
書

評

栗
原
麻
子
著

﹃
互
酬
性
と
古
代
民
主
制

ア
テ
ナ
イ
民
衆
法
廷
に
お
け
る
｢友
愛
｣
と
｢敵
意
｣

﹄

橋

場

弦

本
書
は
︑
友
愛
と
互
酬
性
と
い
う
観
点
か
ら
︑
ア
テ
ナ
イ
民
衆
法
廷
の
社

会
的
性
格
に
つ
い
て
著
者
が
こ
れ
ま
で
発
表
し
て
き
た
諸
論
考
を
再
編
し
︑

あ
ら
た
な
議
論
も
加
え
た
上
で
一
冊
の
本
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
民
衆

法
廷
の
制
度
史
的
側
面
に
つ
い
て
は
一
九
世
紀
以
来
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る

一
方
︑
司
法
の
し
く
み
が
市
民
社
会
と
ど
の
よ
う
に
連
動
し
︑
市
民
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
か
と
い
う
社
会
史
的
側

面
に
つ
い
て
は
︑
欧
米
で
も
よ
う
や
く
一
九
九
〇
年
代
か
ら
本
格
的
な
探
究

が
始
ま
っ
た
と
言
え
よ
う
︒
本
書
は
︑
わ
が
国
に
お
け
る
そ
の
新
し
い
世
代

を
代
表
す
る
労
作
で
あ
る
︒

似
た
よ
う
な
立
場
か
ら
法
廷
弁
論
を
手
が
か
り
に
ア
テ
ナ
イ
人
の
政
治
文

化
を
考
察
し
た
著
作
と
し
て
は
︑
す
で
に
佐
藤
昇
﹃
民
主
政
ア
テ
ナ
イ
の
賄

賂
言
説
﹄︵
二
〇
〇
八
年
︶
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
同
じ
く
互
酬
性
を
テ
ー
マ

に
と
り
あ
げ
な
が
ら
も
︑
本
書
は
﹁
友
を
助
け
︑
敵
を
害
す
る
﹂
こ
と
を
正

義
と
す
る
価
値
観
が
︑
民
衆
法
廷
と
い
う
﹁
友
愛
共
同
体
﹂
の
公
的
な
言
論

空
間
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
か
を
追
究
し
て
い
る
こ
と
に
特
徴
が
あ

る
︒
本
書
に
よ
っ
て
ま
た
一
つ
︑
新
た
な
ア
テ
ナ
イ
社
会
像
が
提
示
さ
れ
た

こ
と
は
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
︒

著
者
は
互
酬
性
の
価
値
観
を
ポ
リ
ス
社
会
の
基
本
的
な
結
合
原
理
と
み
な

し
︑
膨
大
な
法
廷
弁
論
の
分
析
を
と
お
し
て
︑
そ
の
原
理
が
法
廷
弁
論
に
ど

の
よ
う
な
論
理
構
造
を
与
え
て
い
る
か
を
︑
精
力
的
に
解
明
す
る
︒
そ
の
背

景
に
は
︑
Ｍ
・
モ
ー
ス
の
贈
与
論
か
ら
は
じ
ま
り
︑
Ｂ
・
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
︑

Ｋ
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー
︑
Ｍ
・
Ｉ
・
フ
ィ
ン
リ
ー
︑
Ｎ
・
Ｚ
・
デ
ー
ヴ
ィ
ス
︑

Ｐ
・
ミ
レ
ッ
ト
︑
Ｓ
・
ハ
ン
フ
リ
ー
ズ
と
つ
づ
く
経
済
人
類
学
・
歴
史
人
類

学
の
潮
流
が
あ
る
が
︑
著
者
は
そ
の
大
き
な
流
れ
を
広
い
視
野
で
受
け
止
め
︑

自
分
の
研
究
を
そ
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒
著
者
は
ま

た
︑
村
川
堅
太
郎
︑
藤
縄
謙
三
︑
二
宮
宏
之
と
い
っ
た
戦
後
日
本
の
歴
史
学

の
成
果
か
ら
も
多
く
の
ヒ
ン
ト
を
く
み
取
っ
て
い
る
︒
本
書
は
狭
義
の
西
洋

古
代
史
の
み
な
ら
ず
︑
日
本
の
現
代
歴
史
学
に
お
い
て
も
一
定
の
意
義
を
主

張
し
う
る
だ
ろ
う
︒

つ
ぎ
に
本
書
全
体
の
構
成
を
概
観
し
︑
著
者
の
議
論
を
大
ま
か
に
た
ど
っ

て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
︒
本
書
は
以
下
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
︒

序
論
部

互
酬
性
を
飼
い
な
ら
す

は
じ
め
に

第
一
章

ア
テ
ナ
イ
史
と
互
酬
性

ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
痕
跡
か
ヘ
レ

ニ
ズ
ム
の
先
駆
け
か

第
二
章

友
愛
と
ポ
リ
ス

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
﹃
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理

学
﹄

第
三
章

大
き
す
ぎ
る
ポ
リ
ス
の
小
さ
な
法
廷

民
衆
法
廷
の
社
会

的
性
格
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第
一
部

公
的
言
論
の
な
か
の
血
縁
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

第
四
章

家
族
の
肖
像

前
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
法
制
上
の

オ
イ
コ
ス
と
世
帯

第
五
章

血
縁
と
友
愛

イ
サ
イ
オ
ス
の
描
く
親
族
争
議

第
六
章

獲
得
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
親
族
関
係

前
四
世
紀
に
お

け
る
ソ
ロ
ン
の
遺
言
の
法
の
運
用

第
二
部

公
と
私
の
は
ざ
ま
で

第
七
章

ヘ
タ
イ
レ
イ
ア
ー
の
信
義
を
め
ぐ
っ
て

前
四
一
五
年
の

ア
ン
ド
キ
デ
ス

第
八
章

被
害
者
の
た
め
の
報
復

﹁
何
人
で
も
欲
す
る
も
の
﹂
に

よ
る
訴
追
の
運
用

第
九
章

法
廷
に
お
け
る
動
機
と
し
て
の
個
人
的
敵
意

公
私
の
分

離

第
一
〇
章

法
廷
弁
論
に
お
け
る
訴
訟
の
動
機
と
私
的
敵
意

公
私

の
連
続

第
三
部

私
人
た
ち
の
世
界

第
一
一
章

イ
デ
ィ
ア
イ
・
グ
ラ
フ
ァ
イ
︵
私
的
な
公
訴
︶

デ
モ

ス
テ
ネ
ス
﹃
メ
イ
デ
ィ
ア
ス
弾
劾
﹄
の
場
合

第
一
二
章

ア
プ
ラ
ー
グ
モ
シ
ュ
ネ
ー
︵
静
謐
主
義
︶
と
市
民
性

リ
ュ
シ
ア
ス
の
描
く
﹁
私
人
﹂
た
ち

第
一
三
章

ポ
リ
ス
へ
の
参
画

遊
女
ネ
ア
イ
ラ
と
市
民
女
性

第
四
部

友
愛
共
同
体
と
し
て
の
ポ
リ
ス
社
会

第
一
四
章

恩
恵
と
哀
れ
み

法
廷
に
お
け
る
感
情

第
一
五
章

﹃
レ
オ
ク
ラ
テ
ス
弾
劾
﹄

リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
と
互
酬
的

秩
序

第
一
六
章

リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
と
ヒ
ュ
ペ
レ
イ
デ
ス

私
人
に
た
い
す

る
エ
イ
サ
ン
ゲ
リ
ア
ー
︵
弾
劾
裁
判
︶
を
め
ぐ
っ
て

第
一
七
章

﹁
禍
根
を
残
さ
な
い
﹂
誓
い

前
四
〇
三
年
の
和
解
と

市
民
共
同
体
の
再
生

結
論
部

本
書
は
既
発
表
の
諸
論
考
を
集
め
た
も
の
と
は
い
え
︑
発
表
順
に
列
挙
し

た
も
の
で
は
な
く
︑
新
た
に
書
き
下
ろ
し
た
も
の
も
ふ
く
め
て
︑
全
体
が
統

一
的
な
ま
と
ま
り
を
な
す
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
︒﹁
序
論
部
﹂
は
︑
い
わ

ば
本
書
を
見
渡
す
司
令
塔
の
よ
う
な
役
割
を
も
ち
︑
全
体
に
か
か
わ
る
前
提

と
な
る
議
論
が
述
べ
ら
れ
る
︒﹁
は
じ
め
に
﹂
で
本
書
が
目
指
す
も
の
︑
著

者
の
主
た
る
関
心
に
つ
い
て
簡
潔
に
述
べ
︑
前
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
の
司
法
制

度
の
概
要
を
紹
介
し
た
の
ち
︑
第
一
章
で
は
互
酬
性
の
概
念
が
ギ
リ
シ
ア
史

に
適
用
可
能
で
あ
る
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
︒
著
者
は
︑
互
酬
的
・
競
争
的
価

値
観
か
ら
共
同
体
の
利
益
を
重
視
す
る
協
調
的
価
値
観
へ
の
発
展
と
い
っ
た

進
歩
史
観
的
な
見
方
を
退
け
︑
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
期
・
古
典
期
の
区
別
な
く
︑

互
酬
性
が
つ
ね
に
ポ
リ
ス
の
基
本
的
な
社
会
構
成
原
理
で
あ
っ
た
こ
と
を
論

じ
る
︒
第
二
章
で
は
著
者
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
﹁
友
愛
︵
フ
ィ
リ
ア
︶﹂

が
︑
ポ
リ
ス
共
同
体
お
よ
び
そ
れ
を
構
成
す
る
中
間
諸
団
体
す
べ
て
の
結
合

原
理
で
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒
第
三
章
で
は
︑
ア
テ
ナ
イ
の
法
や
司

法
制
度
が
社
会
と
切
り
離
せ
な
い
こ
と
︑
法
が
社
会
に
﹁
嵌
め
込
ま
れ
て
い

る
﹂
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
︒
人
口
が
飛
び
抜
け
て
多
い
ア
テ
ナ
イ
は
︑
す
べ

て
の
住
民
が
顔
見
知
り
で
あ
る
﹁
対
面
社
会
﹂
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
が
︑

に
も
か
か
わ
ら
ず
法
廷
で
の
判
断
は
そ
の
外
に
広
が
る
社
会
の
価
値
観
と
切

り
は
な
し
え
ず
︑﹁
逆
に
ロ
ー
カ
ル
・
ノ
レ
ッ
ジ
を
法
廷
に
再
現
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
︑
擬
似
的
に
対
面
社
会
を
再
現
し
て
い
た
﹂︵
五
六
頁
︶
と
い
う
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洞
察
は
正
鵠
を
射
て
い
る
︒

本
論
に
入
っ
て
︑
第
一
部
は
家
︵
オ
イ
コ
ス
︶
を
め
ぐ
る
友
愛
と
互
酬
性

の
論
理
を
探
究
す
る
︒
第
四
章
で
は
︑
父
系
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
る
べ
き
法

制
上
の
オ
イ
コ
ス
が
︑
現
実
に
は
﹁
よ
り
選
択
的
で
父
系
・
母
系
を
問
わ
ず

横
に
広
が
る
双
系
的
な
親
族
関
係
﹂︵
一
〇
四
頁
︶
か
ら
し
ば
し
ば
乖
離
し

て
い
た
こ
と
︑
法
制
と
は
別
の
次
元
で
親
愛
関
係
が
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
︑
法
廷
弁
論
や
墓
石
の
あ
り
方
を
も
と
に
論
じ
ら
れ
る
︒
第
五
章
で
は
イ

サ
イ
オ
ス
の
弁
論
に
も
と
づ
い
て
︑
や
は
り
双
系
的
な
親
族
関
係
の
重
要
性

が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
︑
血
縁
原
理
に
優
先
す
る
フ
ィ
リ
ア
の
原
理
が
明
ら
か

に
さ
れ
る
︒
第
六
章
で
は
ソ
ロ
ン
の
法
を
手
が
か
り
に
︑
遺
言
は
本
人
同
士

の
合
意
の
み
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
ず
︑
家
を
取
り
ま
く
親

族
の
間
で
形
成
さ
れ
る
﹁
親
し
さ
﹂
に
つ
い
て
の
合
意
が
前
提
で
あ
っ
た
と

論
じ
ら
れ
る
︒

第
二
部
は
さ
ら
に
視
野
を
広
げ
︑
血
縁
に
よ
ら
な
い
個
人
間
の
親
し
さ
︑

そ
れ
に
も
と
づ
く
社
会
的
結
合
関
係
に
議
論
が
及
ぶ
︒
第
七
章
は
前
四
一
五

年
夏
に
起
こ
っ
た
一
連
の
不
敬
神
事
件
︵
ヘ
ル
メ
ス
柱
像
破
壊
事
件
︑
秘
儀

冒
瀆
事
件
︶
に
お
い
て
容
疑
者
と
さ
れ
た
市
民
た
ち
の
ヘ
タ
イ
レ
イ
ア
︵
結

社
︶
に
つ
い
て
︑
綿
密
な
実
証
に
基
づ
い
た
推
理
を
展
開
す
る
︒
そ
れ
ぞ
れ

の
事
件
に
関
与
し
た
ヘ
タ
イ
レ
イ
ア
の
メ
ン
バ
ー
を
洗
い
出
し
︑
一
人
一
人

の
プ
ロ
ソ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
相
互
の
仲
間
関
係
を
網
羅
的
に
明
ら
か
に
し
た

一
覧
表
︵
二
三
二
～
二
四
四
頁
︶
は
︑
基
礎
研
究
と
し
て
高
い
価
値
が
あ
る

だ
ろ
う
︒
第
八
章
は
︑﹁
何
人
で
も
欲
す
る
も
の
﹂
に
訴
追
権
を
与
え
た
︑

ソ
ロ
ン
以
来
の
い
わ
ゆ
る
民
衆
訴
追
制
度
を
と
り
あ
げ
︑
実
際
に
は
親
し
い

人
の
み
が
被
害
者
の
た
め
に
加
害
者
を
訴
え
た
こ
と
か
ら
︑
こ
の
制
度
が
親

疎
に
も
と
づ
く
私
的
な
人
間
関
係
の
延
長
線
上
に
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
︒
第
九
章
と
第
一
〇
章
は
︑
裁
判
員
が
法
廷
に
お
い
て
訴
訟

当
事
者
の
報
復
感
情
を
共
有
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
︑
そ
の
意
味
で
公
私
の

報
復
の
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
る
︒

第
三
部
は
︑
私
人
が
形
作
る
公
共
性
が
テ
ー
マ
で
あ
る
︒
第
一
一
章
は
︑

被
害
者
本
人
が
﹁
何
人
で
も
欲
す
る
も
の
﹂
と
し
て
訴
追
を
行
う
と
い
う
︑

や
や
変
則
的
な
公
訴
の
事
例
︵
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
﹃
メ
イ
デ
ィ
ア
ス
弾
劾
﹄︶

を
と
り
あ
げ
︑
私
人
た
ち
が
構
成
す
る
共
同
体
的
な
領
域
と
︑
公
職
者
や
政

治
家
が
構
成
す
る
政
治
的
な
領
域
の
二
重
性
を
指
摘
す
る
︒
第
一
二
章
は
︑

私
人
た
ち
に
と
っ
て
市
民
で
あ
る
こ
と
が
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
か

を
考
察
す
る
︒
ポ
リ
ュ
プ
ラ
グ
モ
ン
な
政
治
人
に
対
し
て
︑
ア
プ
ラ
グ
モ
ン

な
私
人
た
ち
こ
そ
が
︑
市
民
で
あ
る
こ
と
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
す
る
人

び
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
る
︒
第
一
三
章
は
女
性
と
ポ
リ
ス
社
会

と
の
か
か
わ
り
に
焦
点
を
合
わ
せ
︑﹁
女
性
の
市
民
性
﹂
を
論
じ
る
︒
市
民

権
継
承
の
双
系
性
を
重
視
す
る
近
年
の
Ｊ
・
ブ
ロ
ク
ら
の
議
論
に
沿
う
も
の

で
あ
る
︒

第
四
部
第
一
四
章
は
︑
訴
訟
当
事
者
が
裁
判
員
に
哀
れ
み
を
求
め
る
習
慣

に
つ
い
て
︑
互
酬
性
の
視
点
か
ら
論
じ
た
も
の
︒
第
一
五
章
で
は
リ
ュ
ク
ル

ゴ
ス
﹃
レ
オ
ク
ラ
テ
ス
弾
劾
﹄
の
分
析
を
つ
う
じ
て
︑
報
復
感
情
が
互
酬
的

価
値
観
と
結
び
つ
き
︑
法
廷
で
の
説
得
に
構
造
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ

と
が
示
さ
れ
る
︒
第
一
六
章
で
は
︑
カ
イ
ロ
ネ
イ
ア
敗
戦
後
︑
国
事
犯
に
対

す
る
エ
イ
サ
ン
ゲ
リ
ア
︵
弾
劾
裁
判
︶
が
乱
発
さ
れ
た
現
象
を
︑
敗
戦
後
の

市
民
団
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
の
政
治
的
な
立
場
か
ら
解

釈
す
る
︒
第
一
七
章
は
前
四
〇
三
年
の
﹁
禍
根
を
残
さ
な
い
﹂
誓
い
︵
大
赦

令
︶
に
つ
い
て
︑
戦
後
二
〇
年
あ
ま
り
の
間
に
ア
テ
ナ
イ
人
が
そ
の
誓
い
の

儀
礼
を
内
在
化
し
︑
受
け
入
れ
て
い
っ
た
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
︒
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﹁
結
論
部
﹂
で
は
本
書
全
体
が
い
ま
一
度
要
約
さ
れ
︑
さ
ら
に
い
く
つ
か

展
望
が
述
べ
ら
れ
る
︒
著
者
は
﹁
ポ
リ
ス
の
政
治
的
領
域
と
私
生
活
の
領
域

の
あ
い
だ
に
︑
共
同
体
的
領
域
と
で
も
い
う
べ
き
︑
私
人
た
ち
の
公
共
圏
が

意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
﹂
を
強
調
し
︑
こ
れ
が
﹁
Ｊ
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
や
ハ

ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
提
示
す
る
ポ
リ
ス
公
共
圏
の
あ
り
か
た
に
疑
問
を
呈

す
る
こ
と
に
な
る
﹂
と
し
︑﹁
す
く
な
く
と
も
ポ
リ
ス
公
共
圏
は
︑
公
と
私

の
二
分
法
で
は
な
く
︑
政
治
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
の
な
い
︑
ア
プ

ラ
ー
グ
モ
ー
ン
な
私
人
た
ち
の
公
的
領
域
も
念
頭
に
お
い
て
組
み
立
て
ら
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
展
望
を
述
べ
る
︵
五
五
二
頁
︶︒
そ
し
て

﹁
市
民
間
に
互
酬
的
な
恩
恵
関
係
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
お
り
︑
⁝
⁝
市
民
の

集
合
体
と
し
て
の
ポ
リ
ス
も
ま
た
︑
市
民
個
々
人
と
の
あ
い
だ
に
﹁
友
﹂
と

し
て
の
関
係
を
取
り
結
ぶ
﹂
と
い
う
︑
互
酬
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
見
取
り
図

が
示
さ
れ
る
︵
五
五
三
頁
︶︒
以
上
が
本
書
の
要
約
で
あ
る
︒

本
書
は
友
愛
と
互
酬
性
と
い
う
観
点
か
ら
古
典
期
ア
テ
ナ
イ
の
社
会
的
結

合
の
あ
り
方
を
一
貫
し
て
探
究
し
︑
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
歴
史
像
を
提
示
し

て
い
る
︒
古
代
ア
テ
ナ
イ
と
い
う
歴
史
的
現
象
を
解
明
す
る
に
は
︑
政
治

史
・
国
制
史
・
経
済
史
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
次
元
の
こ
と
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が

可
能
で
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
ア
テ
ナ
イ
像
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
︒

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
︑
す
な
わ
ち
ソ
シ
ア
ビ
リ
テ
と
い
う
側
面
に
光
を
当

て
た
本
書
の
ア
テ
ナ
イ
社
会
像
は
︑
前
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
初
頭
に
か
け
て

の
新
し
い
歴
史
学
の
一
つ
の
到
達
点
を
示
す
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
︒
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
や
ア
ー
レ
ン
ト
の
よ
う
に
近
代
社
会
の
あ
る
べ
き
祖
型
と
し
て
ポ

リ
ス
を
見
る
の
で
は
な
く
︑
国
家
と
市
民
団
が
不
可
分
で
あ
り
︑
経
済
も
宗

教
も
法
律
も
︑
そ
し
て
民
主
政①
自
体
も
︑﹁
社
会
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
﹂

古
代
ア
テ
ナ
イ
の
あ
り
方
を
︑
本
書
が
い
っ
そ
う
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
ら
せ

た
点
を
ま
ず
評
価
し
た
い
︒

一
九
世
紀
以
来
の
層
の
厚
い
研
究
史
を
よ
く
消
化
し
︑
幅
広
く
先
行
研
究

に
目
配
り
し
た
上
で
新
し
い
問
題
点
を
探
り
当
て
︑
そ
こ
か
ら
堅
実
な
実
証

に
よ
っ
て
独
自
の
見
解
に
み
ち
び
い
て
ゆ
く
著
者
の
手
際
は
あ
ざ
や
か
で
あ

る
︒
た
と
え
ば
第
一
一
章
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
︑
著
者
は
ア
テ
ナ
イ
の
訴
訟
類

型
に
つ
い
て
の
論
争
史
を
マ
イ
ヤ
ー
や
シ
ェ
ー
マ
ン
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

丁
寧
に
あ
と
づ
け
る
が
︑
グ
ラ
フ
ェ
ー
︵
公
訴
︶
を
公
的
私
的
二
種
類
に
分

け
る
分
類
法
が
﹁
不
適
切
な
思
考
﹂
と
し
て
退
け
ら
れ
て
ゆ
く
研
究
史
の
過

程
の
中
に
︑
公
私
二
元
論
的
な
近
代
人
の
バ
イ
ア
ス
を
読
み
取
っ
て
ゆ
く
著

者
の
手
並
み
に
は
感
心
す
る
︒

全
体
の
論
旨
は
︑
最
新
の
研
究
動
向
を
十
分
に
く
み
取
っ
た
上
に
精
緻
な

実
証
に
も
と
づ
く
も
の
で
︑
お
お
む
ね
説
得
力
が
あ
る
︒
ま
た
個
別
の
論
点

に
つ
い
て
も
︑
た
と
え
ば
市
民
間
の
パ
ト
ロ
ネ
ジ
関
係
に
つ
い
て
︑﹁
お
よ

そ
能
動
的
に
政
治
に
参
加
す
る
ほ
ど
の
市
民
に
と
っ
て
︑
経
済
的
・
政
治
的

な
従
属
が
嫌
わ
れ
て
い
た
こ
と
﹂
が
﹁
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
平
等
と
自
由
の

理
念
の
堅
固
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
﹂︵
五
一
頁
︶
と
い
う
指
摘
は
︑
肯

綮
に
あ
た
っ
て
い
る
︒

さ
ら
に
ギ
リ
シ
ア
人
ポ
リ
ス
の
市
民
権
と
い
う
も
の
を
︑
個
人
の
権
利
と

し
て
近
代
的
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
︑﹁
ポ
リ
ス
に
参
画
す
る
﹂
権
利
の

全
体
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
い
う
意
見
︵
四
二
五
頁
︶
に
は
︑
評
者
も

同
感
で
あ
る
︒
ま
た
市
民
権
が
︑
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
︵
と
く
に

ロ
ー
マ
と
く
ら
べ
て
︶
閉
鎖
的
・
排
他
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
実
際
に
は

﹁
つ
ね
に
再
定
義
さ
れ
る
動
的
な
も
の
﹂︵
四
三
〇
頁
︶
で
あ
っ
た
と
す
る

著
者
の
見
解
に
も
共
感
を
覚
え
る
︒
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市
民
権
の
閉
鎖
性
は
ペ
リ
ク
レ
ス
の
市
民
権
法
︵
前
四
五
一
年
︶
に
よ
っ

て
完
成
し
た
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
︑
子
細
に
見
る
と
市
民
と
非
市
民
を
へ
だ

て
る
境
界
線
は
し
ば
し
ば
揺
れ
動
き
︑
閉
じ
た
り
開
い
た
り
す
る
も
の
で
あ

る
︒
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
改
革
に
よ
る
再
定
義
で
﹁
新
市
民
︵
ネ
オ
ポ
リ
タ

イ
︶﹂
が
生
ま
れ
た
の
も
そ
う
だ
し
︵
伝
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
﹃
ア
テ
ナ
イ
人

の
国
制
﹄
二
一
章
四
節
︶︑
前
四
〇
三
年
の
民
主
政
再
建
時
︑
お
よ
び
前
三

三
八
年
の
カ
イ
ロ
ネ
イ
ア
の
敗
戦
時
に
も
同
様
の
動
揺
が
あ
っ
た
︒

市
民
権
を
男
性
の
排
他
的
特
権
と
考
え
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
そ
の
継

承
は
双
系
性
に
し
た
が
っ
て
お
り
︑
ゆ
え
に
女
性
の
﹁
市
民
性
﹂
を
考
慮
に

入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
主
張
に
も
︑
説
得
力
が
あ
る
︒
第
一
三
章
で
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
︑
ポ
リ
ス
は
男
だ
け
の
世
界
な
の
で
は
な
く
︑

男
性
市
民
と
は
ま
た
ち
が
っ
た
形
で
︑
女
性
も
間
接
的
に
で
は
あ
れ
国
制
に

﹁
あ
ず
か
る
︵
メ
テ
ケ
イ
ン
︶﹂
と
見
る
立
場
は
︑
近
年
広
く
共
有
さ
れ
て

き
て
い
る
︒
ポ
リ
ス
社
会
を
考
え
る
際
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
を
欠
か
す
こ

と
は
で
き
ず
︑
そ
の
点
で
も
著
者
の
研
究
に
は
今
後
も
ま
す
ま
す
期
待
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

第
五
章
に
お
い
て
︑
女
性
の
再
婚
に
よ
っ
て
双
系
に
わ
た
る
選
択
的
な
親

族
関
係
の
絆
が
広
が
っ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
︒
お

そ
ら
く
こ
の
こ
と
は
︑
イ
サ
イ
オ
ス
の
時
代
︵
前
四
世
紀
︶
に
限
ら
れ
た
こ

と
で
は
な
く
︑
ギ
リ
シ
ア
人
社
会
全
般
に
古
く
か
ら
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
︒
マ
ラ
ト
ン
の
将
軍
ミ
ル
テ
ィ
ア
デ
ス
は
︑
み
ず
か
ら
の
名
前
の
み
な
ら

ず
︑
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
半
島
の
領
地
と
支
配
権
を
も
︑
父
の
異
父
兄
弟
ミ
ル
テ

ィ
ア
デ
ス
か
ら
継
承
し
た
︒
父
が
ち
が
っ
て
い
て
も
同
じ
母
か
ら
生
ま
れ
た

子
ど
も
ど
う
し
の
絆
の
強
さ
を
示
す
事
例
だ
ろ
う
︒

本
書
の
文
章
は
全
体
に
平
明
で
読
み
や
す
く
︑
複
雑
な
論
旨
を
読
者
に
わ

か
り
や
す
く
伝
え
よ
う
と
す
る
著
者
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
︒
脚
注
方
式
で

あ
る
こ
と
も
親
切
で
あ
る
︒
冒
頭
に
は
凡
例
と
︑
本
書
で
言
及
さ
れ
た
法
廷

弁
論
の
一
覧
︑
ま
た
末
尾
に
は
文
献
目
録
に
加
え
て
︑
法
制
上
の
用
語
を
集

め
た
懇
切
な
解
説
︑
お
よ
び
詳
細
な
索
引
を
付
す
︒
い
ず
れ
も
読
者
の
立
場

に
立
っ
て
そ
の
理
解
を
よ
く
助
け
る
付
録
で
あ
る
︒
と
く
に
索
引
は
通
り
一

遍
の
も
の
で
は
な
く
︑
人
名
索
引
は
古
代
人
名
・
家
族
名
・
近
代
の
研
究
者

名
に
分
か
れ
︑
事
項
索
引
の
拾
い
方
も
過
不
足
な
い
︒
何
よ
り
研
究
者
に
と

っ
て
あ
り
が
た
い
の
は
︑
出
典
索
引
を
備
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

そ
の
一
方
で
︑
本
書
に
対
す
る
疑
問
も
い
く
つ
か
わ
い
て
く
る
︒
本
書
で

提
示
さ
れ
た
の
は
主
と
し
て
弁
論
が
描
き
出
す
前
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
社
会
の
︑

い
わ
ば
静
態
的
な
見
取
り
図
で
あ
る
︒
で
は
た
と
え
ば
︑
民
主
政
と
い
う
体

制
が
前
六
世
紀
末
の
ア
テ
ナ
イ
に
出
現
し
た
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
︑
著

者
の
立
場
か
ら
は
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒

貴
族
を
頂
点
と
し
た
人
的
支
配
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
が
各
地
に
盤
踞
し
て
い
た

時
代
に
は
︑
地
域
ご
と
の
古
い
社
会
的
結
合
が
ア
ッ
テ
ィ
カ
全
体
の
統
合
を

妨
げ
て
い
た
︒
そ
の
結
合
の
鎖
を
寸
断
し
︑
そ
れ
に
か
わ
る
人
工
的
で
無
機

的
な
新
し
い
結
合
関
係
を
︑
新
部
族
と
い
う
形
で
創
出
し
た
の
が
ク
レ
イ
ス

テ
ネ
ス
の
改
革
で
あ
っ
た
︒
ポ
リ
ス
統
合
の
た
め
に
伝
統
的
な
人
的
結
合
の

あ
り
方
を
一
挙
に
変
革
す
る
と
い
う
離
れ
業
が
︑
フ
ィ
リ
ア
を
基
調
と
す
る

社
会
で
︑
な
ぜ
い
と
も
た
や
す
く
実
行
さ
れ
た
の
か
︒
タ
イ
ト
ル
に
﹁
古
代

民
主
制
﹂
と
銘
打
つ
か
ら
に
は
︑
民
主
政
の
成
立
と
本
質
に
か
か
わ
る
議
論

も
望
み
た
か
っ
た
︒

著
者
は
︑
親
愛
の
原
理
が
血
縁
の
原
理
に
優
先
す
る
ア
テ
ナ
イ
社
会
の
特

性
を
指
摘
し
て
み
せ
る
︵
第
五
章
︶︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス

書 評

61 (345)



が
創
り
だ
し
た
新
一
〇
部
族
は
︑
伝
説
上
の
王
や
英
雄
を
始
祖
と
す
る
擬
制

的
な
血
縁
集
団
だ
っ
た
︒
そ
れ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
こ
と
は
だ
れ
の
目

に
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
お
血
縁
と
い
う
虚
構
に
頼
ら

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
︑︵
実
際
の
親
愛
関
係
に
か
か
わ
ら
ず
︶

血
縁
や
血
統
と
い
う
理
念
そ
の
も
の
が
ギ
リ
シ
ア
人
社
会
に
お
い
て
も
つ
本

質
的
な
重
み
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒

個
別
の
論
点
に
つ
い
て
も
と
り
あ
げ
よ
う
︒
第
一
四
章
の
﹁
哀
れ
み
は
互

酬
的
な
カ
リ
ス
の
返
礼
と
し
て
要
請
さ
れ
て
い
た
﹂︵
四
六
〇
頁
︶
と
い
う

趣
旨
そ
の
も
の
に
異
論
は
な
い
が
︑
法
廷
に
お
い
て
裁
判
員
の
哀
れ
み
を
乞

う
と
い
う
慣
行
は
︑
む
し
ろ
神
話
や
悲
劇
に
も
登
場
す
る
ギ
リ
シ
ア
人
の
伝

統
的
な
嘆
願
行
為
︵
ヒ
ケ
テ
イ
ア
︶
と
の
つ
な
が
り
で
理
解
す
る
方
が
自
然

で
は
な
い
か
︒

嘆
願
は
︑
民
主
政
ア
テ
ナ
イ
で
立
派
に
制
度
化
さ
れ
て
い
た
手
続
き
で
あ

っ
た
︵﹃
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
﹄
四
三
章
六
節
︶︒
嘆
願
の
慣
習
に
つ
い
て
は
︑

J.
G
ou
ld②
を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
︒
嘆
願
は
無
力
な
者

が
有
力
な
者
の
懐
に
身
を
委
ね
る
行
為
で
あ
り
︑
あ
き
ら
か
に
両
者
間
の
上

下
関
係
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
意
味
で
は
貴
族
政
時
代
の
遺

制
か
と
も
思
わ
れ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
が
民
主
政
の
世
の
中
で
も

一
定
の
存
在
意
義
を
保
っ
て
い
た
こ
と
を
︑
ど
の
よ
う
に
説
明
す
べ
き
な
の

か
︒
こ
れ
も
ま
た
︑
貴
族
政
か
ら
民
主
政
へ
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
な
か

に
お
い
て
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
問
題
か
も
し
れ
な
い
︒

ま
た
第
一
六
章
で
︑
カ
イ
ロ
ネ
イ
ア
敗
戦
後
︑
国
事
犯
に
対
す
る
弾
劾
裁

判
が
︑
一
見
些
細
な
犯
罪
を
犯
し
た
私
人
に
対
し
て
頻
繁
に
起
こ
さ
れ
た
現

象
に
つ
い
て
︑
そ
の
背
景
に
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
の
政
治
的
影
響
力
を
読
み
取
る

著
者
の
説
に
は
︑
た
し
か
に
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
︒
だ
が
︑
た
と
え
ば
姦

通
行
為
や
︑
笛
吹
き
女
を
法
定
料
金
以
上
の
金
額
で
貸
し
出
す
な
ど
の
行
為

に
つ
い
て
︑
そ
れ
を
弾
劾
法
の
拡
大
解
釈
に
よ
っ
て
﹁
民
主
政
転
覆
﹂
と
見

な
す
言
説
が
影
響
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
む
し
ろ
ア
テ
ナ
イ
市
民

の
間
で
民
主
政
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
︑

変
容
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
︒
同
時
期
に
親
マ
ケ
ド
ニ
ア
勢

力
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
︑
僭
主
政
樹
立
︵
す
な
わ
ち
民
主
政
転
覆
︶
を
企

て
た
者
を
殺
害
し
て
も
罪
に
問
わ
な
い
と
定
め
た
エ
ウ
ク
ラ
テ
ス
法
︵
R
O

79︶
と
も
平
仄
が
合
う
よ
う
に
思
え
る
︒

と
は
い
え
︑
こ
れ
ら
の
疑
問
に
対
し
て
は
お
そ
ら
く
著
者
な
り
の
反
論
も

あ
る
は
ず
で
︑
こ
こ
で
は
評
者
か
ら
別
の
観
点
を
提
供
し
た
ま
で
で
あ
る
と

理
解
し
て
ほ
し
い
︒

論
旨
に
は
直
接
か
か
わ
ら
な
い
が
︑
記
述
の
重
複
や
乱
れ
︑
不
整
合
や
不

統
一
が
や
や
目
に
つ
く
︒
た
と
え
ば
各
章
の
要
旨
は
︑
序
論
部
︑
各
部
の
冒

頭
︑
そ
し
て
結
論
部
で
く
り
返
さ
れ
︑
重
複
す
る
部
分
も
多
い
︒
ア
テ
ィ
ミ

ア
︵
a
tim
ia︶
の
訳
語
が
︑﹁
市
民
権
喪
失
﹂︵
三
六
頁
︶
や
﹁
公
民
権
停

止
﹂︵
四
二
四
頁
︶
な
ど
と
不
統
一
な
の
も
気
に
か
か
る
︒

ま
た
ゲ
ノ
ス
を
﹁
氏
族
﹂
と
す
る
の
は
︵
五
七
六
頁
︶︑
や
は
り
ど
う
か

と
思
う
︒
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
ゲ
ノ
ス
が
古
典
的
文
化
人
類
学
に
い
う

﹁
部
族
制
︵
氏
族
制
︶﹂
の
一
組
織
で
あ
る
﹁
氏
族
︵
ク
ラ
ン
︶﹂
と
本
質
的

に
ち
が
う
と
い
う
見
解
は
︑
著
者
自
身
も
承
知
の
と
お
り
︑
一
九
七
〇
年
代

の
D
.
R
ou
sselと
F
.
B
ou
rriot
の
画
期
的
研
究③
以
来
の
論
争
を
へ
て
︑
今

日
大
筋
で
は
一
般
に
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
︒
ゲ
ノ
ス
は
や
は
り
﹁
ゲ
ノ

ス
﹂
の
表
記
の
ま
ま
に
し
て
お
く
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
︒

ま
た
︑
こ
ま
か
な
指
摘
に
は
な
る
が
︑
事
実
誤
認
や
誤
記
が
散
見
さ
れ
る

の
も
惜
し
ま
れ
る
︒
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
の
改
革
は
前
五
〇
九
／
八
年
で
は
な
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く
︵
五
七
四
頁
︶︑
前
五
〇
八
／
七
年
︵
改
革
立
法
は
お
そ
ら
く
前
五
〇
七

年
︶
と
す
る
の
が
標
準
的
な
見
解
で
あ
ろ
う
︒
フ
ァ
レ
ロ
ン
区
の
デ
メ
ト
リ

オ
ス
が
ア
テ
ナ
イ
の
執
政
と
な
っ
た
の
は
前
三
二
二
年
で
は
な
く
︵
五
五
六

頁
︶︑
お
そ
ら
く
は
前
三
一
七
年
︒﹁
ア
イ
ギ
ス
区
︵
ア
イ
ギ
リ
ア
区
︶﹂︵
一

三
三
頁
︶︑﹁
ミ
ュ
リ
ネ
区
︵
ミ
ュ
リ
ヌ
ス
区
︶﹂︵
一
三
四
頁
︶︑﹁
エ
ウ
ク
シ

ッ
ポ
ス
︵
エ
ウ
ク
セ
ニ
ッ
ポ
ス
︶﹂︵
五
〇
〇
頁
︶︑﹁
リ
ュ
コ
フ
ォ
ン
︵
リ
ュ

コ
フ
ロ
ン
︶﹂︵
五
一
〇
頁
︶
な
ど
固
有
名
詞
の
誤
記
も
残
念
で
あ
る
︒
た
だ
︑

い
ず
れ
も
行
論
に
支
障
を
き
た
す
ほ
ど
で
は
な
い
︒

も
と
よ
り
︑
こ
れ
ら
の
瑕
瑾
が
本
書
全
体
の
価
値
を
減
殺
す
る
も
の
で
な

い
こ
と
は
︑
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
︒
本
書
は
著
者
の
世
代
を
代
表

す
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
社
会
史
の
研
究
書
と
し
て
︑
今
後
多
く
の
研
究
者
に
参

照
さ
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
︒
著
者
の
長
年
の
研
究
成
果
が
︑
こ
の
よ
う
な
形

で
上
梓
さ
れ
た
こ
と
を
慶
び
と
し
た
い
︒

①

評
者
の
慣
例
と
し
て
こ
こ
で
は
﹁
民
主
政
﹂
に
表
記
を
そ
ろ
え
る
こ
と
に
す
る
︒

こ
れ
は
古
代
の
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
と
い
う
概
念
が
︑
狭
義
の
国
家
制
度
の
み
な
ら

ず
市
民
の
生
活
行
動
様
式
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
含
ん
だ
広
義
の
国
制
︵
ポ
リ
テ

イ
ア
︶
の
一
種
を
意
味
し
た
と
考
え
る
か
ら
で
︑
た
と
え
ば
前
四
三
一
年
冬
の
葬

送
演
説
︵
T
h
u
c.
2.
34-46︶
で
ペ
リ
ク
レ
ス
が
称
揚
し
た
ア
テ
ナ
イ
の
国
制
は
︑

ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
広
義
の
国
制
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ゆ
え
評
者
は
︑﹁
民
主
制﹅

﹂

の
表
記
が
狭
義
の
国
家
制
度
に
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
こ
れ
を
避
け
る
が
︑

他
方
で
著
者
は
﹁
民
主
制
﹂
の
表
記
に
そ
ろ
え
る
︒
だ
が
本
書
を
読
め
ば
わ
か
る

と
お
り
︑
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ア
の
理
解
に
つ
い
て
は
著
者
と
評
者
と
の
間
に
さ
ほ
ど

の
懸
隔
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
よ
う
す
る
に
個
人
的
な
慣
れ
︑
好
み
の
次
元

の
問
題
で
あ
る
と
了
解
せ
ら
れ
た
い
︒

②

J.
G
ou
ld
,
'H
ik
eteia',
JH
S
93
(1973),
74-103.

③

D
.
R
ou
ssel,
T
ribu
et
cité:
étu
d
es
su
r
les
grou
pes
sociau
x
d
an
s
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cités
grecqu
es
au
x
époqu
es
arch
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e
et
classiqu
e,
P
aris
1976;
F
.

B
ou
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R
ech
erch
es
su
r
la
n
atu
re
d
u
gén
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étu
d
e
d
'h
istoire
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ath
én
ien
n
e:
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es
arch
aïqu
e
et
classiqu
e,
2
v
ols.,
P
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L
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1976.
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