
て
公
共
建
築
物
を
通
し
て
み
え
る
二
世
紀
前
半
に
お
け
る
都
市
社
会
の
変
化
の
一
面
に
つ
い
て
論
じ
た
︒
そ
の
際
︑

デ
ィ
オ
ン
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
弁
論
を
検
討
し
た
限
り
︑
少
な
く
と
も
彼
の
周
囲
で
は
︑
公
共
に
配
慮
し
て
金
銭
を
積
極
的
に
投
じ
る
人

物
が
減
少
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
状
況
を
読
み
取
っ
た①
︒
こ
れ
は
必
ず
し
も
︑
デ
ィ
オ
ン
の
同
胞
有
力
者
の
経
済
的
困
窮
を
意
味
す
る
わ
け
で

は
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
十
分
な
財
産
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
を
公
共
の
た
め
に
投
じ
な
い
人
々
の
存
在
に
つ
い
て
デ
ィ
オ

ン
は
言
及
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る②
︒
さ
ら
に
︑
こ
う
し
た
状
況
と
エ
フ
ェ
ソ
ス
や
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
で
出
土
し
た
碑
文
史
料
と
を
突
き
合
わ

せ
る
こ
と
で
︑
デ
ィ
オ
ン
の
弁
論
に
看
取
さ
れ
た
よ
う
な
︑
都
市
を
基
軸
と
す
る
共
同
体
意
識
が
地
域
的
に
も
相
対
的
に
希
薄
化
し
て
い
た
可

能
性
も
指
摘
し
た
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
旧
稿
で
は
二
世
紀
前
半
の
都
市
の
変
化
に
お
け
る
経
済
的
な
背
景
に
つ
い
て
は
論
じ
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
そ

こ
で
本
章
で
は
ま
ず
︑
改
め
て
こ
の
点
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
︒
旧
稿
同
様
︑
こ
こ
で
も
や
は
り
︑
二
世
紀
初
頭
の
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝

期
に
︑
小
ア
ジ
ア
北
西
部
の
属
州
ビ
テ
ュ
ニ
ア
に
総
督
と
し
て
赴
任
し
た
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
書
簡
が
示
唆
に
富
む
︒

デ
ィ
オ
ン
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
故
郷
で
も
あ
る
小
ア
ジ
ア
北
西
部
の
プ
ル
サ
市
に
つ
い
て
︑
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
同
市
の
会
計
監
査
を
務

め
る
と
と
も
に
︑
同
市
が
﹁
不
潔
で
古
び
た
浴
場
を
有
し
て
い
る
balineum
habent
et
sordidum
et
vetus﹂
た
め
︑
新
し
い
も
の
へ
の

建
て
替
え
が
計
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
に
報
告
し
て
い
る③
︒
そ
の
資
金
源
に
つ
い
て
︑
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
が
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
︑
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私
人
が
払
い
渋
っ
て
い
た
拠
出
金
︑
そ
し
て
︑
通
例
︑
オ
リ
ー
ヴ
油
の
購
入
に
充
て
る
た
め
の
金
銭
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒

加
え
て
︑
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
な
事
態
も
伝
え
る
︒
属
州
ビ
テ
ュ
ニ
ア
の
大
都
市
ニ
コ
メ
デ
ィ
ア
で
は
︑
水
道
建
設
の
た
め
に
三
三

一
万
八
千
セ
ス
テ
ル
テ
ィ
ウ
ス
が
費
や
さ
れ
た
挙
句
︑
完
成
を
み
ず
に
放
棄
さ
れ
た④
︒
同
市
は
さ
ら
に
別
の
水
道
を
建
設
し
よ
う
と
し
︑
二
〇

万
セ
ス
テ
ル
テ
ィ
ウ
ス
が
支
払
わ
れ
た
が
︑
こ
れ
も
ま
た
放
棄
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
同
じ
く
ビ
テ
ュ
ニ
ア
の
主
要
都
市
で
あ
る
ニ
カ
イ
ア
で
も
︑

劇
場
と
体
育
場
が
財
政
上
︑
お
よ
び
設
計
上
の
問
題
の
ゆ
え
に
完
成
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
報
告
し
て
い
る⑤
︒
他
方
︑

デ
ィ
オ
ン
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
︑
建
築
物
を
も
っ
て
自
ら
の
故
郷
プ
ル
サ
を
美
化
し
よ
う
と
計
画
し
た
が
︑
結
局
︑
彼
は
そ
の
建
築
事
業

を
都
市
に
委
ね
た⑥
︒
そ
の
際
デ
ィ
オ
ン
は
︑
当
初
の
計
画
と
は
異
な
る
工
事
を
行
っ
た
と
し
て
︑
そ
の
予
算
書
を
提
出
す
る
よ
う
︑
ク
ラ
ウ
デ

ィ
オ
ス
・
エ
ウ
モ
ル
ポ
ス
な
る
人
物
に
よ
っ
て
︑
総
督
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
に
訴
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
の
場
合
︑
い
か
な
る
理
由
で
デ
ィ

オ
ン
が
自
ら
の
建
築
事
業
を
棄
却
し
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
予
算
書
の
提
出
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
何
ら
か
の
財
政
的
な
問

題
が
絡
ん
で
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
や
や
時
代
は
下
る
が
︑
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
同
時
代
人
で
あ
り
︑
弁
論
家
︑
お
よ
び
善
行

者
と
し
て
名
高
い
ヘ
ロ
デ
ス
・
ア
ッ
テ
ィ
コ
ス
が
︑
小
ア
ジ
ア
北
西
部
の
ト
ロ
イ
ア
に
水
道
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
際
︑
当
初
の
予
算
で
あ
る

三
〇
〇
万
ド
ラ
ク
マ
が
後
に
は
七
〇
〇
万
ド
ラ
ク
マ
に
膨
れ
上
が
っ
た
こ
と
を
︑
二
世
紀
か
ら
三
世
紀
に
か
け
て
活
動
し
た
ギ
リ
シ
ア
人
著
作

家
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト
ス
が
伝
え
て
い
る⑦
︒

か
か
る
事
例
か
ら
判
明
す
る
よ
う
に
︑
二
世
紀
前
半
の
小
ア
ジ
ア
北
西
部
で
は
︑
少
な
く
と
も
公
共
建
築
物
に
対
し
て
︑
積
極
的
に
金
銭
を

供
与
す
る
人
物
を
欠
い
て
い
た
の
み
な
ら
ず
︑
た
と
え
建
築
計
画
が
立
て
ら
れ
た
と
し
て
も
︑
予
算
の
膨
張
な
ど
の
疎
略
な
財
政
管
理
に
よ
っ

て
建
築
物
そ
の
も
の
の
確
保
が
妨
げ
ら
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
以
上
の
こ
と
を
背
景
に
︑
当
該
期
に
お
け
る
文
化
資
本
と
し

て
の
建
築
物
は
︑
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
十
分
に
供
給
さ
れ
な
い
と
い
う
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

建
築
物
の
ス
ト
ッ
ク
に
関
わ
る
側
面
︑
中
で
も
︑
建
築
物
の
維
持
︑
あ
る
い
は
建
築
物
の
確
保
自
体
を
め
ぐ
る
問
題
は
︑
ウ
ン
の
検
討
に
あ

る
よ
う
に
︑
ロ
ー
マ
法
関
連
の
史
料
に
も
見
出
さ
れ
る
︒
実
際
の
検
証
に
入
る
前
に
︑
ウ
ン
が
触
れ
な
か
っ
た
小
ア
ジ
ア
都
市
の
検
討
に
お
け

12 (572)



る
法
文
史
料
の
利
用
可
能
性
に
つ
い
て
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
そ
の
一
つ
の
根
拠
と
な
る
の
は
︑
小
ア
ジ
ア
に
お
い
て
活
況
で
あ
っ
た
と

さ
れ
る
巡
回
裁
判
で
あ
る⑧
︒
巡
回
裁
判
と
は
そ
の
名
の
通
り
︑
総
督
が
あ
る
地
域
内
の
主
た
る
都
市
を
め
ぐ
っ
て
︑
各
所
で
属
州
民
の
紛
争
を

解
決
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
機
会
に
際
し
て
︑
小
プ
リ
ニ
ウ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
総
督
や
彼
ら
か
ら
伺
い
を
立
て
ら
れ
た
皇
帝

ら
は
︑
ロ
ー
マ
的
な
法
秩
序
の
認
識
に
照
ら
し
て
解
決
策
を
述
べ
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
小
ア
ジ
ア
の
人
々
が
こ
の
巡
回
裁
判
を
積

極
的
に
利
用
し
た
こ
と
も
考
え
併
せ
る
と
︑
建
築
物
の
問
題
に
関
し
て
も
︑
ロ
ー
マ
的
な
法
規
制
が
小
ア
ジ
ア
の
事
例
に
適
用
さ
れ
た
可
能
性

は
十
分
あ
る
だ
ろ
う⑨
︒

い
ま
一
つ
の
根
拠
は
︑
ア
シ
ア
総
督
ア
ウ
ル
ス
・
ウ
ィ
キ
リ
ク
ス
・
マ
ル
テ
ィ
ア
リ
ス
に
よ
っ
て
エ
フ
ェ
ソ
ス
市
宛
て
に
発
せ
ら
れ
た
︑
水

道
の
不
正
使
用
に
関
す
る
布
告
で
あ
る
︒
こ
の
布
告
の
中
で
は
︑
ロ
ー
マ
市
に
お
い
て
﹃
水
道
書
﹄
を
著
し
た
フ
ロ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
著
作
に
お

け
る
水
道
の
規
定
と
ほ
と
ん
ど
同
内
容
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る⑩
︒
こ
の
布
告
の
年
代
が
お
よ
そ
二
世
紀
前
半
で
あ
る
か
ら
︑
遅
く

と
も
こ
の
こ
ろ
に
は
︑
小
ア
ジ
ア
に
お
い
て
︑
建
築
物
に
関
す
る
ロ
ー
マ
的
な
法
秩
序
流
入
の
痕
跡
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

以
上
を
念
頭
に
置
き
︑
実
際
に
法
文
史
料
を
み
て
み
よ
う
︒
二
～
三
世
紀
に
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
法
学
者
カ
ッ
リ
ス
ト
ラ
ト
ゥ
ス
は
︑
次
の

よ
う
な
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
・
ピ
ウ
ス
帝
の
勅
答
を
記
す
︒
す
な
わ
ち
︑
新
規
建
設
用
に
遺
贈
さ
れ
た
金
銭
は
︑
都
市
に
建
築
物
が
十
分
に
あ
り
︑

維
持
費
確
保
が
容
易
で
な
い
限
り
︑
既
存
の
建
築
物
の
維
持
費
に
充
て
る
べ
き
で
あ
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る⑪
︒
三
世
紀
ご
ろ
の
法
学
者
パ
ウ

ル
ス
も
ま
た
同
様
に
︑
新
規
建
設
の
た
め
の
遺
贈
金
で
な
い
限
り
︑
そ
の
金
銭
は
既
存
の
建
築
物
の
維
持
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
と
述
べ

る⑫
︒
し
た
が
っ
て
︑
遅
く
と
も
︑
二
世
紀
半
ば
の
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
・
ピ
ウ
ス
帝
期
に
は
︑
右
記
の
よ
う
な
建
築
物
の
維
持
費
確
保
の
問
題
が
顕

在
化
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

さ
ら
に
︑
法
文
史
料
は
建
築
物
の
造
営
を
め
ぐ
る
別
の
問
題
も
伝
え
る
︒
例
え
ば
︑
二
世
紀
半
ば
の
法
学
者
ポ
ン
ポ
ニ
ウ
ス
が
記
す
ト
ラ
ヤ

ヌ
ス
帝
時
代
に
発
布
さ
れ
た
勅
法
に
よ
れ
ば
︑
公
職
の
ゆ
え
に
建
築
物
の
建
設
を
約
束
し
た
人
物
は
︑
そ
の
相
続
人
を
含
め
て
︑
建
築
物
完
成

の
義
務
を
負
う
と
い
う⑬
︒
そ
し
て
︑
建
設
を
約
束
し
た
人
物
が
完
成
前
に
死
去
し
た
場
合
は
︑
そ
の
相
続
人
が
親
族
で
は
な
い
場
合
︑
そ
の
者
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が
完
成
さ
せ
る
︑
あ
る
い
は
残
さ
れ
た
遺
産
の
五
分
の
一
を
都
市
に
支
払
う
こ
と
︑
ま
た
︑
相
続
人
が
血
縁
者
の
場
合
︑
遺
産
の
十
分
の
一
を

都
市
に
支
払
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
背
景
の
一
つ
に
は
︑
前
述
の
よ
う
な
︑
建
築
物
の
造
営
に
お
け
る
杜
撰
な
予
算
管
理
に
よ
る

建
築
物
の
放
棄
と
い
っ
た
事
態
が
想
定
さ
れ
う
る
︒
こ
の
よ
う
な
建
築
物
の
﹁
片
約
pollicitatio﹂
に
関
す
る
問
題
は
︑﹃
学
説
彙
纂
﹄
の
他

の
個
所
で
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る⑭
︒

こ
の
片
約
の
問
題
を
論
じ
た
林
信
夫
は
︑
以
上
の
よ
う
な
都
市
の
財
政
面
の
合
理
化
を
図
る
ロ
ー
マ
の
介
入
の
背
景
と
し
て
︑
都
市
有
力
者

の
経
済
的
窮
乏
が
あ
る
と
す
る⑮
︒
確
か
に
法
文
を
作
成
し
た
ロ
ー
マ
側
に
立
て
ば
︑
有
力
者
の
経
済
的
窮
乏
︑
お
よ
び
不
必
要
な
予
算
の
膨
張

を
抑
止
し
︑
建
築
物
の
供
給
と
い
う
ス
ト
ッ
ク
面
を
安
定
化
さ
せ
る
こ
と
が
図
ら
れ
た
︑
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
小

プ
リ
ニ
ウ
ス
を
は
じ
め
ロ
ー
マ
当
局
側
の
介
入
が
み
ら
れ
た
デ
ィ
オ
ン
の
時
代
に
お
い
て
︑
金
銭
を
十
分
に
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

建
築
物
へ
の
投
資
に
乗
り
出
さ
な
か
っ
た
有
力
者
が
存
在
し
た
状
況
を
︑
実
質
的
な
有
力
者
の
経
済
的
窮
乏
と
は
み
な
し
難
い
︒
む
し
ろ
︑

ロ
ー
マ
的
な
法
秩
序
に
よ
っ
て
︑
建
築
物
の
安
定
供
給
が
図
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
二
世
紀
の
間
を
お
よ
そ
の
境
と
し
て
︑

実
際
に
恵
与
と
し
て
の
建
築
物
が
減
少
し
て
い
く
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑
二
世
紀
前
半
時
点
で
︑
少
な
く
と
も
有
力
者
に
と
っ
て
文
化
資

本
と
し
て
の
建
築
物
の
価
値
が
減
少
し
つ
つ
あ
っ
た
と
理
解
す
る
方
が
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

だ
が
こ
れ
は
あ
く
ま
で
都
市
有
力
者
側
の
視
点
で
あ
る
︒
次
節
で
は
︑
建
築
物
が
も
た
ら
す
フ
ロ
ー
︑
つ
ま
り
そ
の
経
済
的
利
益
の
側
面
を

検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
都
市
側
に
と
っ
て
の
建
築
物
が
有
す
る
意
義
を
考
察
す
る
︒

第
二
節

公
共
建
築
物
が
も
た
ら
す
経
済
的
利
益

で
は
︑
公
共
建
築
物
が
供
給
す
る
フ
ロ
ー
と
し
て
の
経
済
的
利
益
と
は
い
か
な
る
も
の
で
︑
そ
れ
は
い
か
に
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
︒
ま
ず
検
討
す
る
の
は
︑
小
ア
ジ
ア
南
西
部
の
都
市
ト
ラ
ッ
レ
イ
ス
で
出
土
し
た
次
の
碑
文
史
料
で
あ
る
︒

14 (574)



デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
息
子
ア
ル
テ
ミ
ド
ロ
ス
︑﹇
・
・
？
・
・
﹈
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
︑
ア
ゴ
ラ
ノ
モ
ス
を
務
め
た
彼
ら
が
ア
ゴ
ラ
近
く
の
屋
根
つ
き
遊
歩
路
︑
ア

ゴ
ラ
ノ
ミ
オ
ン
︑
ド
ー
リ
ス
式
列
柱
廊
︑
そ
こ
に
お
け
る
倉
庫
︑
そ
し
て
こ
れ
ら
の
上
階
に
一
〇
〇
の
作
業
場
を
奉
献
し
た
︒
ま
た
彼
ら
は
︑
こ
れ
ら
に

よ
る
収
入
を
︑
二
つ
の
屋
根
つ
き
遊
歩
路
の
絶
え
間
な
き
経
費
︑
お
よ
び
命
じ
ら
れ
た
こ
と
の
た
め
に
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
た
ち
︑
な
ら
び
に
デ
ー
モ
ス

に
奉
献
し
た⑯
︒

碑
文
の
年
代
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
︑
奉
献
対
象
と
し
て
﹁
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
た
ち
﹂
が
指
定
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
帝
政
期
の
も
の
で
あ
る
こ

と
は
確
か
で
あ
る
︒
史
料
に
あ
る
通
り
︑
こ
こ
で
は
遊
歩
路
︑
ア
ゴ
ラ
ノ
ミ
オ
ン
︑
列
柱
廊
︑
倉
庫
︑
作
業
場
が
奉
献
さ
れ
た
こ
と
が
記
し
て

あ
る
︒
ア
ゴ
ラ
ノ
ミ
オ
ン
は
︑
ア
ゴ
ラ
︵
広
場
︑
市
場
︶
の
監
督
を
担
う
ア
ゴ
ラ
ノ
モ
ス
の
役
所
で
あ
り
︑
遊
歩
路
も
ア
ゴ
ラ
近
く
と
記
し
て

あ
る
こ
と
か
ら
︑
奉
献
さ
れ
た
こ
れ
ら
は
ア
ゴ
ラ
の
一
画
に
建
設
さ
れ
た
一
ま
と
ま
り
の
建
築
物
群
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
作
業
場
を
は

じ
め
と
し
て
こ
の
建
築
物
群
が
実
質
的
に
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
か
は
判
然
と
し
な
い
︒
そ
し
て
史
料
の
後
半
で
は
︑﹁
彼
ら
﹂︑

す
な
わ
ち
都
市
の
公
職
者
で
あ
る
ア
ゴ
ラ
ノ
モ
ス
ら
が
︑﹁
こ
れ
ら
に
よ
る
収
入
を
遊
歩
路
の
絶
え
間
な
き
経
費
︑
そ
し
て
命
じ
ら
れ
た
こ
と

の
た
め
に
奉
献
し
た
﹂
と
あ
る
︒﹁
こ
れ
ら
に
よ
る
収
入
﹂
の
出
所
を
明
確
に
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑
こ
の
場
合
︑
提
供
さ
れ
た
一
〇
〇

の
作
業
場
か
ら
上
が
る
収
入
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
︒
そ
し
て
重
要
な
こ
と
に
︑
そ
の
収
入
が
︑
奉
献
さ
れ
た
遊
歩
路
の
た
め

の
維
持
費
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
維
持
費
の
具
体
的
な
管
理
の
主
体
や
方
法
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
少
な

く
と
も
こ
こ
か
ら
は
︑
建
築
物
そ
の
も
の
が
一
定
の
利
益
を
上
げ
る
と
と
も
に
︑
そ
の
利
益
が
︑
公
的
な
も
の
と
し
て
建
築
物
の
維
持
費
用
に

充
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
都
市
は
建
築
物
の
維
持
費
捻
出
の
た
め
に
︑
全
面
的
に
有
力
者
に
依
拠
す
る
可

能
性
を
減
じ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
い
ま
一
つ
の
収
入
の
使
途
目
的
で
あ
る
﹁
命
じ
ら
れ
た
こ
と
﹂
が
意
味
す
る
と
こ

ろ
は
不
確
か
で
あ
る
︒

ト
ラ
ッ
レ
イ
ス
の
近
隣
都
市
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
か
ら
も
類
似
し
た
例
が
碑
文
史
料
よ
り
確
認
さ
れ
る
︒
以
下
に
そ
の
碑
文
を
引
用
す
る
︒
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﹇
・
・
？
・
・
﹈
デ
ー
モ
ス
へ
の
気
前
の
良
さ
ゆ
え
？
﹇
・
・
？
・
・
﹈
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
お
い
て
︑
共
同
体
へ
の
善
意
を
有
し
︑
名
誉
に
値
す
る
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
熱
心
に
提
供
し
た
︒
そ
れ
ら
の
報
い
と
し
て
︑
デ
ー
モ
ス
は
彼
に
︑
評
議
会
場
の
向
か
い
の
公
共
の
作
業
場
に
お
け
る
ポ
リ
ス
内
の
埋
葬
と

葬
儀
︵
の
権
利
︶
の
付
与
を
決
議
し
た
︒
そ
の
決
議
に
含
ま
れ
る
が
ご
と
く
︑
彼
の
善
意
へ
の
返
礼
と
し
て
︒
今
︑
こ
れ
ら
の
こ
と
を
評
議
会
が
協
議
し

て
い
る
が
︑
ア
ド
ラ
ス
ト
ス
が
前
に
進
み
出
て
︑
こ
の
こ
と
に
お
い
て
も
祖
国
愛
を
示
し
︑
ポ
リ
ス
の
収
入
を
減
ら
す
こ
と
を
望
ま
ず
︑
む
し
ろ
ポ
リ
ス

に
役
立
つ
こ
と
を
選
択
し
︑﹇
・
・
？
・
・
﹈
自
ら
の
作
業
場
に
埋
葬
の
場
所
を
移
す
こ
と
を
﹇
良
﹈
し
と
し
た⑰
︒︵
以
下
略
︶

字
体
よ
り
紀
元
一
世
紀
半
ば
過
ぎ
の
も
の
と
推
測
さ
れ
て
い
る
こ
の
碑
文
は
︑
ア
ド
ラ
ス
ト
ス
な
る
人
物
に
対
す
る
顕
彰
決
議
に
関
す
る
文
言

で
あ
る⑱
︒
彼
は
︑
市
民
団
や
民
会
を
意
味
す
る
デ
ー
モ
ス
に
対
し
て
何
ら
か
の
善
行
を
は
た
ら
い
た
結
果
︑
そ
の
報
い
と
し
て
︑
デ
ー
モ
ス
に

よ
り
﹁
評
議
会
場
の
向
か
い
の
作
業
場
に
お
け
る
ポ
リ
ス
内
の
埋
葬
と
葬
儀
をἐν

τα
φ
ὴ
ν
κ
α
ὶ
κ
η
δ
εία

ν
ἐν

τῇ
π
ό
λ
ει
ἐν

το
ῖς
ἄ
ν
τικ

ρ
υ
ς

το
ῦ
β
ο
υ
λ
ευ
τη
ρ
ίο
υ
δ
η
µ
ο
σ
ίο
ις
ἐρ
γ
α
σ
τη
ρ
ίο
ις

﹂
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た⑲
︒
と
こ
ろ
が
彼
は
︑
そ
の
埋
葬
に
よ
っ
て
ポ
リ
ス
の
収
入

が
減
少
す
る
こ
と
を
危
惧
し
て
︑
そ
の
権
利
を
辞
退
す
る
と
と
も
に
︑
別
の
場
所
で
の
埋
葬
を
希
望
し
て
い
る
︒
前
述
の
ト
ラ
ッ
レ
イ
ス
の
事

例
同
様
︑
こ
こ
で
も
作
業
場
が
重
要
と
な
る
︒
Ｊ
・
レ
イ
ノ
ル
ズ
は
彫
刻
家
た
ち
の
作
業
場
と
示
唆
す
る
が
︑
そ
の
性
質
に
つ
い
て
は
依
然
不

明
の
ま
ま
で
あ
る⑳
︒
し
か
し
少
な
く
と
も
︑
こ
の
作
業
場
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
都
市
の
公
的
収
入
に
寄
与
し
て
い
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る㉑
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
︑
都
市
は
公
共
建
築
物
の
フ
ロ
ー
と
し
て
︑
直
接
的
に
経
済
的
利
益
を
獲
得
し
え
た
の

で
あ
る
︒

実
際
︑
作
業
場
以
外
に
も
︑
人
々
が
集
う
遊
歩
路
︑
柱
廊
な
ど
で
は
し
ば
し
ば
経
済
活
動
が
営
ま
れ
て
い
た
︒
小
ア
ジ
ア
西
岸
の
大
都
市
エ

フ
ェ
ソ
ス
で
は
︑
列
柱
廊
で
あ
る
ス
ト
ア
に
お
い
て
露
天
商
が
い
た
こ
と㉒
︑
そ
し
て
公
衆
ト
イ
レ
付
近
で
も
露
天
商
︑
両
替
商
︑
あ
る
い
は
羊

毛
商
人
ら
が
場
所
を
構
え
て
商
売
を
営
ん
で
い
た
こ
と
が
碑
文
史
料
か
ら
判
明
す
る㉓
︒
類
例
に
つ
い
て
は
紀
元
前
後
に
活
躍
し
た
ロ
ー
マ
の
建

築
家
ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
も
重
要
な
証
言
を
残
し
て
い
る
︒
彼
は
︑
あ
る
有
名
な
泉
付
近
に
て
︑
そ
こ
に
集
う
人
々
を
目
当
て
に
雑
貨
店
が
設
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け
ら
れ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
し㉔
︑
フ
ォ
ル
ム
に
付
属
す
る
バ
シ
リ
カ
は
︑
冬
で
も
商
人
が
集
え
る
よ
う
に
︑
暖
か
い
場
所
に
設
置
さ
れ
る

べ
き
と
も
述
べ
て
い
る㉕
︒
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
︑
彼
は
イ
タ
リ
ア
都
市
に
お
け
る
フ
ォ
ル
ム
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
︑
そ
の
周
囲
を
め
ぐ
る

柱
廊
の
一
画
に
て
両
替
が
営
ま
れ
て
お
り
︑
そ
れ
が
国
庫
収
入
に
貢
献
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る㉖
︒

こ
の
よ
う
に
都
市
空
間
に
お
い
て
︑
公
共
建
築
物
と
商
売
は
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
︒
こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
小
ア
ジ
ア
南
西
部
に
位

置
す
る
マ
イ
ア
ン
ド
ロ
ス
川
沿
い
の
マ
グ
ネ
シ
ア
市
か
ら
出
土
し
て
い
る
公
共
浴
場
に
関
す
る
決
議
碑
文
が
注
目
に
値
す
る㉗
︒
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス

帝
治
下
︑
同
市
の
年
長
者
集
団
で
あ
る
長
老
会
に
よ
っ
て
︑
彼
ら
が
都
市
に
供
給
す
る
オ
リ
ー
ヴ
油
の
購
入
を
め
ぐ
る
問
題
が
決
議
さ
れ
︑
そ

の
後
半
で
は
︑
長
老
会
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
三
つ
の
役
職
が
確
保
す
べ
き
収
入
源
の
一
覧
が
示
さ
れ
て
い
る㉘
︒
そ
の
収
入
源
の
中
に
︑
公
共

浴
場
で
営
ま
れ
る
様
々
な
商
売
︑
例
え
ば
︑
浴
場
の
布
貸
し
︑
宿
屋
︑
種
々
の
販
売
業
︑
そ
し
て
金
貸
し
な
ど
の
収
益
の
一
部
が
指
定
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
こ
か
ら
は
︑
マ
グ
ネ
シ
ア
の
公
共
浴
場
に
お
い
て
は
多
様
な
商
売
が
営
ま
れ
て
お
り
︑
そ
こ
で
商
売
を
行

う
者
は
︑
都
市
の
長
老
会
が
指
定
す
る
一
定
額
を
使
用
料
の
よ
う
な
か
た
ち
で
支
払
い
︑
他
方
︑
長
老
会
は
そ
の
収
入
か
ら
都
市
に
オ
リ
ー
ヴ

油
を
供
給
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
︒
要
す
る
に
︑
都
市
の
公
共
建
築
物
は
︑
多
く
の
人
々
が
集
う
ゆ
え
に
︑
商
人
ら
に
と
っ
て
は
格

好
の
商
売
空
間
で
あ
っ
た
と
と
も
に
︑
そ
の
一
画
が
商
売
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
商
人
ら
に
貸
し
出
さ
れ
︑
そ
う
し
た
商
人
ら
に
よ
っ
て

賃
料
と
し
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
が
都
市
の
公
的
組
織
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
長
老
会
の
財
源
と
し
て
確
保
さ
れ
た
の
で
あ
る㉙
︒
建
築
物
か
ら
発

生
す
る
経
済
的
利
益
の
あ
り
方
に
つ
い
て
や
や
曖
昧
で
あ
っ
た
ト
ラ
ッ
レ
イ
ス
や
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
に
お
け
る
作
業
場
の
事
例
に
対
し
て
︑

マ
グ
ネ
シ
ア
の
例
は
︑
建
築
物
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
公
的
性
格
を
帯
び
た
経
済
的
フ
ロ
ー
と
し
て
︑
そ
こ
で
商
売
を
営
む
者
ら
に
よ
る
賃

料
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
︒

以
上
か
ら
︑
少
な
く
と
も
二
世
紀
前
半
ま
で
は
︑
複
数
の
都
市
に
お
い
て
︑
公
共
建
築
物
が
都
市
に
対
し
て
一
定
の
経
済
的
利
益
を
も
た
ら

し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
フ
ロ
ー
の
規
模
に
つ
い
て
は
︑
史
料
の
都
合
上
︑
留
保
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
の
点

を
解
明
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
金
銭
の
流
れ
が
当
該
期
の
都
市
に
お
い
て
存
在
し
え
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た
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
︒

①

増
永
理
考
﹁
ロ
ー
マ
帝
政
前
期
小
ア
ジ
ア
に
お
け
る
公
共
建
築
物
と
都
市

エ
フ
ェ
ソ
ス
に
お
け
る
碑
文
史
料
と
デ
ィ
オ
ン
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
弁
論
を

材
料
に
﹂﹃
古
代
文
化
﹄
七
〇

一
︵
二
〇
一
八
年
︶︑
七
三

九
三
頁
︒

②

D
io
C
hrys.
O
r.
X
LV
II.20.
cf.
Plin.
E
p.
X
.17A
;23.

③

Plin.
E
p.
X
.23.

④

Plin.
E
p.
X
.37.

⑤

Plin.
E
p.
X
.39.

⑥

Plin.
E
p.
X
.81.

⑦

Philostr.
V
S
548.

⑧

小
ア
ジ
ア
の
巡
回
裁
判
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
︒
G
.
P.
B
urton,

“Proconsuls,
A
ssizes
and
the
A
dm
inistration
of
Justice
under
the

E
m
pire”,
JR
S
65
(1975),92-106
;
C
h.
H
abicht,“N
ew
E
vidence
on
the

Province
of
A
sia”,
JR
S
65
(1975),64-91.

⑨

W
.K
unkel,D
ie
röm
ischen
Juristen
:
H
erkunft
und
soziale
Stellung,

2te
A
ufl.,
K
öln,2001,359-363.

⑩

I.
E
phesos
3217,a.ll.7-13
;b.ll.1-17
;27-32.cf.F
rontin.A
q.115
;

126-127
;129.

⑪

C
allistratus,
D
ig.
L.10.7
pr.

⑫

Paul,
D
ig.
L.8.7.た
だ
し
こ
れ
は
註
⑪
の
法
文
の
再
録
で
あ
る
︒
新
保
︵
二

〇
一
六
年
︶︑
三
〇
二
頁
︒

⑬

Pom
ponius,
D
ig.
L.12.14.
cf.
M
odestinus,
D
ig.
L.12.9.

⑭

U
lpian,
D
ig.
L.
12.
1
;
U
lpian,
D
ig.
L.
12.
3
;
U
lpian,
D
ig.
12.
6
;

U
lpian,D
ig.L.12.8
;M
odestinus,D
ig.L.12.11
;M
odestinus,D
ig.L.

12.12
;
Papirius,
D
ig.
L.12.13
;
Pom
ponius,
D
ig.
L.12.14.
cf.
U
lpian,

D
ig.L.12.2
;M
arcian,D
ig.L.12.4
;Paul,D
ig.L.12.7.こ
れ
ら
の
史
料

に
つ
い
て
は
︑
N
g
(2015),106-108や
新
保
︵
二
〇
一
六
年
︶︑
二
九
九

三
三

八
頁
を
主
に
参
照
︒

⑮

林
︵
一
九
八
六
年
︶︑
二
一
一

二
一
四
頁
︒

⑯

I.
T
ralleis
146.

⑰

IA
ph2007.11.16,
ll.1-11.

⑱

当

該

碑

文

に

つ

い

て

は

次

を

参

照
︒
J.
R
eynolds,
“H
onouring

B
enefactors
at
A
phrodisias
:A
N
ew
Inscription”,in
C
h.R
oueché
and

R
.
R
.
R
.
Sm
ith
(eds.),
A
phrodisias
P
apers
3
:
T
he
Setting
and

Q
u
arries,
M
yth
ological
an
d
O
th
er
S
cu
lptu
ral
D
ecoration,

A
rchitectural
D
evelopm
ent,
P
ortico
of
T
iberius,
and
T
etrapylon,

A
nn
A
rbor,1996,121-126.

⑲

特
権
と
し
て
の
ポ
リ
ス
内
︑
つ
ま
り
都
市
の
市
壁
内
部
に
お
け
る
埋
葬
︑
お
よ

び
葬
儀
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
︒
C
h.
T
.
K
uhn,“T
he
R
efusal
of
the

H
ighest
H
onours
by
M
em
bers
of
the
U
rban
E
lite
in
R
om
an
A
sia

M
inor”,in
A
.H
eller
and
O
.M
.van
N
ijf
(eds.),T
he
P
olitics
of
H
onour

in
the
G
reek
C
ities
of
the
R
om
an
E
m
pire,
Leiden,2017,199-202.

⑳

R
eynolds
(1996),125f.

㉑

R
eynolds
は
場
所
代
が
徴
収
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
︒
R
eynolds
(1996),125.

し
か
し
︑
そ
の
金
銭
の
具
体
的
な
管
理
主
体
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
︒

㉒

I.
E
phesos
445.

㉓

I.
E
phesos
454.

㉔

V
itr.
D
e
arch.
II.8.12.

㉕

V
itr.
D
e
arch.
V
.1.4.

㉖

V
itr.
D
e
arch.
V
.1.1-2.

㉗

G
.
D
escham
ps
et
G
.
C
ousin,
“Inscription
de
M
agnésie
du
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M
éandre”,
B
C
H
12
(1888),204-223.

㉘

三
つ
の
役
職
と
は
︑
“λειτο

υ
ρ
γ
ό
ς

”︑
“ἀν

τιγ
ρ
α
φ
εύ
ς

”︑
“πρ

α
γ
µ
α
τικ

ό
ς

”

で
あ
り
︑
D
escham
ps
et
C
ousin
(1888),213
に
よ
れ
ば
︑
最
初
の
も
の
は
宗

教
に
関
係
し
︑
残
り
の
二
つ
は
財
政
に
関
わ
る
役
職
で
あ
る
と
い
う
︒

㉙

T
.
R
.
S.
B
roughton,“R
om
an
A
sia
M
inor”,
in
T
.
F
rank
(ed.),
A
n

E
conom
ic
Survey
of
A
ncient
R
om
e
IV
,
B
altim
ore,
1938,
800f.;

M
igeotte
(1995),85.

第
三
章

文
化
資
本
と
し
て
の
祝
祭

第
一
節

祝
祭
の
経
費
確
保
を
め
ぐ
っ
て

さ
て
こ
こ
か
ら
は
︑
二
世
紀
の
間
を
境
と
し
て
︑
公
共
建
築
物
に
代
わ
っ
て
︑﹁
競
技
祭
の
爆
発
﹂
と
形
容
さ
れ
る
ほ
ど
流
行
す
る
よ
う
に

な
っ
た
祝
祭
の
検
討
に
移
ろ
う①
︒

祝
祭
に
お
け
る
ス
ト
ッ
ク
の
確
保
に
関
し
て
は
︑
二
世
紀
初
め
に
興
味
深
い
事
例
が
見
出
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
治
下
︑
一

二
四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
︑
小
ア
ジ
ア
南
部
は
オ
イ
ノ
ア
ン
ダ
に
お
け
る
ガ
イ
オ
ス
・
ユ
リ
オ
ス
・
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
に
よ
る
音
楽
競
技
祭

創
設
で
あ
る
︒
彼
に
よ
る
競
技
祭
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
様
々
な
規
定
を
刻
ん
だ
碑
文
に
よ
っ
て
比
較
的
詳
細
な
情
報
が
判
明
し
て
い
る②
︒
彼
が

創
設
し
た
競
技
祭
は
︑
最
終
的
に
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
承
認
を
経
て
晴
れ
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
そ
の
交
渉
に
は
少
な
く
と
も

一
年
を
要
し
て
い
る③
︒
こ
の
よ
う
に
交
渉
が
や
や
難
航
し
た
の
は
︑
主
に
開
催
資
金
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑

碑
文
冒
頭
に
付
さ
れ
て
い
る
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
短
い
書
簡
の
中
で
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
が
拠
出
す
る
資
金
が
ま
さ
に
同
帝
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る④
︒

こ
の
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
に
よ
る
四
年
毎
の
音
楽
競
技
祭
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
イ
ア
祭
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
開
催
資
金
を
確
保
す
る
方
法
を
め
ぐ
っ

て
は
︑
ま
さ
に
競
技
祭
の
経
済
的
な
持
続
性
が
意
識
さ
れ
て
い
る⑤
︒
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
︑﹁
恒
久
的
資
金
が
残
る
こ
と
を
望
み
つ
つ
﹂︑
ま
ず
彼

自
身
︑
あ
る
い
は
そ
の
後
継
者
が
︑
毎
年
一
〇
〇
〇
デ
ナ
リ
ウ
ス
ず
つ
を
︑
後
に
同
額
の
収
益
を
上
げ
る
土
地
が
指
定
さ
れ
る
ま
で
支
払
う
と
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す
る
︒
そ
し
て
︑
競
技
祭
ま
で
の
三
年
間
︑
都
市
の
公
職
で
あ
る
二
十
人
委
員
の
一
人
が
︑
毎
年
追
加
で
支
払
わ
れ
る
一
〇
〇
〇
デ
ナ
リ
ウ
ス

を
所
定
の
利
子
と
と
も
に
誰
か
に
貸
し
つ
け
る
︑
あ
る
い
は
自
ら
運
用
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
競
技
祭
が
開
催
さ
れ
る
四
年
目
の

年
に
支
払
わ
れ
る
一
〇
〇
〇
デ
ナ
リ
ウ
ス
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
︒
結
果
的
に
︑
そ
の
利
子
収
入
と
併
せ
た
資
金
は
︑
競
技
祭
が
開
催
さ
れ
る

ま
で
に
は
︑
四
四
五
〇
デ
ナ
リ
ウ
ス
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒﹁
複
利
は
な
し
でχ

ω
ρ
ὶς
ἀ
ν
α
το
κ
ισ
µ
ο
ῦ

﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
競

技
祭
の
資
金
確
保
は
次
の
よ
う
な
計
算
式
に
な
る
︒
す
な
わ
ち
︑
(1000+Z)+(1000+2Z)+(1000+3Z)+1000
＝
4450
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え

Z
＝
75
と
な
り
︑
年
利
は
七
・
五
％
で
あ
る⑥
︒
こ
の
碑
文
に
解
説
を
加
え
た
Ｍ
・
ヴ
ェ
ル
レ
は
︑
こ
の
年
利
率
は
当
時
の
小
ア
ジ
ア
で
一
般

的
で
あ
っ
た
九
％
に
比
べ
て
低
利
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
貸
し
付
け
を
容
易
に
す
る
こ
と
が
図
ら
れ
た
と
述
べ
る⑦
︒
続
く
個
所
で
は
︑
こ
の
四

四
五
〇
デ
ナ
リ
ウ
ス
の
使
途
が
指
示
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
最
初
の
三
年
の
二
十
人
委
員
を
務
め
る
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
の
甥
シ
モ
ニ
デ
ス
︑
な
ら
び

に
彼
を
引
き
継
ぐ
二
十
人
委
員
が
︑
土
地
を
正
当
に
管
理
し
︑
収
入
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒
競
技
祭
の
前
年
に
は
評
議
員
か

ら
競
技
祭
の
監
督
に
あ
た
る
ア
ゴ
ノ
テ
テ
ス
が
選
出
さ
れ
︑
そ
の
者
は
競
技
祭
が
終
っ
た
後
︑
私
費
を
供
与
す
る
こ
と
な
く
︑
競
技
祭
の
支

出
・
収
入
を
計
算
し
︑
二
十
人
委
員
に
対
し
て
説
明
す
べ
き
と
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
規
定
に
違
反
す
る
者
に
は
︑
多
額
の
罰
金
が
課
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
デ
モ
ス
テ
ネ
イ
ア
祭
の
開
催
資
金
は
︑
金
銭
の
貸
し
付
け
に
よ
る
利
子
収
入
に
基
づ
い
て
お
り
︑
そ
の
金
銭
を
生
む
土
地
が
維

持
さ
れ
続
け
る
限
り
は
︑
継
続
的
に
そ
の
資
金
が
確
保
さ
れ
え
た
の
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
は
︑
比
較
的
少
額
の
初
期
費
用
だ

け
で
も
っ
て
︑
競
技
祭
の
開
催
を
経
済
的
に
持
続
可
能
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る⑧
︒
土
地
の
管
理
の
徹
底
や
ア
ゴ
ノ
テ
テ
ス
に
よ
る
私
費
提

供
の
禁
止
と
い
う
条
項
か
ら
も
︑
個
人
の
経
済
的
負
担
を
で
き
る
限
り
回
避
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
垣
間
見
え
る
︒
ヴ
ェ
ル
レ
に
よ
れ
ば
︑

実
際
デ
モ
ス
テ
ネ
イ
ア
祭
は
少
な
く
と
も
約
一
〇
〇
年
間
は
継
続
的
に
開
催
さ
れ
た
と
い
う⑨
︒

利
子
収
入
に
よ
る
競
技
祭
の
開
催
資
金
確
保
に
つ
い
て
は
︑
小
ア
ジ
ア
南
西
部
の
都
市
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
で
も
確
認
さ
れ
る
︒
二
世
紀
末

の
コ
ン
モ
ド
ゥ
ス
帝
期
︑
フ
ラ
ウ
ィ
オ
ス
・
リ
ュ
シ
マ
コ
ス
に
よ
る
競
技
祭
創
設
を
め
ぐ
っ
て
︑
マ
ル
コ
ス
・
ウ
ル
ピ
オ
ス
・
ア
ッ
プ
レ
イ
オ
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ス
・
エ
ウ
リ
ュ
ク
レ
ス
が
そ
の
会
計
監
査
報
告
を
行
っ
て
い
る⑩
︒
こ
の
エ
ウ
リ
ュ
ク
レ
ス
は
︑
皇
帝
任
命
の
﹁
都
市
監
督
官

curator
rei

publicae﹂
で
あ
り
︑
主
に
都
市
財
政
の
監
査
を
担
っ
た⑪
︒
彼
に
よ
る
監
査
報
告
を
刻
ん
だ
碑
文
の
中
で
は
︑
増
加
さ
せ
る
必
要
の
あ
っ
た
資

金
を
確
保
す
る
ま
で
競
技
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
︑
今
や
資
金
の
総
額
が
一
二
〇
〇
〇
〇
デ
ナ
リ
ウ
ス
に
達
し
︑
三
一
八
三
九

デ
ナ
リ
ウ
ス
の
利
息
も
こ
れ
に
加
わ
る
と
あ
る
︒
前
述
の
デ
モ
ス
テ
ネ
イ
ア
祭
の
事
例
の
よ
う
に
詳
細
な
資
金
管
理
に
つ
い
て
の
情
報
は
な
い

が
︑
こ
こ
で
も
利
子
収
入
に
よ
る
資
金
の
確
保
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
エ
ウ
リ
ュ
ク
レ
ス
は
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
に
お
い
て
さ
ら
に
︑
カ
ッ
リ
ク
ラ
テ
ス
の
競
技
祭
︑
ア
ド
ラ
ス
ト
ス
の
競
技
祭
︑
ユ
リ
ア

ノ
ス
の
競
技
祭
︑
フ
ィ
レ
モ
ン
の
競
技
祭
に
つ
い
て
も
会
計
監
査
を
行
っ
て
い
る⑫
︒
こ
こ
で
も
︑﹁
利
息
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の

総
額
に
達
し
た
と
き
にὅ

τα
ν
τὸ

κ
εφ

ά
λ
α
ιο
ν
σ
υ
ν
έλ
θ
ῃ
ὡ
ς
το
κ
ο
φ
ο
ρ
εῖν

﹂
競
技
祭
が
開
催
さ
れ
る
と
あ
り
︑
十
分
な
利
子
収
入
の
確
保

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
競
技
祭
創
設
に
際
し
て
︑
オ
イ
ノ
ア
ン
ダ
の
事
例
か
ら
は
︑
そ
の
資
金
を
め
ぐ
っ
て
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
承
認
が
求
め
ら

れ
た
こ
と
︑
そ
し
て
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
事
例
か
ら
は
︑
都
市
監
督
官
と
い
う
外
部
に
よ
る
会
計
監
査
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
︑
か
か
る

問
題
に
つ
い
て
一
定
の
ロ
ー
マ
当
局
の
介
入
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
︒
こ
の
よ
う
な
祝
祭
に
対
す
る
ロ
ー
マ
当
局
の
介
入
は
︑
他

の
面
で
も
確
認
さ
れ
る
︒
再
び
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
治
下
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
イ
ア
祭
創
設
か
ら
︑
お
よ
そ
十
年
後
の
一
三
〇
年
代
初
め
の
こ
と
で
あ

る
︒
そ
の
と
き
︑
同
帝
は
ギ
リ
シ
ア
の
音
楽
競
技
組
合
に
三
通
の
書
簡
を
し
た
た
め
て
お
り
︑
そ
の
書
簡
を
刻
ん
だ
碑
文
が
︑
二
〇
〇
三
年
に

小
ア
ジ
ア
北
西
部
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
・
ト
ロ
ア
ス
市
の
跡
で
発
見
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
は
︑
祝
祭
︑
と
り
わ
け
競
技
祭
に
関
す
る
様
々

な
規
定
が
記
さ
れ
て
お
り
︑
近
年
︑
多
く
の
研
究
者
の
注
目
を
集
め
て
い
る
︒
そ
の
碑
文
に
お
け
る
第
一
書
簡
冒
頭
を
以
下
に
引
用
す
る
︒

余
は
次
の
こ
と
を
命
じ
る
︒
す
べ
て
の
競
技
祭
が
執
り
行
わ
れ
る
と
と
も
に
︑
慣
習
︑
決
議
︑
そ
し
て
命
令
に
し
た
が
っ
て
︑
ポ
リ
ス
は
競
技
祭
の
た
め

に
確
保
さ
れ
る
資
金
を
他
の
用
途
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑
余
は
競
技
者
に
与
え
ら
れ
る
報
奨
︑
あ
る
い
は
勝
者
に
与
え
る
と
こ
ろ
の
寄
贈
物
に
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由
来
す
る
金
銭
を
建
築
物
の
整
備
の
た
め
に
投
じ
る
こ
と
も
許
可
し
な
い
︒
も
し
ポ
リ
ス
が
︑
贅
沢
や
華
美
の
た
め
で
な
く
︑
余
が
飢
饉
の
際
︑
小
麦
を

調
達
し
た
よ
う
に
︑
緊
急
で
何
ら
か
の
収
入
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
︑
そ
の
と
き
は
余
に
書
簡
を
し
た
た
め
よ
︒
し
か
し
︑
余
の
承
認
な
し
に
︑

他
の
い
か
な
る
こ
と
の
た
め
に
も
︑
競
技
祭
の
た
め
に
割
り
当
て
ら
れ
た
こ
の
金
銭
を
用
い
る
こ
と
は
認
め
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
競
技
祭
を
宣
言
し
︑

競
技
者
を
呼
び
集
め
て
お
き
な
が
ら
︑
彼
ら
が
到
着
し
た
後
︑
す
ぐ
に
︑
あ
る
い
は
開
始
後
初
め
の
段
階
で
︑
あ
る
い
は
し
ば
ら
く
経
過
し
た
時
点
で
︑

そ
の
祝
祭
を
解
散
す
る
こ
と
は
︑
不
正
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
︑
詐
欺
で
さ
え
あ
る
の
だ
か
ら⑬
︒

ま
ず
引
用
冒
頭
で
は
︑
競
技
の
勝
者
へ
の
報
奨
を
は
じ
め
と
す
る
競
技
祭
に
と
っ
て
必
要
な
金
銭
を
︑
建
築
物
な
ど
他
の
こ
と
に
使
用
し
て
は

な
ら
な
い
︑
と
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
は
命
じ
て
い
る
︒
他
方
彼
は
︑
至
急
金
銭
を
調
達
す
る
必
要
が
あ
る
際
は
︑
そ
の
旨
を
知
ら
せ
る
よ
う
に
と

も
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
際
は
︑
同
帝
が
不
足
分
の
資
金
を
拠
出
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
は
ほ
の
め
か
さ
れ
て
い
よ
う
︒
そ
し
て
︑
競
技
祭
の
た
め

の
金
銭
を
転
用
す
る
際
は
︑
同
帝
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
る
︒
以
上
の
規
定
は
︑
資
金
不
足
な
ど
に
よ
っ
て
競
技
祭
を
中
止
す
る

こ
と
で
︑
せ
っ
か
く
集
っ
た
競
技
者
を
欺
く
か
の
よ
う
な
事
態
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
︒

右
の
碑
文
史
料
か
ら
は
︑
ロ
ー
マ
当
局
に
よ
る
競
技
祭
の
持
続
的
開
催
へ
の
期
待
が
読
み
取
れ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
持
続
性
を
担
保
す
る
た

め
に
︑
い
か
に
競
技
祭
の
財
政
面
が
重
要
で
あ
る
か
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
そ
の
持
続
性
の
程
度
に
つ
い
て
は
︑
少
な
く

と
も
右
の
史
料
か
ら
は
︑
オ
イ
ノ
ア
ン
ダ
の
デ
モ
ス
テ
ネ
イ
ア
祭
の
よ
う
に
一
〇
〇
年
も
継
続
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
か
は
判
然
と
し

な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
時
代
か
ら
お
よ
そ
七
〇
年
後
の
セ
プ
テ
ィ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ
ル
ス
帝
治
世
︑
小
ア
ジ
ア
西
部
中
央
の
都
市
サ
ル

デ
ィ
ス
に
お
け
る
競
技
祭
財
政
に
関
す
る
法
文
史
料
に
は
︑
利
子
収
入
と
の
言
明
は
な
い
も
の
の
︑
そ
の
競
技
祭
に
対
す
る
あ
る
人
物
の
遺
贈

金
は
︑
一
回
限
り
の
も
の
で
は
な
く
︑
永
久
的
な
定
期
金
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
あ
る⑭
︒
し
た
が
っ
て
︑
遅
く
と
も
二
世
紀
か
ら
三
世
紀
に
移

行
す
る
時
点
で
は
︑
ロ
ー
マ
側
も
競
技
祭
の
永
続
的
な
開
催
を
期
待
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

右
記
の
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
書
簡
に
関
し
て
︑
ロ
ー
マ
側
が
考
え
る
競
技
祭
開
催
の
持
続
性
の
程
度
に
つ
い
て
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
も
の

22 (582)



の
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
競
技
祭
の
創
設
︑
開
催
に
お
け
る
経
済
的
側
面
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
ま
た
︑
右
記
引
用
に

続
く
個
所
で
は
︑
規
定
に
反
す
る
不
正
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
は
召
喚
し
︑
不
正
の
説
明
を
さ
せ
た
上
で
︑
罰
則
が
課
せ
ら
れ
る
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も⑮
︑
同
問
題
の
重
要
性
が
窺
え
よ
う
︒
皇
帝
の
書
簡
を
刻
ん
だ
こ
の
碑
文
は
︑
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
・
ト
ロ
ア
ス
で
出
土
し

て
い
る
も
の
の
︑
そ
の
書
簡
自
体
は
︑
都
市
と
ロ
ー
マ
当
局
を
媒
介
す
る
な
ど
地
域
的
に
活
動
し
て
い
た
音
楽
競
技
組
合
に
宛
て
ら
れ
て
い
る

こ
と
︑
そ
し
て
︑﹁
す
べ
て
の
人
に
認
識
さ
れ
る
よ
う
にὡ

ς
π
ᾶ
σ
ιν

εἴη
γ
ν
ώ
ρ
ιµ
α

﹂
こ
の
書
簡
を
碑
文
と
し
て
建
立
す
る
と
と
も
に
︑
そ

の
内
容
が
各
祝
祭
時
に
お
い
て
公
告
さ
れ
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら⑯
︑
右
の
規
定
は
あ
る
程
度
他
地
域
に
も
敷
衍
さ
れ
て
い
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
諸
都
市
に
お
け
る
書
簡
の
公
示
︑
公
告
が
遵
守
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
遅
く
と
も
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
期
ま
で

に
小
ア
ジ
ア
の
都
市
は
︑
新
た
な
競
技
祭
創
設
に
伴
う
経
済
的
な
問
題
に
つ
い
て
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

以
上
の
状
況
を
建
築
物
の
場
合
と
比
較
す
る
と
︑
祝
祭
の
経
費
に
つ
い
て
は
︑
利
子
収
入
に
よ
る
経
済
的
な
持
続
性
︑
す
な
わ
ち
祝
祭
の
経

済
的
ス
ト
ッ
ク
面
の
安
定
が
意
識
さ
れ
て
い
る
事
例
が
目
立
つ⑰
︒
も
ち
ろ
ん
︑
開
催
費
用
の
支
払
い
形
態
に
つ
い
て
具
体
的
に
明
示
さ
れ
な
い

場
合
も
少
な
く
な
い
以
上
︑
持
続
的
な
費
用
確
保
の
方
法
が
遍
く
普
及
し
た
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
ま
た
︑
利
子
収
入
に
基
づ
く
経

費
の
確
保
は
ロ
ー
マ
時
代
に
新
規
な
方
策
と
い
う
わ
け
で
も
な
い⑱
︒
む
し
ろ
︑
ロ
ー
マ
時
代
に
特
徴
的
な
の
は
︑
祝
祭
が
流
行
し
始
め
る
当
初

よ
り
︑
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
に
代
表
さ
れ
る
ロ
ー
マ
当
局
が
関
与
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
ロ
ー
マ
当
局
は
︑
皇
帝
自
身
や
都
市
監
督
官
を
通

し
て
︑
小
ア
ジ
ア
都
市
の
祝
祭
に
お
け
る
財
政
的
状
況
を
監
査
し
た
︒
ま
た
︑
ロ
ー
マ
当
局
に
よ
る
競
技
祭
開
催
の
保
証
の
獲
得
と
い
う
点
で
︑

都
市
と
ロ
ー
マ
皇
帝
の
間
に
立
っ
た
競
技
組
合
の
活
動
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い⑲
︒
彼
ら
の
関
与
を
通
し
て
︑
オ
イ
ノ
ア
ン
ダ
の
デ
モ
ス
テ

ネ
イ
ア
祭
の
事
例
で
み
た
よ
う
に
︑
有
力
者
個
人
が
多
額
の
私
費
を
投
入
し
た
結
果
陥
る
可
能
性
が
あ
る
財
政
破
綻
を
回
避
し
つ
つ
︑
確
実
に

祝
祭
を
開
催
で
き
る
状
況
が
︑
二
世
紀
初
め
に
模
索
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
文
化
資
本
と
し
て
の
祝
祭
の
維
持
に
関
し

て
は
︑
経
済
的
な
持
続
性
が
強
く
意
識
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
そ
う
し
た
意
識
を
都
市
側
と
ロ
ー
マ
側
が
あ
る
程
度
共
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
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第
二
節

祝
祭
が
も
た
ら
す
経
済
的
利
益

い
か
に
都
市
有
力
者
の
財
政
破
綻
を
回
避
し
て
︑
祝
祭
の
た
め
の
経
費
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
︑
こ
れ
だ
け
で
は
﹁
競
技

祭
の
爆
発
﹂
と
形
容
さ
れ
る
ほ
ど
の
祝
祭
ブ
ー
ム
を
説
明
す
る
要
因
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
ど
う
し
て
︑
ロ
ー
マ
当
局
の
許

可
を
求
め
て
ま
で
︑
公
共
建
築
物
の
造
営
で
は
な
く
︑
祝
祭
の
開
催
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
︑
ど
う
し
て
そ
の
祝
祭
ブ
ー
ム

は
二
世
紀
の
間
を
境
と
し
て
始
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
筆
者
は
以
前
︑
こ
の
問
題
に
対
し
て
︑
都
市
間
競
争
の
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み

た⑳
︒
そ
の
文
脈
の
中
で
は
︑
ロ
ー
マ
当
局
と
の
良
好
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
を
通
し
て
︑
ロ
ー
マ
の
権
威
も
他
都
市
に
対
抗
す
る
た
め
に
諸

都
市
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
で
は
依
然
時
期
の
問
題
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
都
市
間
で
競
争

す
る
姿
勢
は
二
世
紀
以
前
に
す
で
に
小
ア
ジ
ア
の
都
市
で
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る㉑
︒
で
は
︑
い
っ
た
い
な
ぜ
祝
祭
の
流
行
は
二
世
紀
ご
ろ
よ
り

始
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
都
市
の
名
誉
を
高
め
る
こ
と
で
都
市
間
の
競
争
に
資
す
る
以
外
に
︑
祝
祭
が
も
た
ら
す
利
益
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
︒
そ
の
重
要
な
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
︑
祝
祭
の
フ
ロ
ー
と
し
て
の
経
済
的
な
利
益
で
あ
る
︒
本
節
で
は
こ
の
点
を
検
討
す
る
︒

い
わ
ゆ
る
古
典
期
よ
り
︑
ギ
リ
シ
ア
世
界
の
祝
祭
時
に
は
市
が
立
つ
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た㉒
︒
ロ
ー
マ
帝
政
期
に
お
い
て
も
そ
の
慣
習
は

維
持
さ
れ
て
い
た
︒
弁
論
家
デ
ィ
オ
ン
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
は
︑
四
大
祝
祭
の
一
つ
で
あ
る
イ
ス
ト
ミ
ア
祭
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
描
写
す

る
︒

ま
た
そ
の
と
き
は
︑
多
く
の
哀
れ
な
詭
弁
家
た
ち
が
︑
ポ
セ
イ
ド
ン
神
殿
の
周
り
で
互
い
に
罵
り
合
い
︑
彼
ら
の
弟
子
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
互
い
に
取
っ

組
み
あ
っ
た
り
︑
多
く
の
作
家
が
彼
ら
の
く
だ
ら
な
い
作
品
を
読
み
上
げ
た
り
︑
多
く
の
詩
人
が
彼
ら
の
詩
を
朗
読
し
︑
他
の
者
は
そ
れ
に
拍
手
を
加
え

た
り
︑
多
く
の
奇
術
師
が
技
を
見
せ
た
り
︑
多
く
の
占
い
師
が
運
命
を
解
し
た
り
︑
多
く
の
法
律
家
は
判
決
を
ゆ
が
め
た
り
︑
そ
し
て
︑
少
な
く
な
い
商

人
た
ち
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
品
を
何
で
も
売
り
に
出
し
た
り
す
る
の
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た㉓
︒
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ス
ト
ラ
ボ
ン
も
証
言
す
る
よ
う
に
︑
祝
祭
が
開
催
さ
れ
れ
ば
︑
方
々
よ
り
様
々
な
人
が
集
っ
て
く
る㉔
︒
そ
う
し
て
集
っ
た
人
々
を
前
に
︑
作
家

た
ち
は
自
ら
の
作
品
を
披
瀝
し
︑
他
方
で
︑
商
人
た
ち
は
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
売
り
代
な
す
の
で
あ
る
︒
別
の
個
所
で
も
デ
ィ
オ
ン
は
こ
の
点
を

強
調
す
る㉕
︒
デ
ィ
オ
ン
以
外
に
も
︑
ポ
リ
ュ
ビ
オ
ス
︑
ス
ト
ラ
ボ
ン
︑
パ
ウ
サ
ニ
ア
ス
と
い
っ
た
ギ
リ
シ
ア
人
作
家
が
︑
祝
祭
に
伴
う
市
と
そ

の
活
況
ぶ
り
を
伝
え
て
い
る㉖
︒

デ
ィ
オ
ン
は
︑
祝
祭
時
の
状
況
で
は
な
い
が
︑
祝
祭
同
様
︑
各
地
か
ら
人
々
が
集
う
行
事
で
あ
る
巡
回
裁
判
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
重
要
な

証
言
も
残
し
て
い
る
︒

結
果
的
に
︑
商
品
を
売
る
も
の
は
多
く
の
も
う
け
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
︑
ポ
リ
ス
に
お
い
て
は
誰
一
人
と
し
て
働
か
な
い
者
は
い
な
い
︒

牛
馬
︑
建
物
︑
女
性
で
さ
え
も
働
く
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
れ
は
︑
繁
栄
に
少
な
か
ら
ざ
る
貢
献
を
な
す
の
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
人
々
が
群
れ
を
な

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
も
︑
私
た
ち
は
多
額
の
金
銭
を
見
つ
け
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る㉗
︒

巡
回
裁
判
の
開
催
地
と
な
っ
た
都
市
に
は
︑
祝
祭
同
様
︑
各
地
か
ら
人
々
が
や
っ
て
来
る
た
め
︑
こ
れ
を
好
機
と
捉
え
て
商
人
ば
か
り
で
な
く
︑

女
性
で
さ
え
働
く
と
い
う
︒
重
要
な
こ
と
に
︑
こ
う
し
た
機
会
は
商
人
に
利
益
を
得
さ
せ
る
の
み
な
ら
ず
︑
都
市
自
体
の
繁
栄
に
貢
献
す
る
も

の
で
あ
る
と
デ
ィ
オ
ン
は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
彼
に
よ
る
誇
張
の
可
能
性
も
あ
る
が
︑
故
郷
の
プ
ル
サ
市
民
を
前
に
述
べ
た
彼
の
別

の
弁
論
で
は
︑
都
市
に
必
要
な
も
の
を
賄
う
た
め
に
︑
例
と
し
て
﹁
評
議
会
加
入
料
か
らἀ

π
ὸ
τῶ

ν
β
ο
υ
λ
ευ
τικ

ῶ
ν

﹂
と
﹁
巡
回
裁
判
の
ゆ

え
に
増
加
し
た
収
入
か
らἀ

π
ὸ
τῶ

ν
π
ρ
ο
σ
ό
δ
ω
ν
η
ὐ
ξ
η
µ
έν
ω
ν
δ
ιὰ

τὴ
ν
δ
ιο
ίκ
η
σ
ιν

﹂
財
源
が
提
供
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る㉘
︒
新
保

は
︑
ま
さ
に
プ
ル
サ
の
評
議
会
定
員
増
加
に
関
す
る
デ
ィ
オ
ン
の
記
述
を
も
と
に
︑﹁
評
議
会
加
入
料
﹂
は
日
常
的
に
は
規
模
が
小
さ
い
も
の

の
︑
評
議
員
の
定
員
増
加
に
よ
っ
て
大
き
な
都
市
の
臨
時
収
入
と
な
り
え
た
と
指
摘
す
る㉙
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
評
議
会
加
入
料
と
巡
回
裁
判
時
の
収

入
が
併
記
さ
れ
︑
両
者
は
と
も
に
臨
時
収
入
的
な
側
面
が
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
︑
前
者
は
都
市
の
収
入
に
な
り
え
た
こ
と
か
ら
︑
巡
回
裁
判
に
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よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
収
入
も
︑
一
時
的
な
も
の
で
あ
れ
︑
実
際
に
都
市
が
獲
得
し
た
重
要
な
経
済
的
利
益
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
巡
回
裁
判
と
同
様
の
都
市
の
経
済
的
活
況
を
呈
す
る
祝
祭
時
に
お
い
て
も
︑
都
市
が
そ
の
繁
栄
に
資
す
る
何
ら
か
の
経

済
的
利
益
を
得
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
で
は
︑
そ
の
利
益
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︒
さ
し
あ
た
り
︑
碑
文
史
料
に
お
け
る
証
言
を

確
認
し
た
後
に
こ
の
問
題
を
検
討
し
よ
う
︒

前
節
で
検
討
し
た
デ
モ
ス
テ
ネ
イ
ア
祭
に
関
す
る
碑
文
の
中
に
は
︑
市
場
に
関
す
る
規
定
も
含
ま
れ
て
い
る㉚
︒
そ
の
祝
祭
の
日
程
を
記
す
中

で
︑
全
二
十
二
日
間
中
︑
第
六
日
目
が
市
場
の
た
め
の
日
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
︒
続
く
個
所
で
は
︑
祝
祭
時
に
お
け
る
穀
物
供
給
や
市
場

で
の
取
引
を
監
督
す
る
パ
ネ
ギ
ュ
リ
ア
ル
コ
ス
な
る
役
職
に
関
す
る
規
定
が
記
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
祝
祭
時
の
市
場
は
︑
そ
れ
自
体
独
立

し
て
祝
祭
の
日
程
に
組
み
込
ま
れ
る
と
と
も
に
︑
特
別
の
役
職
者
に
よ
る
監
督
が
必
要
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
さ

ら
に
同
史
料
に
は
︑
祝
祭
期
間
中
に
取
引
さ
れ
る
品
々
の
免
税
措
置
に
関
す
る
規
定
も
あ
る
︒
祝
祭
時
に
お
け
る
商
取
引
の
免
税
措
置
は
︑
類

例
が
い
く
ら
か
み
ら
れ
︑
と
き
に
皇
帝
の
認
可
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た㉛
︒
こ
の
免
税
措
置
に
つ
い
て
検
討
し
た
Ｌ
・
デ
・
リ
フ
ト
は
︑
祝
祭

時
に
お
け
る
経
済
的
利
益
は
主
に
非
市
民
の
手
に
渡
っ
た
と
し
た
上
で
︑
皇
帝
の
認
可
に
基
づ
く
と
い
う
点
か
ら
︑
免
税
は
都
市
に
と
っ
て
の

経
済
的
利
益
と
い
う
よ
り
は
︑
都
市
の
名
誉
の
た
め
で
あ
っ
た
と
解
釈
し
た㉜
︒
ま
た
彼
は
︑
実
質
的
に
免
税
措
置
は
︑
祝
祭
に
集
う
群
衆
へ
の

食
料
供
給
を
円
滑
に
す
る
も
の
だ
っ
た
と
も
指
摘
し
て
い
る
︒

か
か
る
見
解
は
︑
祝
祭
時
に
都
市
が
経
済
的
利
益
を
獲
得
し
て
い
た
と
い
う
︑
デ
ィ
オ
ン
の
証
言
に
基
づ
い
て
導
か
れ
た
像
と
一
見
矛
盾
す

る
よ
う
で
あ
る
︒
デ
ィ
オ
ン
は
免
税
措
置
が
な
さ
れ
て
い
な
い
状
況
を
想
定
し
て
お
り
︑
ひ
と
た
び
免
税
が
付
さ
れ
る
と
都
市
の
経
済
的
利
益

が
喪
失
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

祝
祭
と
同
時
開
催
さ
れ
る
市
な
ど
に
よ
っ
て
都
市
が
獲
得
す
る
経
済
的
利
益
は
︑
そ
の
際
に
取
引
さ
れ
る
品
々
に
課
さ
れ
る
税
金
に
の
み
基

づ
く
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
︑
第
二
章
第
二
節
で
の
検
討
結
果
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒
す
な
わ
ち
︑
公
共
建
築
物
の
一
部

が
商
売
の
た
め
の
場
所
と
し
て
商
人
に
貸
し
出
さ
れ
︑
そ
こ
で
徴
収
さ
れ
た
賃
料
が
何
ら
か
の
公
的
財
源
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
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あ
る
︒
こ
の
こ
と
と
︑
少
な
く
と
も
デ
モ
ス
テ
ネ
イ
ア
祭
に
お
け
る
免
税
範
囲
が
期
間
中
に
取
引
さ
れ
る
品
物
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
る
な
ら
ば
︑
た
と
え
祝
祭
時
に
免
税
措
置
が
取
ら
れ
た
と
し
て
も
︑
多
数
集
っ
て
く
る
商
人
の
た
め
の
場
所
代
が
何
ら
か
の
公
的
収
入
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
租
税
免
除
が
多
く
の
商
人
を
引
き
つ
け
た
と
い
う
ス
ト
ラ
ボ
ン
の
記
述
を
考
慮
す
る
な
ら
ば㉝
︑
商
人
の
場
所

代
に
基
づ
く
そ
の
収
入
は
い
っ
そ
う
増
加
し
た
こ
と
だ
ろ
う㉞
︒
こ
の
よ
う
に
︑
た
と
え
免
税
に
よ
っ
て
非
市
民
が
利
益
を
得
る
と
は
い
え
︑
都

市
が
あ
る
程
度
の
経
済
的
利
益
を
確
保
す
る
と
と
も
に
︑
デ
ィ
オ
ン
の
言
が
免
税
時
の
状
況
を
想
定
し
て
い
な
い
と
し
て
こ
れ
を
信
ず
れ
ば
︑

一
時
的
に
せ
よ
︑
そ
の
利
益
は
都
市
の
繁
栄
に
資
す
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
︑
建
築
物
そ
の
も
の
が
も
た
ら

す
フ
ロ
ー
と
し
て
の
経
済
的
利
益
を
含
め
た
都
市
全
体
の
経
済
的
活
性
化
が
︑
祝
祭
を
創
設
し
開
催
す
る
利
点
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

た
だ
︑
以
上
の
よ
う
な
建
築
物
や
祝
祭
を
通
し
て
確
保
さ
れ
る
経
済
的
利
益
を
管
理
す
る
主
体
に
つ
い
て
は
慎
重
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
︑
長
老
会
の
よ
う
な
都
市
の
公
的
組
織
が
金
銭
管
理
を
担
う
こ
と
も
あ
れ
ば
︑
ア
ゴ
ラ
ノ
モ
ス
や
パ
ネ
ギ
ュ
リ
ア

ル
コ
ス
な
ど
の
都
市
の
公
職
者
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
祝
祭
の
文
脈
か
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
都
市
の
神

殿
も
﹁
露
店
か
ら
の
徴
収
金τὸ

ἐκ
λ
εγ
εν

ἀ
π
ὸ
τῶ

ν
σ
κ
η
ν
ῶ
ν

﹂
を
得
て
い
た㉟
︒
つ
ま
り
︑
建
築
物
︑
お
よ
び
祝
祭
が
都
市
に
も
た
ら
す
経

済
的
利
益
に
関
し
て
は
︑
都
市
に
お
け
る
単
一
の
主
体
の
み
が
関
与
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
ひ
と
え
に
︑
公
的
収
入
の
獲
得
に

よ
る
都
市
の
経
済
的
活
況
と
い
え
ど
も
︑
そ
の
内
実
と
し
て
︑
史
料
的
な
問
題
は
あ
る
も
の
の
︑
こ
れ
ら
都
市
の
組
織
や
役
職
間
の
複
雑
な
関

係
を
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う㊱
︒

①

﹁
競
技
祭
の
爆
発
﹂
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
︒
L.
R
obert,“Les

concours
grecs”,8e
C
ongrés
international
d’épigraphie
A
thénes
1982

(1984),38.

②

SE
G
X
X
X
V
III.1462.
同
史
料
に
つ
い
て
は
以
下
も
参
照
︒
M
.
W
örrle,

Stadt
und
Fest
im
kaiserzeitlichen
K
leinasien
:
Studien
zu
einer

agonistischen
Stiftung
aus
O
inoanda,M
ünchen,1988
;C
.P.Jones,“A

N
ew
Lycian
D
ossier
E
stablishing
an
A
rtistic
C
ontest
and
F
estivalin

the
R
eign
of
H
adiran”,
JR
A
3
(1990),
484-488
;
G
.M
.
R
ogers,

“D
em
osthenes
of
O
enoanda
and
M
odel
of
E
uergetism
”,
JR
S
81

(1991),91-100.

③

W
örrle
(1988),33.

④

SE
G
X
X
X
V
III.1462,
l.4.
た
だ
し
︑
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
が
﹁
拠
出
す
る
だ
ろ

ローマ帝政前期小アジアにおける文化資本（増永）
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うδ
ώ
σ
ει

﹂
と
い
う
文
言
は
校
訂
者
に
よ
る
補
い
で
あ
る
︒

⑤

以
下
で
述
べ
る
碑
文
の
内
容
は
︑
SE
G
X
X
X
V
III.1462,
ll.11-37
に
相
当

す
る
︒

⑥

W
örrle
(1988),157.

⑦

W
örrle
(1988),161.

⑧

A
neziri
(2014),159.

⑨

W
örrle
(1988),71.
少
な
く
と
も
︑
二
三
三
年
ま
で
の
開
催
が
確
認
さ
れ
て

い
る
︒

⑩

IA
ph2007.12.538.

⑪

都
市
監
督
官
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
以
下
を
参
照
︒
G
.
P.
B
urton,“T
he

C
urator
R
ei
Publicae
:
T
ow
ards
a
R
eappraisal”,
C
hiron
9
(1979),

465-487.

⑫

IA
ph2007.15.330.

⑬

SE
G
LV
I.1359,
ll.8-15.
同
史
料
全
体
を
め
ぐ
っ
て
は
以
下
を
参
照
︒
G
.

Petzl
und
E
.Schw
ertheim
,H
adrian
und
die
dionysischen
K
ünstler
:

D
rei
in
A
lexandria
T
roas
neugefundene
B
riefe
des
K
aiser
an
die

K
ünstler-V
ereinigung,
B
onn,2006
;
C
.
P.
Jones,“T
hree
N
ew
Letters

of
the
E
m
peror
H
adrian”,
ZP
E
161
(2007),145-156
;
J.
-Y
.
Strasser,

“‘Q
u’on
fouette
les
concurrents...’
À
propos
des
lettres
d’H
adrien

retrouvées
à
A
lexandrie
de
T
roade”,
R
E
G
123
(2010),585-622.

⑭

M
arcianus,
D
ig.
X
X
X
III.1.24.

⑮

SE
G
LV
I.1359,
ll.17-18.

⑯

SE
G
LV
I.1359,
ll.52-56.

⑰

Laum
(1914),90-96.ギ
リ
シ
ア
都
市
に
お
け
る
同
種
の
祝
祭
経
費
確
保
の
手

段
は
次
の
よ
う
な
法
文
史
料
か
ら
も
知
ら
れ
る
︒
M
odestinus,
D
ig.
L.12.10.

数
は
少
な
い
も
の
の
︑
公
共
建
築
物
に
関
す
る
基
金
の
存
在
が
確
認
さ
れ
な
い
わ

け
で
は
な
い
︒
実
際
︑
小
ア
ジ
ア
北
西
部
の
都
市
キ
ュ
メ
出
土
の
紀
元
前
後
の
碑

文
︵
I.
K
ym
e
19︶
に
よ
れ
ば
︑
ロ
ー
マ
人
で
あ
る
ル
キ
ウ
ス
・
ウ
ァ
ッ
キ
ウ

ス
・
ラ
ベ
オ
が
︑
若
者
の
た
め
の
浴
場
を
建
設
し
︑
そ
の
維
持
費
と
し
て
自
ら
の

土
地
を
提
供
し
て
い
る
︒
そ
の
他
の
事
例
に
つ
い
て
は
Laum
(1914),105
を

参
照
の
こ
と
︒

⑱

L.M
igeotte,“Le
financem
ent
des
concours
dans
les
cités
hellénis-

tiques
:
essai
de
typologie”,
in
B
.
Le
G
uen
(dir.),
L
’argent
dans
les

concours
du
m
onde
grec
:
actes
du
colloque
international,
Saint-

D
enis
et
P
aris,
5-6
décem
bre
2008,Paris,2010,127-143.彼
は
︑
少
な

く
と
も
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
お
い
て
︑
利
子
収
入
を
含
む
様
々
な
経
費
確
保
の
形

態
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
︒

⑲

競
技
組
合
に
つ
い
て
は
︑
さ
し
あ
た
り
以
下
を
参
照
︒
S.
A
neziri,“W
orld

T
ravellers
:T
he
A
ssociations
of
D
ionysiac
A
rtists”,in
R
.H
unter
and

I.
R
utherford
(eds.),
W
andering
P
oets
in
A
ncient
G
reek
C
ulture
:

T
ravel,
L
ocality
and
P
an-H
ellenism
,
C
am
bridge,2009,217-236.

⑳

増
永
理
考
﹁
ロ
ー
マ
元
首
政
期
小
ア
ジ
ア
に
お
け
る
見
世
物
と
都
市

ア
フ

ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
事
例
を
中
心
と
し
て
﹂﹃
史
林
﹄
九
八

二
︵
二
〇
一
五
年
︶︑

一
〇
四

一
三
六
頁
︒

㉑

A
.
H
eller,«L
es
bêtises
des
G
recs»
:
conflits
et
rivalités
entre
cités

d’A
sie
et
de
B
ithynie
à
l’époque
rom
aine
(129
a.
C
.
-235
p.
C
.),

B
ordeaux,2006.

㉒

ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
け
る
祝
祭
と
そ
れ
に
伴
う
市
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
︒

L.de
Ligt
and
P.W
.de
N
eeve,“A
ncient
Periodic
M
arkets
:F
estivals

and
F
airs”,
A
thenaeum
66
(1988),
391-416
;
L.
de
Ligt,
Fairs
and

M
arkets
in
the
R
om
an
E
m
pire
:
E
conom
ic
and
Social
A
spects
of

P
eriodic
T
rade
in
a
P
re-Industrial
Society,A
m
sterdam
,1993,64-70
;

C
h.C
handezon,“F
oires
et
panégyries
dans
le
m
onde
grec
classique

et
hellénistique”,R
E
G
113
(2000),70-100
;F
.C
am
ia,“T
he
F
inancing
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of
F
estivals
in
the
C
ities
of
R
om
an
G
reece”,
T
yche
26
(2011),41f.

㉓

D
io
C
hrys.
O
r.
V
III.9.

㉔

Strb.
X
II.3.36.

㉕

D
io
C
hrys.
O
r.
X
X
V
II.5.

㉖

Polyb.
V
.8.5
;
Strb.
V
III.6.20
;
Paus.
X
.32.15.

㉗

D
io
C
hrys.
O
r.
X
X
X
V
.15-16.

㉘

D
io
C
hrys.
O
r.
X
LV
III.11.

㉙

新
保
︵
二
〇
一
六
年
︶︑
一
八
一
頁
︒

㉚

SE
G
X
X
X
V
III.1462,
ll.40
;59-61
;87-89.

㉛

IG
R
IV
.144
;I.
Sm
yrna
697.皇
帝
に
よ
る
承
認
に
つ
い
て
は
I.
E
phesos

212が
あ
る
︒
た
だ
し
該
当
箇
所
は
︑﹁
免
税
を
﹇
認
め
る
﹈τὴ
ν
ἀ
τέλ

εια
ν

﹇σ

υ
γ
χ
ω
ρ
ῶ

﹈﹂
と
い
う
よ
う
に
校
訂
に
よ
る
補
い
で
あ
る
︒

㉜

de
Ligt
(1993),225-234.

㉝

Strb.
X
.5.4.

㉞

C
am
ia
(2011),43.

㉟

帝
政
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
︑
ギ
リ
シ
ア
本
土
の
ボ
イ
オ
テ
ィ
ア
に
お
け
る

あ
る
神
殿
の
収
益
表
を
記
し
た
碑
文
に
よ
る
︒
D
.
K
noepfler,“L’intitulé
ou-

blié
d’un
com
pte
des
naopes
béotiens”,
in
D
.
K
noepfler
(dir.),

C
om
ptes
et
inventaires
dans
la
cité
grecque
:
actes
du
colloque

international
d’épigraphie
tenu
à
N
euchâtel
du
23
au
26
septem
bre

1986
en
l’honneur
de
Jacques
T
réheux,
N
euchâtel,1988,266.

㊱

例
え
ば
︑
Ｂ
・
デ
ィ
グ
ナ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
神
殿
は
都
市
か
ら
独
立
し

た
経
済
主
体
た
り
え
た
が
ゆ
え
に
︑
先
の
﹁
露
店
か
ら
の
徴
収
金
﹂
は
厳
密
に
は

都
市
の
収
入
と
は
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
デ
ィ
グ
ナ
ス
自
身

も
認
め
る
よ
う
に
︑
ロ
ー
マ
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
け
る
都
市
と
神
殿
は
緊

密
な
互
酬
的
関
係
を
築
い
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
︒
B
.D
ignas,E
conom
y

of
the
Sacred
in
H
ellenistic
and
R
om
an
A
sia
M
inor,
O
xford,2002.

第
四
章

文
化
資
本
変
遷
の
背
景
と
都
市
に
と
っ
て
の
意
義

第
一
節

二
世
紀
に
お
け
る
都
市
の
状
況

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
︑
公
共
建
築
物
か
ら
祝
祭
へ
と
い
う
文
化
資
本
の
変
遷
の
背
景
︑
そ
し
て
そ
の
変
遷
の
意
義
と
は
一

体
何
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
ず
本
節
で
は
︑
変
遷
の
過
渡
期
で
あ
る
二
世
紀
に
お
け
る
小
ア
ジ
ア
都
市
の
社
会
的
状
況
を
確
認
す
る
︒
そ
の
手
が
か

り
と
な
る
の
が
︑
次
に
述
べ
る
小
ア
ジ
ア
南
西
部
の
都
市
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
に
お
け
る
事
例
で
あ
る
︒

二
世
紀
初
頭
か
ら
半
ば
に
か
け
て
︑
同
市
で
は
マ
ル
コ
ス
・
ウ
ル
ピ
オ
ス
・
カ
ル
ミ
ニ
オ
ス
・
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ノ
ス
と
い
う
善
行
者
が
活
躍

し
た
こ
と
が
碑
文
史
料
よ
り
知
ら
れ
る①
︒
彼
は
も
と
も
と
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
よ
り
直
線
距
離
に
し
て
約
二
〇
㎞
離
れ
た
フ
リ
ュ
ギ
ア
の
小
都

ローマ帝政前期小アジアにおける文化資本（増永）
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市
ア
ッ
ト
ゥ
ダ
の
有
力
者
で
あ
っ
た
が
︑
後
に
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
創
建
者
家
系
に
属
す
る
フ
ラ
ウ
ィ
ア
・
ア
ッ
ピ
ア
な
る
女
性
と
結
婚
し
︑

こ
の
結
婚
を
機
に
し
て
か
︑
彼
の
活
動
拠
点
は
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
に
移
る
こ
と
と
な
る
︒
彼
に
対
す
る
顕
彰
碑
文
に
よ
れ
ば
︑
彼
は
︑
ア
シ

ア
の
会
計
係
︑
小
ア
ジ
ア
北
西
の
都
市
キ
ュ
ジ
コ
ス
の
監
督
官
と
し
て
地
域
的
に
活
動
す
る
一
方
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
で
も
皇
帝
崇
拝
祭
司
︑

女
神
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
の
終
身
祭
司
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る②
︒
加
え
て
︑
同
市
に
対
し
て
︑
公
共
建
築
物
︑
金
銭
分
配
︑
そ
し
て
オ

リ
ー
ヴ
油
供
給
の
た
め
の
費
用
を
提
供
し
︑
結
果
的
に
︑
彼
は
同
市
に
て
︑﹁
善
行
者
﹂﹁
愛
国
者
﹂
の
称
号
を
も
っ
て
称
え
ら
れ
て
い
る③
︒

彼
の
事
例
は
一
見
︑
一
都
市
の
枠
組
み
を
超
え
た
有
力
者
の
華
々
し
い
活
躍
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
の
反
面
︑
都
市
が
直
面
し
て
い

た
別
の
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
も
と
も
と
カ
ル
ミ
ニ
オ
ス
・
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ノ
ス
を
抱
え
て
い
た
ア

ッ
ト
ゥ
ダ
か
ら
し
て
み
れ
ば
︑
彼
の
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
を
は
じ
め
と
す
る
他
都
市
で
の
活
動
は
︑
自
都
市
の
貴
重
な
人
的
資
源
の
流
出
を
意

味
す
る
︒
カ
ル
ミ
ニ
オ
ス
・
ク
ラ
ウ
デ
ィ
オ
ス
の
子
世
代
は
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
に
加
え
て
ア
ッ
ト
ゥ
ダ
で
の
活
動
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る

こ
と
か
ら
︑
彼
の
家
系
は
完
全
に
ア
ッ
ト
ゥ
ダ
と
の
関
係
を
放
棄
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が④
︑
本
来
は
ア
ッ
ト
ゥ
ダ
に
向
け
ら
れ
る
は
ず

の
善
行
が
他
都
市
へ
と
渡
っ
た
と
い
う
点
で
︑
カ
ル
ミ
ニ
オ
ス
・
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ノ
ス
の
流
出
は
ア
ッ
ト
ゥ
ダ
に
と
っ
て
大
き
な
損
失
と
な
っ

た
で
あ
ろ
う
︒

他
方
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
自
体
も
他
都
市
に
人
材
を
奪
わ
れ
て
い
た
︒
時
代
は
や
や
前
後
す
る
が
︑
一
世
紀
末
か
ら
二
世
紀
初
め
に
か
け

て
︑
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
が
小
ア
ジ
ア
西
岸
の
ス
ミ
ュ
ル
ナ
市
に
宛
て
た
書
簡
か
ら
は
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
出
身
の
テ
ィ
ベ
リ
オ
ス
・
ユ
リ
ア
ノ

ス
・
ア
ッ
タ
ロ
ス
が
︑
ス
ミ
ュ
ル
ナ
の
あ
る
神
殿
に
お
い
て
何
ら
か
の
公
共
奉
仕
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る⑤
︒
同
書
簡
で
は
︑

ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
が
公
共
奉
仕
か
ら
免
除
さ
れ
た
自
由
都
市
で
あ
る
た
め
︑
ス
ミ
ュ
ル
ナ
の
公
共
奉
仕
に
服
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
ト
ラ

ヤ
ヌ
ス
帝
は
指
示
し
て
い
る
︒
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
の
ア
ッ
タ
ロ
ス
が
ス
ミ
ュ
ル
ナ
で
奉
仕
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
︑
彼
は
ス
ミ
ュ

ル
ナ
の
市
民
で
も
あ
っ
た
の
か
︑
あ
る
い
は
ア
ッ
タ
ロ
ス
の
流
出
は
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
の
損
失
で
あ
っ
た
の
か
と
い
っ

た
点
は
不
明
で
あ
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
ア
ッ
ト
ゥ
ダ
同
様
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
も
人
材
の
流
出
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
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ろ
う
︒

帝
政
前
期
の
小
ア
ジ
ア
で
は
︑
カ
ル
ミ
ニ
オ
ス
・
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
ノ
ス
の
よ
う
な
二
重
市
民
権
︑
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
多
重
市
民
権
保
持

者
が
し
ば
し
ば
散
見
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
ア
ッ
ト
ゥ
ダ
の
よ
う
に
小
規
模
な
都
市
に
と
っ
て
多
重
市
民
権
保
持
者
は
︑
潜
在
的
に
都
市
の
人
的

資
源
減
少
を
招
く
存
在
で
あ
り
︑
同
時
に
そ
れ
は
︑
都
市
に
向
け
ら
れ
る
経
済
的
恩
恵
の
喪
失
の
可
能
性
を
意
味
し
た
︒
対
し
て
︑
ア
フ
ロ
デ

ィ
シ
ア
ス
の
よ
う
な
中
規
模
︑
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
都
市
は
︑
逆
に
他
都
市
の
市
民
を
引
き
つ
け
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
︒
し
か
し
実
際
︑

小
ア
ジ
ア
西
岸
の
大
都
市
エ
フ
ェ
ソ
ス
に
お
け
る
多
重
市
民
権
保
持
者
に
つ
い
て
検
討
し
た
Ｆ
・
キ
ー
ル
ビ
ー
レ
の
研
究
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑

エ
フ
ェ
ソ
ス
出
身
な
が
ら
も
後
に
他
都
市
に
お
い
て
︑
お
よ
そ
何
ら
か
の
善
行
を
伴
う
公
職
に
就
任
す
る
人
物
の
例
が
少
な
い
な
が
ら
も
確
認

さ
れ
る⑥
︒
以
上
の
よ
う
な
多
重
市
民
権
者
を
同
一
の
背
景
に
基
づ
く
︑
二
世
紀
の
小
ア
ジ
ア
に
特
有
な
地
域
的
傾
向
と
し
て
安
易
に
敷
衍
す
る

こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
こ
こ
で
は
︑
少
な
く
と
も
二
世
紀
を
通
し
て
都
市
は
︑
自
都
市
に
貢
献
す
る
は
ず
の
有
力
市
民
の
他
都

市
へ
の
流
出
と
い
う
顕
在
的
︑
あ
る
い
は
潜
在
的
な
損
失
を
被
り
え
た
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
︒

か
か
る
状
況
は
︑
都
市
の
主
た
る
文
化
資
本
が
公
共
建
築
物
か
ら
祝
祭
へ
移
行
し
た
一
つ
の
背
景
と
し
て
想
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
と
い
う

の
も
︑
都
市
有
力
者
の
流
出
と
い
う
事
態
へ
の
対
処
法
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
︑
都
市
の
公
的
財
源
の
確
保
だ
か
ら
で
あ
る
︒
本
稿

を
通
し
て
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
︑
公
共
建
築
物
は
そ
の
空
間
の
一
部
が
商
人
ら
に
貸
し
出
さ
れ
る
こ
と
で
︑
場
所
代
と
い
う
公
的
収
入
を
も

た
ら
す
上
︑
市
場
を
目
的
と
す
る
商
人
を
引
き
つ
け
る
祝
祭
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
よ
う
な
収
入
は
い
っ
そ
う
増
大
し
た
と
考
え

ら
れ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
都
市
の
有
力
者
層
の
流
出
ゆ
え
に
︑
都
市
全
体
の
経
済
的
基
盤
が
揺
ら
ぎ
つ
つ
あ
っ
た
︑
も
し
く
は
そ
の
可
能
性
が

生
じ
た
二
世
紀
の
間
に
︑
よ
り
多
く
の
経
済
的
利
益
が
見
込
ま
れ
る
文
化
資
本
と
し
て
︑
祝
祭
が
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
多
重
市
民
権
者
登
場
の
背
景
や
影
響
は
一
様
で
は
な
く
︑
ま
た
二
世
紀
よ
り
も
前
か
ら
続
く
現
象
な
の
で
︑
二
世
紀
を
境

と
す
る
文
化
資
本
の
変
遷
を
説
明
す
る
要
因
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
で
は
︑
他
に
ど
の
よ
う
な
要
因
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
︒

ローマ帝政前期小アジアにおける文化資本（増永）
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こ
こ
で
︑
二
世
紀
に
お
け
る
文
化
資
本
変
遷
の
背
景
と
し
て
筆
者
が
特
筆
す
べ
き
と
考
え
る
の
は
︑
前
章
第
一
節
で
も
言
及
し
た
︑
音
楽
競
技

組
合
に
宛
て
ら
れ
た
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
に
よ
る
一
連
の
書
簡
に
窺
え
る
状
況
で
あ
る
︒
先
述
の
第
一
書
簡
に
続
く
第
二
書
簡
に
よ
れ
ば
︑
同
帝

は
︑
競
技
祭
の
手
配
に
関
す
る
訴
え
を
受
け
て
︑
ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
け
る
祝
祭
の
日
程
を
調
整
し
て
い
る
の
で
あ
る⑦
︒
史
料
か
ら
は
競
技
祭

に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
訴
え
が
な
さ
れ
た
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
は
︑
競
技
者
が
す
べ
て
の
競
技
祭
に
赴
く
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
︑
彼
ら
の
足
取
り
を
踏
ま
え
て
︑
ギ
リ
シ
ア
本
土
︑
お
よ
び
小
ア
ジ
ア
の
主
要
な
祝
祭
が
開
催
さ
れ
る
順
番
を
改
定
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
同
書
簡
の
末
尾
で
は
︑
欠
損
が
多
い
も
の
の
︑
そ
の
他
の
一
部
祝
祭
に
つ
い
て
︑
そ
の
開
催
時
期
に
関
す
る
何
ら
か
の
承
認
が
付
与
さ

れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
ま
で
祝
祭
の
日
程
の
不
都
合
に
よ
り
一
部
の
競
技
祭
に
し
か
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
競
技
者
は
︑
効
率
よ
く
競
技
祭
を
巡
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
換
言
す
る
な
ら
ば
︑
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
は
競
技
者
と
い
う

人
の
流
れ
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
そ
れ
は
同
時
に
︑
競
技
者
の
み
な
ら
ず
︑
競
技
祭
に
集
う
観
客
︑
あ
る
い
は
商
人
の
流
れ
を
も
規
定

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
つ
ま
り
︑
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
に
よ
る
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
ま
で
以
上
に
都
市
は
︑
商
人

を
含
む
よ
り
多
く
の
人
々
を
祝
祭
に
て
確
保
す
る
機
会
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

す
で
に
存
在
し
た
祝
祭
に
は
以
上
の
よ
う
な
利
点
が
生
じ
た
と
想
定
さ
れ
る
が
︑
都
市
が
こ
の
規
定
以
後
に
祝
祭
を
創
設
す
る
際
に
も
︑
ハ

ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
が
定
め
た
祝
祭
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
重
要
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
な
り
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
実
際
︑
前
章
第
一
節
で
言

及
し
た
ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
に
お
け
る
リ
ュ
シ
マ
コ
ス
に
よ
る
祝
祭
創
設
に
関
す
る
碑
文
か
ら
は
︑
そ
の
祝
祭
の
日
程
が
︑
他
都
市
の
大
き
な

競
技
祭
と
重
な
ら
な
い
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る⑧
︒
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の
書
簡
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
規
定
は
諸
都
市
︑
お
よ
び
何

ら
か
の
集
団
︵
エ
ト
ノ
スἔθ

ν
ο
ς

︶
に
も
書
き
送
ら
れ
た
と
あ
る
の
で
︑
あ
る
程
度
多
数
の
人
々
が
認
識
す
る
も
の
と
な
っ
た
だ
ろ
う
︒
し
た

が
っ
て
︑
人
々
を
奪
わ
れ
る
他
の
大
き
な
祝
祭
と
重
複
し
な
い
よ
う
に
︑
都
市
は
新
し
く
祝
祭
を
創
設
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
な
状
況
が
︑
ま
さ
に
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
治
下
の
二
世
紀
前
半
に
形
成
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
︑
こ
れ
以
降
︑
都
市
は
よ
り
安
定
的
に

経
済
的
活
況
が
見
込
め
る
よ
う
に
な
っ
た
祝
祭
と
い
う
文
化
資
本
を
選
択
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
よ
う
な
価
値
が
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祝
祭
と
い
う
文
化
資
本
に
存
し
た
が
ゆ
え
に
︑
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
︑
都
市
は
祝
祭
を
め
ぐ
っ
て
ロ
ー
マ
当
局
に
許
可
を
求
め
︑
祝
祭
の

経
済
的
な
ス
ト
ッ
ク
︑
お
よ
び
フ
ロ
ー
に
対
す
る
保
証
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

第
二
節

帝
政
前
期
の
小
ア
ジ
ア
都
市
に
お
け
る
文
化
資
本
変
遷
の
意
義

で
は
︑
二
世
紀
を
境
と
す
る
文
化
資
本
の
変
遷
は
都
市
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
義
を
有
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
本
節
で
は
︑
い
ま
一
度
︑

経
済
的
価
値
の
み
な
ら
ず
︑
文
化
的
価
値
を
具
体
化
す
る
と
い
う
文
化
資
本
の
定
義
に
立
ち
返
り
︑
本
稿
を
通
し
て
中
心
的
に
検
討
し
て
き
た

公
共
建
築
物
︑
な
ら
び
に
祝
祭
の
経
済
的
価
値
と
︑
そ
れ
と
並
存
す
る
文
化
的
価
値
は
ど
の
よ
う
に
相
関
す
る
の
か
と
い
う
問
題
を
考
察
し
︑

都
市
社
会
に
果
た
し
た
両
文
化
資
本
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

そ
も
そ
も
︑
パ
ウ
サ
ニ
ア
ス
が
示
唆
す
る
よ
う
に⑨
︑
公
共
建
築
物
は
ポ
リ
ス
を
定
義
づ
け
る
要
素
の
一
つ
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
︑
壮
麗
な

建
築
物
を
整
え
る
こ
と
は
都
市
の
名
誉
の
向
上
に
直
結
し
た
︒
実
際
︑
紀
元
二
世
紀
に
活
躍
し
た
ギ
リ
シ
ア
人
の
弁
論
家
ア
エ
リ
オ
ス
・
ア
リ

ス
テ
ィ
デ
ス
は
︑
小
ア
ジ
ア
北
西
部
の
キ
ュ
ジ
コ
ス
市
に
対
す
る
称
賛
演
説
の
中
で
︑
同
市
の
公
共
建
築
物
の
美
し
さ
を
筆
舌
に
尽
く
し
が
た

い
も
の
と
し
て
称
え
て
い
る⑩
︒
加
え
て
︑
彼
の
演
説
の
主
た
る
称
賛
対
象
で
あ
る
同
市
の
神
殿
に
つ
い
て
も
︑
都
市
の
最
た
る
ラ
ン
ド
マ
ー
ク

で
あ
る
と
と
も
に
︑
都
市
民
の
偉
大
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
描
写
し
て
い
る
の
で
あ
る⑪
︒

こ
の
よ
う
な
都
市
の
神
殿
と
密
接
に
関
連
す
る
祝
祭
も
ま
た
︑
都
市
の
名
誉
に
寄
与
し
た
︒
ギ
リ
シ
ア
都
市
は
︑
Ｗ
・
ブ
ル
ケ
ル
ト
が
指
摘

し
た
よ
う
に⑫
︑
各
市
の
守
護
神
な
ど
と
関
連
す
る
祝
祭
を
基
盤
と
す
る
共
同
体
で
も
あ
り
︑
神
殿
よ
り
開
始
さ
れ
る
行
列
や
劇
場
な
ど
で
開
催

さ
れ
る
競
技
祭
を
含
む
こ
の
祝
祭
は
︑
空
間
的
に
も
都
市
全
体
を
巻
き
込
ん
で
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
都
市
そ
の
も
の
を
象
徴
づ
け
る
行
事
と

し
て
の
祝
祭
は
︑
都
市
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
固
に
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
︑
そ
の
宗
教
的
性
格
ゆ
え
に
︑
参
拝
者
を
は
じ
め
と
す
る

人
々
を
引
き
つ
け⑬
︑
結
果
的
に
︑
都
市
民
の
自
己
と
他
者
に
対
す
る
認
識
を
明
確
化
す
る
機
能
も
有
し
て
い
た⑭
︒
し
た
が
っ
て
︑
建
築
物
同
様
︑

祝
祭
の
整
備
も
都
市
の
評
判
を
高
め
る
た
め
の
一
つ
の
要
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

ローマ帝政前期小アジアにおける文化資本（増永）
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神
殿
を
は
じ
め
と
す
る
都
市
の
公
共
建
築
物
そ
の
も
の
︑
あ
る
い
は
︑
そ
の
よ
う
な
建
築
物
を
利
用
し
て
開
催
さ
れ
る
祝
祭
は
︑
そ
れ
自
体

の
文
化
的
な
価
値
に
よ
っ
て
人
々
を
自
ら
の
都
市
に
誘
引
し
え
た
︒
こ
う
し
て
都
市
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
人
々
は
︑
本
稿
を
通
し
て
考
察
し
て

き
た
よ
う
に
︑
そ
の
都
市
に
対
し
て
経
済
効
果
を
も
た
ら
し
た
︒
と
り
わ
け
︑
祝
祭
時
に
お
け
る
市
場
の
開
催
は
︑
参
拝
者
や
観
客
だ
け
で
は

な
く
︑
商
人
を
も
引
き
寄
せ
︑
公
共
建
築
物
の
一
画
な
ど
で
彼
ら
が
商
売
を
行
う
際
は
︑
そ
の
場
所
代
が
何
ら
か
の
公
的
収
入
と
し
て
徴
収
さ

れ
え
た
︒
つ
ま
り
︑
文
化
資
本
の
文
化
的
価
値
が
そ
の
経
済
的
価
値
を
高
め
て
い
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
こ
れ
ら
文
化
資
本
の
文
化
的
価
値
が
︑
都
市
に
さ
ら
な
る
文
化
資
本
を
も
た
ら
し
え
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒
紀
元
一
世
紀
初
頭
︑

テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
帝
の
時
代
︑
小
ア
ジ
ア
の
一
一
の
都
市
が
︑
皇
帝
の
た
め
の
神
殿
建
設
を
め
ぐ
っ
て
︑
ロ
ー
マ
の
元
老
院
の
面
前
で
︑
い
か
に

自
分
た
ち
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
か
を
相
争
っ
た
︒
そ
の
中
で
︑
小
ア
ジ
ア
西
岸
の
ペ
ル
ガ
モ
ン
市
は
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
神
殿
を
有
し
て

い
る
こ
と
を
︑
そ
し
て
ス
ミ
ュ
ル
ナ
市
は
︑
ロ
ー
マ
市
の
た
め
に
初
め
て
神
殿
を
捧
げ
た
こ
と
を
根
拠
に
加
え
て
い
る
の
で
あ
る⑮
︒
か
か
る
根

拠
自
体
が
決
め
手
と
な
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
が⑯
︑
最
終
的
に
ス
ミ
ュ
ル
ナ
市
に
神
殿
建
設
の
許
可
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
の
ス

ミ
ュ
ル
ナ
の
事
例
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
︑
し
ば
し
ば
皇
帝
の
神
殿
を
有
す
る
特
権
は
そ
れ
に
伴
う
祝
祭
を
開
催
す
る
権
利
も
意
味

し
て
い
た⑰
︒
要
す
る
に
︑
都
市
は
新
た
な
神
殿
の
保
有
に
よ
っ
て
︑
自
ら
の
文
化
資
本
の
経
済
的
価
値
を
い
っ
そ
う
高
め
る
機
会
も
得
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

人
々
を
都
市
に
集
め
る
大
き
な
誘
因
と
し
て
の
祝
祭
は
︑
単
に
都
市
に
経
済
的
利
益
を
も
た
ら
す
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
す
で

に
述
べ
た
通
り
︑
祝
祭
は
︑
神
殿
や
劇
場
︑
お
よ
び
ア
ゴ
ラ
と
い
っ
た
都
市
の
公
的
空
間
の
お
よ
そ
全
体
を
巻
き
込
ん
で
行
わ
れ
た
︒
し
た
が

っ
て
︑
公
共
建
築
物
が
都
市
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
名
誉
に
直
結
す
る
以
上
︑
あ
る
都
市
の
祝
祭
に
集
う
人
々
は
︑
祝
祭
自
体
の
み
な
ら
ず
︑

そ
れ
が
行
わ
れ
る
建
築
物
に
よ
っ
て
も
自
己
や
他
者
へ
の
認
識
を
明
瞭
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
都
市
の
経
済
的
活
況
と
い

う
価
値
を
有
す
る
祝
祭
を
通
し
て
︑
都
市
の
名
誉
に
関
係
す
る
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
認
知
と
い
う
点
で
︑
祝
祭
自
体
は
お
ろ
か
︑
建
築
物
の
文
化

的
価
値
も
高
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
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以
上
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
︑
帝
政
前
期
の
小
ア
ジ
ア
都
市
に
お
け
る
文
化
資
本
の
変
遷
の
意
義
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
主
た
る

恵
与
が
公
共
建
築
物
か
ら
祝
祭
に
変
化
し
た
の
は
︑
前
者
か
ら
後
者
に
一
方
的
に
価
値
が
推
移
し
た
の
で
は
な
く
︑
両
文
化
資
本
が
有
す
る
都

市
に
と
っ
て
の
文
化
的
価
値
︑
な
ら
び
に
経
済
的
価
値
を
相
補
的
に
高
め
合
う
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

①

彼
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
︒
P.J.T
honem
ann
and
F
.E
rtu
ğrul,“T
he

C
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inii
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A
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A
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M
.V
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C
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C
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A
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C
C
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④

A
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A
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A
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P
atrie
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m
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international
de
T
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2009),Paris,2012,

299-302.

⑤
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こ
の
碑
文
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い
て
は
︑
J.
R
eynolds,
A
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R
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e
:
D
ocum
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the
E
xcavation
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the
T
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A
hprodisias,
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も
参
照
︒

⑥

F
.
K
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double
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à

É
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eller
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(2012),314-317.
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SE
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書
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H
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ZP
E
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(2009),109-112.

⑧
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ph2007.12.538,
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⑨

Paus.
X
.4.1.

⑩

A
ristid.
O
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X
X
V
II.13.
史
料
の
番
号
は
︑
P.
A
elius
A
ristides,
T
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C
om
plete
W
orks,trans.by
C
h.A
.B
ehr,Leiden,1981-1986
に
基
づ
く
︒

⑪

A
ristid.
O
r.
X
X
V
II.17.

⑫

W
.B
urkert,“D
ie
antike
Stadt
als
F
estgem
einschaft”,in
P.H
ugger

et
al.(H
g.),
Stadt
und
Fest:
Zu
G
eschichte
und
G
egenw
art
euro-

päischer
Festkultur,
Stuttgart,1987,25-44.

⑬

Strb.
X
II.3.36.

⑭

J.
W
.
Iddeng,“W
hat
is
a
G
raeco-R
om
an
F
estivals?
A
Polythetic

A
pproach”,
in
J.
R
.
B
randt
and
J.
W
.
Iddeng
(eds.),
G
reek
and

R
om
an
Festivals:
C
ontent,
M
eaning,
and
P
ractice,
O
xford,
2012,

11-37.

⑮

T
ac.
A
nn.
IV
.55-56.

⑯

ペ
ル
ガ
モ
ン
は
︑
す
で
に
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
神
殿
を
有
し
て
い
る
の
で
そ
れ

で
十
分
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
候
補
か
ら
除
外
さ
れ
た
︒
他
方
︑
エ
フ
ェ
ソ
ス
と

ミ
レ
ト
ス
に
関
し
て
は
︑
各
市
に
既
存
の
祭
祀
で
余
裕
が
な
い
と
元
老
院
に
よ
っ

て
判
断
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
ス
ミ
ュ
ル
ナ
は
ロ
ー
マ
市
の
た
め
の
神
殿
以
外
に

も
︑
ロ
ー
マ
に
対
す
る
過
去
の
軍
事
的
貢
献
も
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
︒

ローマ帝政前期小アジアにおける文化資本（増永）
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⑰

B
.B
urrell,N
eokoroi:
G
reek
C
ities
and
R
om
an
E
m
perors,Leiden,

2004,335-341.

お

わ

り

に

以
上
︑
小
ア
ジ
ア
の
ギ
リ
シ
ア
都
市
に
お
け
る
文
化
資
本
と
し
て
の
公
共
建
築
物
︑
お
よ
び
祝
祭
に
関
し
て
︑
そ
れ
ら
を
享
受
す
る
都
市
社

会
の
視
点
か
ら
︑
と
り
わ
け
両
文
化
資
本
が
都
市
に
も
た
ら
す
経
済
的
利
益
に
着
目
し
て
検
討
し
て
き
た
︒
公
共
建
築
物
に
つ
い
て
は
︑
二
世

紀
前
半
に
ロ
ー
マ
法
的
な
規
制
が
み
ら
れ
る
も
の
の
︑
少
な
く
と
も
当
該
期
の
有
力
者
に
と
っ
て
建
築
物
を
提
供
す
る
こ
と
の
価
値
が
低
下
し

つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
状
況
は
︑
ウ
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
名
誉
の
持
続
性
の
点
で
︑
有
力
者
に
は
建
築
物
よ
り
も
祝
祭
の

方
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
見
解
と
整
合
的
で
あ
り
︑
建
築
物
の
い
わ
ば
文
化
的
価
値
の
変
化
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
︒
し
か
し
そ

の
一
方
︑
建
築
物
そ
れ
自
体
は
︑
商
人
ら
の
場
所
代
な
ど
に
よ
り
都
市
に
対
し
て
一
定
の
公
的
収
入
を
も
た
ら
し
て
い
た
︒

そ
う
し
た
中
︑
建
築
物
に
代
わ
っ
て
次
第
に
主
流
と
な
っ
て
い
っ
た
祝
祭
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
流
行
当
初
よ
り
︑
ロ
ー
マ
当
局
の
存
在
を
前

提
と
し
て
︑
出
資
者
の
財
政
破
綻
を
回
避
す
る
か
た
ち
で
開
催
費
用
を
確
保
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
も
︑

ウ
ン
が
指
摘
す
る
有
力
者
の
名
誉
の
持
続
性
が
少
な
か
ら
ず
関
係
し
て
い
よ
う
︒
そ
う
し
て
確
実
に
開
催
さ
れ
え
た
祝
祭
は
︑
同
時
開
催
の
市

場
︑
お
よ
び
経
済
的
利
益
を
も
た
ら
し
う
る
既
存
の
建
築
物
と
相
ま
っ
て
︑
都
市
全
体
の
経
済
的
活
況
と
い
う
利
点
を
提
供
し
た
の
で
あ
っ
た
︒

こ
の
背
景
に
は
︑
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
が
行
っ
た
祝
祭
の
日
程
調
整
に
よ
り
︑
参
加
者
の
偏
り
が
あ
る
程
度
是
正
さ
れ
︑
都
市
は
よ
り
多
く
の

人
々
を
自
都
市
の
祝
祭
に
て
獲
得
可
能
と
な
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒

先
行
研
究
で
は
︑
コ
ッ
キ
ニ
ア
の
論
題
が
象
徴
す
る
よ
う
に
︑
恵
与
を
施
す
有
力
者
の
立
場
か
ら
公
共
建
築
物
と
祝
祭
を
二
項
対
立
的
に
捉

え
る
傾
向
に
あ
っ
た
︒
確
か
に
︑
本
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
有
力
者
に
と
っ
て
の
建
築
物
の
文
化
的
価
値
が
低
下
し
︑
ス
ト
ッ
ク
と
し
て
十

分
に
供
給
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
く
一
方
︑
有
力
者
が
破
産
し
な
い
よ
う
な
祝
祭
の
資
金
確
保
が
模
索
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
資
金
を
提
供

す
る
都
市
有
力
者
か
ら
す
れ
ば
︑
建
築
物
か
ら
祝
祭
へ
と
一
方
向
的
に
価
値
が
移
り
変
わ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
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な
が
ら
︑
都
市
社
会
側
の
観
点
か
ら
︑
文
化
資
本
が
も
た
ら
す
フ
ロ
ー
と
し
て
の
経
済
的
利
益
に
も
眼
差
し
を
向
け
る
な
ら
ば
︑
建
築
物
と
祝

祭
と
い
う
両
文
化
資
本
が
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
初
め
て
︑
両
者
の
経
済
的
価
値
が
高
ま
り
︑
結
果
的
に
都
市
に
経
済
的
利
益
が
も
た
ら
さ

れ
う
る
こ
と
が
本
稿
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
両
文
化
資
本
の
経
済
的
価
値
が
高
め
ら
れ
る
の
と
相
補
的
に
︑
都
市
の

名
誉
に
関
わ
る
そ
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
と
し
て
の
価
値
も
向
上
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
意
味
で
︑
主
た
る
恵
与
が
建
築
物
か
ら
祝
祭
に
変
化

し
た
と
き
に
こ
そ
︑
都
市
は
自
ら
に
と
っ
て
高
い
文
化
的
価
値
︑
お
よ
び
経
済
的
価
値
を
有
す
る
文
化
資
本
の
運
用
に
成
功
し
た
と
言
え
な
い

だ
ろ
う
か
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
有
力
者
に
よ
る
恵
与
そ
の
も
の
に
の
み
着
目
し
て
︑
帝
政
前
期
に
お
け
る
都
市
を
理
解
す
る
こ
と
は
一
面
的

で
あ
り
︑
そ
の
恵
与
さ
れ
た
も
の
が
都
市
社
会
に
対
し
て
持
続
的
に
も
た
ら
す
利
益
に
ま
で
目
を
向
け
る
こ
と
で
︑
よ
り
奥
行
き
の
あ
る
都
市

の
歴
史
像
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

実
際
︑
祝
祭
と
い
う
文
化
資
本
の
選
択
が
ど
れ
ほ
ど
都
市
に
経
済
的
な
利
益
を
も
た
ら
し
た
か
を
具
体
的
に
測
る
こ
と
は
︑
史
料
の
問
題
ゆ

え
に
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
︒
ま
さ
に
こ
の
点
は
︑
現
代
に
お
け
る
文
化
資
本
の
考
え
を
西
洋
古
代
史
研
究
に
適
用
す
る
こ
と
の
大
き
な
限
界
で

あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
都
市
に
よ
る
文
化
資
本
の
運
用
が
あ
る
程
度
奏
功
し
た
か
ら
こ
そ
︑
三
世
紀
に
か
け
て
も
ポ
リ
ス
的
枠
組
み
が
存
続

し
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か①
︒
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
本
稿
の
分
析
の
過
程
で
明
ら
か
と
な
っ
た
よ
う
に
︑
そ
れ
は
ロ
ー
マ
の
助
力
な
し

で
は
な
さ
れ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
こ
こ
か
ら
は
︑
自
ら
の
支
配
領
域
に
あ
る
都
市
の
自
立
を
促
す
ロ
ー
マ
の
姿
と
︑
そ
の
ロ
ー

マ
に
大
き
く
下
支
え
さ
れ
た
小
ア
ジ
ア
の
ギ
リ
シ
ア
都
市
の
姿
が
立
ち
現
わ
れ
て
く
る
︒
筆
者
は
こ
の
点
に
︑
近
年
主
張
さ
れ
続
け
て
い
る
ギ

リ
シ
ア
都
市
の
﹁
活
力
﹂
の
限
界
を
み
る
︒

三
世
紀
末
に
な
る
と
︑
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
帝
の
改
革
に
よ
っ
て
︑
ロ
ー
マ
の
体
制
そ
の
も
の
が
大
き
く
変
化
し
て
い
く
︒
他
方
︑
小
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Civic Cultural Capital in Roman Asia Minor, Focusing

On Its Economic Sustainability

by

MASUNAGA Masataka

This paper examines the significance for Greek cities in Asia Minor of

public buildings and festivals that flourished as public benefactions provided

by civic elites.

Generally, it has been acknowledged that during the second century AD,

the most popular benefaction conferred by the elites in Asia Minor gradually

changed from public buildings to festivals. Previous studies have put

emphasis on the meanings of the change for the elites who made the

benefaction. In this article, I regard instead the public buildings and the

festivals as cultural capital, and then I try to clarify how the cities as

beneficiaries of the cultural capital employed it and what kind of profit they

gained through its operation.

Cultural capital in this context is a notion of modern cultural economics.

In the field, cultural capital is defined as, “an asset which embodies, stores or

provides cultural value in addition to whatever economic value it may

possess.” Though there was no identical concept in ancient times, as the

words of ancient writers reveal, public buildings and the festivals were in

fact of cultural and economic importance for Greek cities. And this notion

enables us to argue the sustainability of cultural phenomenon not only from

an economic point of view but also by examining correlations and alterations

of the cultural and economic value of capital. Therefore, if we adopt the

viewpoint of the operation of cultural capital by cities, it is possible to

approach grasping the significance of sustainable benefactions such as

buildings and the festivals for civic communities. In this paper, I discuss

particularly economic aspects of cultural capital.

Firstly, I examine circumstances in the second century AD regarding the

providing of public buildings and the economic benefit that the buildings

brought to cities. At the beginning of the second century, as Pliny the

Younger informs us, people in Bithynia abandoned construction of some new

buildings before their completion principally due to fiscal problems. Several
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Roman legal sources concerned with the situation in the first half of the

second century also confirm that there was a move to restrict cancellation of

construction that had been caused by faulty financial management. So, we

can recognize that cities in the period had difficulty supplying new

construction due to fiscal problems.

Public buildings would normally bring certain economic benefits to cities.

For example, we can confirm from an inscription in first-century Aphrodisias

that a public workshop contributed to an increase of city revenue. In

addition, a second-century inscription from Magnesia am Maeander reveals

that the merchants or sellers who did their business in a public bath of the

city paid a part of their income as a kind of rent for doing business in a

public place to the civic organization.

Next, I address the economic problems of the festivals, which became

popular as benefactions, replacing buildings during the second century.

While financial control of buildings was lax, that for festivals in the second

century was relatively sound. For instance, in the reign of Hadrian, C. Iulius

Demosthenes of Oenoanda established a foundation for a new musical

festival that was based on lending money with interest. As long as the

system was maintained, funds for the festival could be collected sustainably.

Festivals also yielded economic benefit for the cities. Usually, a market

was held at the time of a festival of a polis. In other words, the occasions for

festivals attracted not only spectators or worshipers, but also merchants or

traders to the city. Given this fact and the above consideration about public

buildings, the civic income would increase by the amount of the fees that the

merchants paid for a place to do business in a public building during the

festival. Consequently, establishing and holding a festival caused the

economic revitalization of the whole city, including a rise of revenue from

the use of pre-existing public buildings.

Behind the switch from buildings to festivals as popular benefactions

during the second century, we can assume with certainty that the cities

became able to attract more people including merchants and traders to their

own festivals because in the early second century Hadrian fixed the general

flow of people by regulating the schedule of festivals in the Greek world.

I have drawn the following conclusions. Contrary to the understanding of

previous researchers that buildings and festivals were dichotomous from the

perspective of influential benefactors, if we see the matter of benefaction

from the viewpoint of cultural capital, which cities stored and managed

sustainably, we can see that through a combination of buildings and festivals,
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economic value grew, and in consequence, this brought economic profit to

the cities. Moreover, with the increase of the economic value of this cultural

capital, the value of cultural capital related to the civic pride and distinction

would complementarily rise.

Key Words ; Greek city, Asia Minor, cultural capital, public building, festival

One Aspect of the Qing Dynastyʼs Rule as Seen from Appointment of

Local Government Officials by Top Provincial Executives

by

YAMAMOTO Hajime

This article examines the characteristics of the centralized administrative

system during the Qing period by analyzing the local personnel

administration system. Generally speaking, the personnel administrative

system during the Qing period is understood as having been conducted by a

lottery by central government at the Ministry of Personnel 吏部. However in

the early eighteenth century top provincial executives (such as Governors-

general and Governors 督撫), who were aware of regional realities, began to

petition for the appointment of lower local government officials to insure the

right man in the right place, not only with official documents called tiben 題

本, but also by using exceptional methods, chiefly palace memorials called

zouzhe 奏摺 in certain cases. Almost all such appointments to local

government posts by using palace memorials were sanctioned by the

emperor directly or through the Ministry of Personnel. If the Ministry of

Personnel opposed a particular appointment, the emperor made the decision

based on his own judgment. Top provincial executives did not petition for

promotions but mainly for transfers, because Admittances ( yinjian 引見)

were not necessary for transfers. They requested postponement of

admittances by giving the reason that the said person had an urgent mission.

The appointments made using palace memorials were not deliberated in the

Ministry of Personnel, and hence there were many cases regarding local

personnel that were decided by top provincial executives in concert with the

emperor. Therefore, the appointments made using palace memorials made

the processes of local personnel affairs more efficient. Furthermore, top

( 686 )


