
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
（
二
）

大

森

秀

臣

目
次

一　

は
じ
め
に

二　

キ
ケ
ロ
ー

―
自
由
で
平
和
な
共
和
政
に
お
け
る
賛
否
両
論
の
使
い
分
け
（
以
上
前
号
）

三　

サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス

―
外
敵
の
脅
威
に
代
わ
っ
て
内
紛
を
常
軌
化
す
る
言
論
手
段
（
以
下
本
号
）

四　

リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス

―
善
き
意
思
に
よ
っ
て
共
和
政
に
調
和
を
も
た
ら
す
技
術
？

五　

タ
キ
ト
ゥ
ス
（
以
下
予
定
）

六　

結
び
に
代
え
て

三　

サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス

―
外
敵
の
脅
威
に
代
わ
っ
て
内
紛
を
常
軌
化
す
る
言
論
手
段

　

ガ
ー
イ
ウ
ス
・
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
・
ク
リ
ス
プ
ス
（Gaius Sallustius Crispus

）
は
、
キ
ケ
ロ
ー
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
ロ
ー
マ
に

生
き
た
政
治
家
で
あ
り
歴
史
家
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
内
戦
で
は
、
民
衆
派
の
カ
エ
サ
ル
の
側
に
つ
い
て
戦
争
に
従
事
し
、
カ
エ
サ
ル
が
殺

害
さ
れ
た
後
は
隠
退
し
て
、
著
作
活
動
に
従
事
し
た
。
大
部
の
『
歴
史
』
が
主
著
に
な
る
が
ほ
と
ん
ど
が
散
逸
、『
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
戦

記
』
と
『
ユ
グ
ル
タ
戦
記
』
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
主
に
こ
れ
ら
二
冊
の
書
物
を
対
象
に
、
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
フ
ォ

ン
タ
ー
ナ
（Benedetto Fontana

）
や
ダ
ニ
エ
ル
・
ケ
イ
パ
ス
ト
（D

aniel J. K
apust

）
の
読
解
に
依
拠
し
な
が
ら（

（
（

、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ

ウ
ス
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
」
観
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
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カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
征
服
以
前
の
ロ
ー
マ
結
束
の
要
因

―
外
敵
の
脅
威

　

サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
キ
ケ
ロ
ー
と
は
異
な
る
ロ
ー
マ
史
観
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
ロ
ー
マ
は

建
国
期
か
ら
当
代
に
い
た
る
ま
で
、
対
立
と
秩
序
と
の
微
妙
な
均
衡
を
取
り
続
け
て
き
た
、
と
捉
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
に

よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
の
黄
金
期
は
、
キ
ケ
ロ
ー
の
理
解
と
は
異
な
り
、
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
征
服
の
後
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ロ
ー
マ
で

は
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
征
服
の
後
に
平
和
が
訪
れ
た
と
い
う
よ
り
、
そ
の
前
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
も
同
じ
よ
う
に
対
立
と
秩
序
と
の
均
衡

状
態
が
続
い
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る（

（
（

。
だ
が
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
に
着
目
す
れ
ば
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
ロ
ー
マ
史

観
に
は
、
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
征
服
の
前
と
後
と
の
間
に
大
き
な
断
絶
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

か
つ
て
ロ
ー
マ
は
、
地
中
海
の
覇
権
を
争
っ
て
い
た
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
か
ら
何
度
も
そ
の
安
全
を
脅
か
さ
れ
て
い
た
。
ロ
ー
マ
は
、
地

中
海
沿
岸
の
大
国
で
あ
り
も
う
一
つ
の
雄
で
あ
り
な
が
ら
、
自
国
領
土
に
ま
で
踏
み
込
ま
れ
、
将
軍
ハ
ン
ニ
バ
ル
ら
に
よ
っ
て
大
敗
を

喫
し
た
。
こ
の
時
代
ロ
ー
マ
は
対
外
的
な
意
味
で
は
極
め
て
危
機
的
な
状
況
に
あ
っ
た
。
だ
が
他
方
で
、
対
内
的
に
は
分
裂
の
状
況
か

ら
免
れ
て
い
た
。
元
来
ロ
ー
マ
人
は
、
平
民
と
貴
族
と
に
よ
っ
て
身
分
的
に
区
別
さ
れ
、
常
に
階
級
対
立
、
政
治
闘
争
、
内
乱
の
危
機

に
晒
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
彼
ら
は
、
た
と
え
階
級
や
利
害
を
異
に
し
て
い
て
も
、
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
と
い
う
共
通
の
外
敵
を
迎
え
て
は

互
い
に
結
束
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
融
和
と
秩
序
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、

ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
共
和
政
ロ
ー
マ
が
平
民
と
貴
族
と
の
間
で
分
裂
せ
ず
、
何
と
か
結
束
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
の
は
、

外
敵
の
脅
威
（m
etus hostilis

）
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
て
い
た
、
と
い
う
。
ロ
ー
マ
は
、
こ
の
外メ

ト
ゥ
ス
・
ホ
ス
テ
ィ
リ
ス

敵
の
脅
威
に
支
配
さ
れ
て
い

る
期
間
、
対
外
的
に
危
機
状
態
に
あ
っ
て
も
対
内
的
に
結
束
し
て
い
た
。
ロ
ー
マ
は
「
第
二
次
と
第
三
次
の
ポ
エ
ニ
戦
争
の
間
に
」
む

し
ろ
そ
の
黄
金
期
を
迎
え
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
期
間
に
「
最
高
の
道
徳
に
従
い
最
高
の
調
和
を
も
っ
て
う
ま
く
い
っ
て
い
た
」（Sal. 

hist. （. 9

）。
そ
し
て
「
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
破
壊
の
以
前
に
、
ロ
ー
マ
の
民
衆
と
元
老
院
は
、
相
争
う
こ
と
な
く
、
と
も
に
公
共
体
を
平
和

に
ま
た
穏
や
か
に
統
治
し
て
い
た
」
の
で
あ
り
、「
外
敵
の
脅
威
が
国
を
よ
き
性
質
の
ま
ま
保
っ
て
い
た
（m

etus hostilis in bonis 
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artibus civitatem
 retinebat

）」（Sal. Jug. 4（. （

）
と
い
う
の
で
あ
る（

（
（

。

　

む
し
ろ
問
題
は
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
を
打
倒
し
た
後
に
起
こ
っ
た
。
ロ
ー
マ
人
に
は
宿
敵
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
を
征
服
さ
え
す
れ
ば
、
ロ
ー
マ

に
平
和
と
安
定
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
。
だ
が
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
点
に
ロ
ー
マ
の
危
機
を
見
出

し
た
の
で
あ
る
。
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
の
脅
威
が
取
り
除
か
れ
た
こ
と
は
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
歓
迎

さ
れ
る
べ
き
事
実
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
市
民
を
階
級
や
利
害
に
関
係
な
く
一
致
団
結
さ
せ
て
き
た
共
通
の
基
盤
が
取
り
除
か
れ
る
こ
と

を
意
味
し
た
。
実
際
に
ロ
ー
マ
市
民
は
そ
の
後
、
公
共
体
の
福
祉
や
共
通
善
を
見
失
っ
て
し
ま
い
、
堕
落
し
腐
敗
す
る
よ
う
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る（

4
（

。
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
が
破
壊
さ
れ
ロ
ー
マ
が
そ
の
脅
威
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
き
、
欲
望
や
傲
慢
と
い
っ
た

悪
徳
が
は
び
こ
っ
た
。「
不
和
、
貪
欲
、
野
心
は
、『
繁
栄
の
時
代
』
に
は
び
こ
っ
た
悪
徳
で
あ
っ
て
、
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
が
破
壊
さ
れ
た

後
、
ロ
ー
マ
が
平
和
で
あ
っ
た
と
き
に
最
大
に
達
し
た
の
で
あ
る（

（
（

」。
か
つ
て
ロ
ー
マ
市
民
を
結
び
つ
け
て
き
た
紐
帯
は
程
な
く
解
か

れ
、
残
さ
れ
た
の
は
階
級
間
の
対
立
、
野
心
家
た
ち
の
闘
争
、
政
治
的
利
害
を
巡
る
内
輪
も
め
で
あ
っ
た
。
外
敵
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
を
克

服
し
た
ロ
ー
マ
に
と
っ
て
、
結
局
、
不
和
と
対
立
は
国
家
の
間
か
ら
国
家
の
内
部
に
移
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
内
部
対

立
を
制
御
し
て
い
た
共
通
の
外
敵
の
脅
威
が
な
く
な
り
、
国
内
に
潜
伏
し
て
い
た
階
級
と
利
害
の
対
立
が
顕
在
化
し
た
か
ら
だ
、
と
い

う
の
で
あ
る
。

レ
ト
リ
ッ
ク
は
外
敵
の
脅
威
に
代
わ
る
手
段

　

た
だ
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
ロ
ー
マ
共
和
政
に
お
い
て
国
内
の
対
立
や
闘
争
が
不
可
避
で
あ
っ
た

こ
と
を
問
題
視
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
内
紛
そ
の
も
の
は
害

悪
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
む
し
ろ
内
紛
は
、
ロ
ー
マ
人
が
享
受
し
て
い
た
様
々
な
自
由
の
帰
結
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
の
発
展
を
促
す

生
産
的
な
競
争
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
顧
み
て
み
れ
ば
、
共
和
政
が
確
立
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
ロ
ー
マ
は
数
多
く
の
不
和
を
抱
え
、
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と
き
に
騒
動
や
緊
張
に
見
舞
わ
れ
て
き
た
。
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
の
よ
う
な
外
敵
の
脅
威
で
さ
え
、
ロ
ー
マ
内
部
の
対
立
と
緊
張
を
完
全
に

解
消
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。外
敵
の
脅
威
は
、単
な
る
歴
史
的
偶
然
に
よ
っ
て
、ロ
ー
マ
を
一
時
的
に
結
束
さ
せ
た
に
過
ぎ
な
か
っ

た
。
だ
が
も
し
ロ
ー
マ
に
階
級
間
の
対
立
や
権
力
を
め
ぐ
る
闘
争
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
当
時
ほ
ど
の
繁
栄
を
謳
歌
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
対
立
や
係
争
が
正
し
い
手
続
の
も
と
で
枠
づ
け
ら
れ
ず
に
、
ロ
ー
マ
に
壊
滅
的
な
結
果
を
招
い
て
し
ま

う
こ
と
に
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
内
部
に
く
す
ぶ
る
対
立
の
火
は
、
徳
と
結
び
つ
き
、
正
し
い
手
続
の
下
に
収
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ

歓
迎
さ
れ
て
い
た
と
さ
え
言
え
る
。「
サ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
緊
張
は
、正
し
く
構
造
化
さ
れ
て
い
る
限
り
で
生
産
的
で
あ
り
得
た

の
で
あ
り
、
自
由
な
政
治
共
同
体
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い（

（
（

」
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
お
い
て
対
立
が
歓
迎
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
（T

hom
as 

H
obbes

）
の

サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
解
釈
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
ギ
リ
シ
ャ
や
ラ
テ
ン
の
著
作
者
た
ち
の

書
物
を
読
む
人
々
は
み
な
「
動
乱
を
こ
の
み
、
か
れ
ら
の
主
権
者
た
ち
の
諸
行
為
を
好
き
勝
手
に
制
御
す
る（

（
（

」
習
慣
を
も
つ
と
非
難
を

し
て
い
る
が
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
だ
け
は
例
外
だ
と
し
て
い
る
。
実
際
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
ロ
ー
マ
に
不
和
を
起
こ
し
た
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ

に
つ
い
て
「
雄
弁
さ

4

4

4

は
十
分
に

4

4

4

備
え
持
っ
て
い
た
が
知
恵

4

4

に
は
乏
し
か
っ
た

4

4

4

4

4

」
と
し
て
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
が
「
雄
弁
の
方
は
騒
擾

を
起
こ
す
た
め
に
生
ま
れ
た
よ
う
な
こ
の
男
に
必
要
だ
っ
た
も
の
と
し
て
帰
す
る
が
、
知
恵
は
平
和
を
命
じ
る
も
の
だ
か
ら
と
い
う
の

で
、
そ
れ
が
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
に
あ
っ
た
と
は
認
め
な
い（

（
（

」
こ
と
を
指
摘
し
て
、
騒
乱
を
も
た
ら
す
雄
弁
で
は
な
く
平
和
を
も
た
ら
す
知

恵
を
選
好
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
を
プ
ラ
ト
ー
ン
以
来
の
反
レ
ト
リ
ッ
ク
の
論
者
と
し
て
評
価
し
て
い
る
の
で
あ

る
（
9
（

。
確
か
に
外メ

ト
ゥ
ス
・
ホ
ス
テ
ィ
リ
ス

敵
の
脅
威
を
絶
対
主
義
的
国
家
の
登
場
と
成
立
の
条
件

―
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
闘
争
」
が
横
行
す
る
自
然
状

態
か
ら
の
脱
出

―
と
見
な
し
て
い
る
点
で
も
、サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
を
ホ
ッ
ブ
ズ
流
の
社
会
契
約
論
に
引
き
つ
け
て
解
釈
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
彼
は
ホ
ッ
ブ
ズ
式
の
自
然
状
態
を
描
い
た
原
ホ
ッ
ブ
ズ
主
義
者

（proto-H
obbesian

）
で
は
な
い
、
と
い
う
。
む
し
ろ
敵
対
的
共
和
主
義
（antagonistic republicanism

）
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
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著
作
群
を
残
し
た
歴
史
家
と
し
て
考
え
ら
れ
る
、と
。サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、確
か
に
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
の
よ
う
な
外
敵
の
脅
威
に
よ
っ

て
ロ
ー
マ
人
た
ち
の
対
立
と
緊
張
が
緩
め
ら
れ
た
史
実
を
指
摘
し
て
は
い
る
が
、
恐
怖
が
対
立
の
解
消
を
保
障
す
る
と
考
え
て
い
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た（

（1
（

。
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
解
釈
に
反
し
て
、
外
敵
の
脅
威
が
あ
る
か
ら
レ
ト
リ
ッ
ク
が
不
要
だ
と
考

え
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
外
敵
の
脅
威
が
な
く
な
っ
た
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
レ
ト
リ
ッ
ク
が
必
要

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
が
描
い
た
ロ
ー
マ
の
次
の
課
題
は
、
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
が
崩
壊
し
た
後
に
顕
在
化
し
て
き
た
平
民
と
貴
族
と
の
間

の
不
和
を
ど
の
よ
う
に
融
和
さ
せ
る
か
に
あ
っ
た
。
地
中
海
の
覇
権
を
握
っ
た
ロ
ー
マ
に
は
、
も
は
や
自
分
た
ち
を
脅
か
す
強
力
な
外

敵
は
当
面
は
お
ら
ず
、
自
分
た
ち
を
結
束
さ
せ
る
共
通
の
基
盤
は
失
わ
れ
た
。
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
彼
は
ま
さ
に
こ
の
文
脈
に
お

い
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
役
割
を
見
出
し
た
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
外メ

ト
ゥ
ス
・
ホ
ス
テ
ィ
リ
ス

敵
の
脅
威
に
代
わ
る
、
説
得
に
よ
る
融
和
の
手
段
と
し
て
の
レ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

ト
リ
ッ
ク

4

4

4

4

で
あ
る
。
ロ
ー
マ
に
お
い
て
対
立
と
緊
張
が
不
可
避
で
常
態
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
、
も
は
や

国
外
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
言
論
の
力
に
よ
っ
て
、
聴
衆
を
説
得
し
、
自
分
の
味
方
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
立
す
る

当
事
者
双
方
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
う
ま
く
常
軌
に
乗
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
対
立
を
橋
渡
し
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

（channel

）
こ
と
、
そ
し
て
正
し
い
方
向

4

4

4

4

4

に
向
け
る

4

4

4

4

（rightly direct

）
こ
と
、
こ
れ
が
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
レ
ト
リ
ッ
ク
理
解
の
眼
目
で
あ
っ
た
、
と（

（（
（

。

『
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
戦
記
』
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
役
割

　

サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
『
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
戦
記
』
に
お
い
て
、
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
行
使
の
実エ

ク
セ
ン
プ
ラ例

と
し
て
、
ガ
ー
イ
ウ
ス
・
ユ
ー
リ

ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
と
小
カ
ト
ー
と
の
間
の
演
説
の
対
決
を
描
い
て
い
る
。
両
者
の
弁
論
は
、
ロ
ー
マ
に
反
旗
を
翻
し
た
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ

と
彼
の
共
犯
者
に
対
す
る
処
遇
を
め
ぐ
っ
て
、
と
く
に
本
件
の
裁
判
で
は
自
白
を
し
た
共
犯
者
に
死
刑
を
下
す
べ
き
か
ど
う
か
を
元
老

院
議
員
た
ち
に
問
い
か
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
両
者
と
も
当
時
名
を
馳
せ
た
第
一
級
の
雄
弁
家
で
あ
り
、
事
態
は
公
共
体
の
行
く
末
を

決
め
る
重
大
か
つ
喫
緊
の
状
況
に
あ
っ
た
。
両
者
は
こ
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
議
場
に
て
、
正
面
か
ら
対
立
す
る
主
張
を
繰
り
広
げ
た
の
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で
あ
る
。

　

一
方
の
カ
エ
サ
ル
は
、
尊
厳
（dignitas

）
の
価
値
に
訴
え
た
。
怒
り
や
欲
望
に
駆
ら
れ
て
、
安
易
に
暴
力
を
も
っ
て
解
決
に
当
た
る

べ
き
で
は
な
い
。
こ
こ
で
共
犯
者
プ
ブ
リ
ウ
ス
・
レ
ン
ト
ゥ
ル
ス
ら
に
死
刑
判
決
を
下
す
こ
と
は
拙
速
で
あ
っ
て
、
悪
し
き
前
例
と
し

て
後
に
諸
君
ら
元
老
院
議
員
た
ち
の
尊

デ
ィ
ー
グ
ニ
タ
ー
ス

厳
を
損
な
う
こ
と
に
な
ろ
う
。ロ
ー
マ
人
た
ち
が
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
と
の
戦
争
の
時
代
に
示

し
て
き
た
態
度
と
同
じ
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
の
元
老
院
議
員
に
相
応
し
い
尊

デ
ィ
ー
グ
ニ
タ
ー
ス

厳
を
も
っ
て
事
に
当
た
る
べ
き
だ
、
と
言
う
の
で
あ

る
。
少
し
引
用
が
長
く
な
る
が
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
が
記
し
た
カ
エ
サ
ル
演
説
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

　

元パ
ト
レ
ス
・
コ
ン
ス
ク
リ
プ
テ
ィ

老
院
議
員
諸
君
、
確
実
で
な
い
事
柄
に
つ
い
て
考
慮
す
る
者
は
皆
、
憎
悪
や
友
誼
や
憤
怒
、
憐
憫
か
ら
も
自
由
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
ら
（
の
感
情
）
が
妨
げ
る
場
合
、
精
神
が
真
実
を
予
見
す
る
の
は
容
易
で
な
く
、
ま
た
、
皆
の
内
、
誰
一
人
と
し
て
、

（
個
人
的
な
）
欲
望
と
（
公
的
な
）
利
益
と
に
は
同
時
に
従
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。
君
た
ち
が
天
分
に
意
を
向
け
れ
ば
健
全
で
あ
る
。

も
し
欲
望
が
（
君
た
ち
を
）
捕
ら
え
れ
ば
、
そ
れ
に
支
配
さ
れ
、
精
神
は
全
く
健
全
で
は
な
く
な
る
…
ま
た
全
て
の
ポ
エ
ニ
戦
争
に

お
い
て
、
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
人
た
ち
は
平
時
に
も
休
戦
時
に
も
、
し
ば
し
ば
多
く
の
不
敬
な
悪
行
を
行
っ
た
け
れ
ど
も
、（
ロ
ー
マ
人
た

ち
）
自
身
は
、
好
機
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
決
し
て
行
わ
な
か
っ
た
。
法
に
よ
っ
て
彼
ら
（
＝
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
人
た
ち
）

に
対
し
て
行
え
る
こ
と
（
＝
復
讐
）
よ
り
も
、
彼
ら
（
＝
ロ
ー
マ
人
た
ち
）
は
、
む
し
ろ
自
ら
に
相
応
し
い
こ
と
〔quid se dignum

 

foret

〕
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
元
老
院
議
員
諸
君
、
ま
た
君
た
ち
に
よ
っ
て
も
、
以
下
の
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
即
ち
）、
君
た
ち
の
威
厳
よ
り
も
、
プ
ブ
リ
ウ
ス
＝
レ
ン
ト
ゥ
ル
ス
と
他
の
者
た
ち
の
犯
罪
の
方
が
、
君
た
ち
に
影
響
し
な
い
こ

と
、
ま
た
名
声
に
よ
り
も
君
た
ち
の
怒
り
に
君
た
ち
が
拘
泥
し
な
い
こ
と
（
で
あ
る
）。Sal. Cat. （（. （-（

〔
一
〇
四
―
〇
九
。
亀
甲

括
弧
は
大
森
、
丸
括
弧
は
翻
訳
者
に
よ
る
。〕
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対
す
る
カ
ト
ー
は
、
誠
実
（honestas

）
で
は
な
く
安
全
（tuta

）
に
訴
え
た
。
目
下
の
状
況
は
国
家
の
存
亡
の
か
か
る
重
大
か
つ

喫
緊
の
事
態
で
あ
る
。
状
況
は
切
迫
し
て
お
り
、
も
は
や
躊
躇
す
る
暇
は
な
い
。
も
し
対
応
が
遅
れ
れ
ば
、
公
共
体
の
運
命
ば
か
り
か
、

君
た
ち
自
身
の
利
益
ま
で
を
も
失
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
時
を
待
た
ず
共
犯
者
に
死
を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
よ

れ
ば
、
カ
ト
ー
は
以
下
の
よ
う
に
彼
の
同
僚
で
あ
る
他
の
元
老
院
議
員
た
ち
を
叱
責
し
た
、
と
い
う
。

　

…
し
か
し
、
我
々
は
彼
ら
に
何
を
決
定
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
よ
り
も
、
彼
ら
を
警
戒
す
る
よ
う
に
、
状
況
は
教
え

諭
し
て
い
る
の
で
あ
る
…
も
し
も
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
れ
、
君
た
ち
が
好
む
（
邸
宅
な
ど
の
）
そ
れ
ら
の
も
の
を
確
保

し
た
い
と
、
君
た
ち
の
歓
楽
に
閑
暇
を
供
し
た
い
と
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
い
よ
い
よ
目
覚
め
て
国
事
に
邁
進
せ
よ
。
貢
納
物
や
諸
同

盟
市
に
対
す
る
不
正
は
重
要
で
は
な
い
。我
々
の
自
由
と
生
命
が
、窮
地
に
あ
る
の
で
あ
る〔N

on agitur de vectigalibus neque 

de sociorum
 iniuriis. libertas et anim

a nostra in dubio est

〕
…
彼
ら
に
、
我
々
の
血
を
施
与
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
ま
た
少

数
の
罪
人
た
ち
（
の
命
）
を
惜
し
む
間
に
、
全
て
の
善
人
た
ち
を
滅
ぼ
さ
せ
な
い
よ
う
に
せ
よ
…
し
か
し
、
我
々
は
全
方
向
か
ら
取

り
囲
ま
れ
て
い
る
。
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
は
、
軍
隊
と
共
に
喉
も
と
に
迫
っ
て
い
る
。
市
壁
内
に
も
、
ま
た
首
都
の
内
奥
に
も
別
の
敵
た

ち
が
お
り
、
誰
一
人
と
し
て
、
密
か
に
準
備
し
た
り
協
議
し
た
り
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
ま
す
ま
す
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。Sal. Cat. （（. （-（（

〔
一
一
一
―
一
七
。
亀
甲
括
弧
は
大
森
、
丸
括
弧
は
翻
訳
者
に
よ
る
。〕

　

こ
の
よ
う
に
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
が
描
く
カ
エ
サ
ル
と
カ
ト
ー
と
の
間
の
論
争
は
、
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

尊
デ
ィ
ー
グ
ニ
タ
ー
ス

厳
を
説
く
カ
エ
サ
ル
は
共
謀
者
た
ち
の
減
刑
を
説
き
、
安ト

ゥ
ー
タ全

を
要
求
す
る
カ
ト
ー
は
彼
ら
の
死
刑
を
求
め
た
。
彼
ら
の
間
に
は

一
点
の
妥
協
の
余
地
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
重
要
な
の
は
、
彼
ら
は
ど
ち
ら
と
も
物
理
的
な
暴
力
や
威
圧
を
用
い
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
が
用
い
て
い
る
の
は
理
性
的
な
言
葉
と
演
説
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
の
主
張
が
聴
衆
た
る
元
老
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院
議
員
た
ち
を
説
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
競
い
合
っ
て
い
る
。
結
局
、
史
実
と
し
て
は
カ
ト
ー
の
演
説
が
成
功
す
る
顛
末
に
な
る

の
だ
が
、
カ
エ
サ
ル
も
レ
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
し
て
言
葉
の
力
で
説
得
に
努
め
た
点
で
は
カ
ト
ー
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。
こ
の

論
争
は
、
内
紛
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
常
軌
を
逸
し
て
暴
発
す
る
こ
と
な
く
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
適
切
に
回
路
を
与
え
ら
れ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

事
件

で
あ
っ
た
の
で
あ
る（

（1
（

。

　

サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
カ
エ
サ
ル
と
カ
ト
ー
と
の
間
の
論
争
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
の
よ
う
な
外
敵

の
脅
威
が
な
く
な
っ
た
後
の
ロ
ー
マ
に
争
い
の
筋
道
・
回
路
を
与
え
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
役
割
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
両
者
の
論
争

は
、
対
立
的
な
局
面
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
対
立
を
超
え
た
次
元
を
照
ら
し
出
す
た
め
に
描
か
れ
た
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ケ

イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
カ
エ
サ
ル
と
カ
ト
ー
と
の
関
係
を
対
立
的
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
補
完
的

4

4

4

に
捉
え
た

の
だ
、
と
い
う（

（1
（

。
確
か
に
両
者
と
も
性
格
は
対
極
的
と
も
言
え
る
ほ
ど
に
異
な
っ
て
い
た
が
、
ど
ち
ら
も
各
々
の
徳
に
よ
っ
て

―
カ

エ
サ
ル
は
懇
意
・
気
立
て
（facilitas
）
に
よ
っ
て
、
カ
ト
ー
は
一
徹
さ
・
不
屈
（constantia

）
に
よ
っ
て

―
栄
光
に
浴
し
た
。

サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
両
者
の
性
格
と
気
質
を
次
の
よ
う
に
対
照
的
に
描
い
て
い
る
。

　

さ
て
彼
ら
は
、
出
自
、
年
齢
、
弁
舌
が
、
ほ
ぼ
同
等
で
あ
っ
た
。
精
神
の
偉
大
さ
は
等
し
く
、
ま
た
栄
光
も
同
様
で
あ
っ
た
が
、

各
人
各
様
（
の
栄
光
）
で
あ
っ
た
。
カ
エ
サ
ル
は
善
行
と
気
前
の
良
さ
に
よ
っ
て
、
カ
ト
ー
は
生
活
の
高
潔
さ
に
よ
っ
て
、
偉
大
で

あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
前
者
（
＝
カ
エ
サ
ル
）
は
、
温
情
と
同
情
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
後
者
に
つ
い

て
は
、
厳
格
さ
が
威
厳
を
加
え
て
い
た
。
カ
エ
サ
ル
は
与
え
、
援
助
し
、
許
す
こ
と
で
、
カ
ト
ー
は
全
く
贈
与
し
な
い
こ
と
で
、
栄

光
を
手
に
入
れ
た
。
一
方
に
は
不
運
な
者
た
ち
に
と
っ
て
の
避
難
所
が
、
他
方
に
は
悪
人
ど
も
に
と
っ
て
の
破
滅
が
あ
っ
た
。
前
者

（
＝
カ
エ
サ
ル
）の
懇
意
、後
者（
＝
カ
ト
ー
）の
一
徹
さ
が
、賞
讃
さ
れ
て
い
た〔Illius facilitas, huius constantia laudabatur

〕。

つ
ま
り
、
カ
エ
サ
ル
は
、
働
い
て
、
眠
ら
な
い
で
い
よ
う
と
心
に
決
め
て
い
た
。（
彼
は
）、
友
人
た
ち
の
仕
事
に
専
念
し
て
、
自
ら
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の
（
仕
事
）
を
顧
み
ず
、
贈
物
に
相
応
し
い
も
の
を
決
し
て
拒
否
し
な
か
っ
た
。
自
ら
に
は
、（
権
限
の
）
大
き
な
命
令
権
と
軍
隊

と
、
武
徳
が
輝
け
る
よ
う
に
な
る
新
規
の
戦
争
と
を
望
ん
で
い
た
。
他
方
、
カ
ト
ー
は
節
制
と
品
格
と
に
、
だ
が
や
は
り
、
厳
格
さ

に
非
常
に
熱
意
が
あ
っ
た
。
資
産
家
と
資
産
を
、
権
謀
家
と
権
謀
を
競
う
の
で
は
な
く
、
精
力
家
と
精
神
力
を
、
節
制
家
と
貞
潔
を
、

廉
潔
家
と
禁
欲
を
競
っ
て
い
た
。
優
れ
た
人
と
思
わ
れ
る
よ
り
、（
優
れ
た
人
で
）
あ
り
た
い
と
望
ん
で
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、（
カ

ト
ー
が
）
栄
光
を
求
め
な
い
だ
け
、
そ
れ
だ
け
ま
す
ま
す
（
大
き
な
栄
光
が
）
彼
に
伴
っ
て
い
た
。Sal. Cat. （4. （-（

〔
一
一
一
―

一
八
。
亀
甲
括
弧
は
大
森
、
丸
括
弧
は
翻
訳
者
に
よ
る
。〕

　

顧
み
て
み
れ
ば
、
ロ
ー
マ
建
国
の
時
代
か
ら
、
一
見
性
格
的
に
対
立
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
た
人
々
が
、
結
果
的
に
ロ
ー
マ
の
繁
栄

に
等
し
く
貢
献
し
、
互
い
の
欠
陥
を
補
完
し
合
っ
た
例
は
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ロ
ー
マ
初
期
の
二
人
の
王

―
ロ
ー
ム
ル
ス
と
ヌ
マ
・

ポ
ン
ピ
リ
ウ
ス

―
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
も
徳
性
と
ロ
ー
マ
へ
の
貢
献
の
仕
方
は
ま
っ
た
く
異
な
る
と
し
て
も
、
卓
越
し

た
手
腕
で
ロ
ー
マ
の
繁
栄
を
導
い
た
の
で
あ
る
。
カ
エ
サ
ル
と
カ
ト
ー
も
ま
た
、
ロ
ー
ム
ル
ス
と
ヌ
マ
の
よ
う
に
、
性
格
も
手
腕
も
異

な
っ
て
い
て
も
、
栄
光
と
卓
越
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
た
点
で
は
同
じ
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る（

（1
（

。

『
ユ
グ
ル
タ
戦
記
』
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
役
割

　

ま
た
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ス
は
『
ユ
グ
ル
タ
戦
記
』
に
お
い
て
も
、
ガ
イ
ウ
ス
・
マ
リ
ウ
ス
と
ル
ー
キ
ウ
ス
・
コ
ル
ネ
ー
リ
ウ
ス
・
ス
ッ

ラ
が
用
い
た
レ
ト
リ
ッ
ク
行
使
の
実エ

ク
セ
ン
プ
ラ例

を
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
『
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
戦
記
』
と
は
異
な
り
、
こ
の
実
例
は
両
者
に
よ
る

直
接
対
決
の
演
説
の
場
面
で
は
な
い
。
ロ
ー
マ
史
上
有
名
な
マ
リ
ウ
ス
と
ス
ッ
ラ
と
の
間
の
血
で
血
を
洗
う
凄
惨
な
対
立
と
抗
争
は
ユ

グ
ル
タ
戦
争
の
後
の
時
代
に
起
こ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
著
作
が
描
く
時
代
で
は
、
マ
リ
ウ
ス
は
軍
隊
指
揮
を
任
さ
れ
ヌ
ミ
デ
ィ
ア
に
派

遣
さ
れ
た
執コ

ー
ン
ス
ル

政
官
で
あ
り
、
ス
ッ
ラ
は
マ
リ
ウ
ス
の
部
下
で
財ク

ア
エ
ス
ト
ル

務
官
と
し
て
従
軍
し
て
い
た
。
だ
が
こ
こ
で
も
戦
争
の
行
方
を
大
き
く
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左
右
す
る
両
者
の
演
説
の
場
面
と
、
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
性
格
が
対
照
的
に
描
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の

レ
ト
リ
ッ
ク
理
解
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
マ
リ
ウ
ス
の
演
説
は
、
貴パ

ト
リ
キ族

た
ち
を
叱
責
し
、
戦
争
へ
の
意
欲
を
鼓
舞
す
る
勇
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
マ
リ
ウ
ス
は
、
貴

族
出
身
で
ロ
ー
マ
軍
の
中
で
は
彼
の
上
司
に
当
た
る
執
政
官
メ
テ
ッ
ル
ス
が
な
か
な
か
ヌ
ミ
デ
ィ
ア
で
の
戦
争
を
終
結
で
き
な
い
こ
と

に
業
を
煮
や
し
、
自
ら
指
揮
権
を
得
る
べ
く
急
き
ょ
ロ
ー
マ
に
帰
国
し
執
政
官
選
挙
に
立
候
補
し
て
見
事
当
選
し
た
後
に
、
ロ
ー
マ
市

民
の
前
で
演
説
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
演
説
は
、
彼
自
身
が
た
た
き
上
げ
の
平
民
軍
人
で
あ
り
、
貴
族
の
メ
テ
ッ
ル
ス
に
よ
っ
て

散
々
立
候
補
を
諌
め
ら
れ
除
隊
を
渋
ら
れ
た
と
の
恨
み
か
ら
か
、
貴
族
と
平
民
と
の
相
違
を
殊
更
に
強
調
し
、
平
民
出
身
で
も
軍
功
を

挙
げ
て
き
た
自
分
を
礼
讃
す
る
。
こ
の
演
説
も
か
な
り
長
い
も
の
だ
が
、
関
連
の
あ
る
箇
所
だ
け
抜
き
出
し
て
お
き
た
い
。

　

市
民
諸
君
、
私
の
よ
う
な
新
参
者
と
傲
慢
な
貴
族
た
ち
と
を
比
較
し
て
み
た
ま
え
。
貴
族
た
ち
は
人
か
ら
話
を
聞
き
、
本
で
読
む

だ
け
だ
が
、
私
は
実
際
に
目
で
見
て
、
自
分
の
手
で
行
う
。
貴
族
た
ち
は
本
で
学
ぶ
だ
け
だ
が
、
私
は
軍
隊
で
学
ん
だ
。
さ
あ
諸
君
、

言
葉
と
行
為
の
ど
ち
ら
が
価
値
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
？
…
確
か
に
、
貴
族
た
ち
が
私
に
返
答
す
る
気
に
な
る
な
ら
、
彼
ら
の
演
説
は

ふ
ん
だ
ん
に
雄
弁
で
技
巧
を
凝
ら
し
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
…
私
は
本
当
に
何
の
弁
論
も
な
く
傷
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
と
思
う

…
だ
が
も
し
必
要
な
ら
、
私
は
体
に
刻
ま
れ
た
傷
跡
の
他
に
も
、
槍
、
軍
旗
、
装
飾
具
、
そ
の
他
の
勲
章
を
見
せ
て
や
ろ
う
…
私
の

言
葉
は
よ
く
練
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。私
は
そ
ん
な
こ
と
に
気
を
配
ら
な
い
。徳
は
そ
れ
自
体
で
十
分
明
ら
か
だ
…
私
は
ギ
リ
シ
ャ

語
も
学
ば
な
か
っ
た
。
私
は
そ
ん
な
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
に
喜
び
を
見
出
さ
な
か
っ
た
。
何
の
教
え
に
も
役
立
ち
は
し
な
い
か
ら
な
。

だ
が
私
は
公
共
体
に
と
っ
て
は
る
か
に
重
要
な
こ
と
を
学
ん
だ
。
敵
を
倒
し
た
り
、
必
死
で
守
っ
た
り
す
る
こ
と
だ
…
こ
れ
ら
の
教

訓
に
よ
っ
て
、
私
は
軍
隊
を
鼓
舞
す
る
の
だ
…
さ
あ
君
た
ち
、
軍
隊
に
属
す
る
年
頃
の
者
た
ち
よ
、
私
と
一
緒
に
懸
命
に
国
家
の
た

め
に
尽
く
し
、
誰
も
他
人
に
降
り
か
か
っ
た
災
難
や
指
揮
官
の
傲
慢
に
恐
れ
を
抱
か
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
私
は
、
行
軍
中
も
戦
闘
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中
も
傍
ら
に
い
て
、
君
た
ち
と
共
に
上
官
や
同
僚
が
危
機
に
陥
れ
ば
駆
け
つ
け
、
ど
ん
な
と
き
に
も
私
と
君
た
ち
を
同
様
に
扱
お
う
。

Sal. Jug. （（. （-（0
　

こ
の
マ
リ
ウ
ス
の
演
説
は
、
洗
練
さ
れ
て
い
る
が
傲
慢
な
旧
来
の
貴パ

ト
リ
キ族

と
、
無
骨
だ
が
兵
士
た
ち
に
親
身
な
新ノ

ウ
ス
・
ホ
モ人

と
を
レ
ト
リ
カ

ル
に
対
比
し
て
、
貴パ

ト
リ
キ族

を
揶
揄
し
民プ

レ
ー
プ
ス衆

に
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る（

（1
（

。
そ
の
限
り
で
階
級
間
の
対
立
を
む
し
ろ
煽
る
よ
う
な

も
の
だ
。
だ
が
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
こ
の
演
説
が
後
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
展
開
を
、
お
そ
ら
く
マ
リ
ウ
ス
自
身
の
意
図
と
は
異
な

る
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
。
そ
の
後
マ
リ
ウ
ス
は
、
階
級
に
関
係
な
く
自
発
的
に
応
募
す
る
人
を
徴
兵
し
、
そ
の
結
果
、
多
く
は
無

産
市
民
が
登
録
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
マ
リ
ウ
ス
は
彼
ら
を
軍
隊
に
組
み
入
れ
、
そ
れ
ほ
ど
重
大
で
は
な
い
戦
闘
に
従
事
さ

せ
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
短
い
期
間
に
、
新
参
の
兵
士
も
古
参
の
兵
士
も
結
束
し
て
、
み
な
等
し
く
勇
気
を
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
（Sic brevi spatio novi veteresque coaluere et virtus om

nium
 aequalis facta

）、
と（

（1
（

。
マ
リ
ウ
ス
の
民
衆
に
呼
び
か

け
た
演
説
は
、
マ
リ
ウ
ス
本
人
の
意
図
は
と
も
か
く
、
多
く
は
貴
族
を
指
揮
官
と
し
た
軍
隊
に
無
産
市
民
を
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ユ
グ
ル
タ
戦
争
の
早
期
終
結
に
向
け
て
ロ
ー
マ
市
民
を
一
致
団
結
さ
せ
る
効
果
を
も
っ
た
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
マ
リ
ウ
ス
と
対
照
的
に
貴
族
の
代
表
格
で
あ
り
名
家
の
出
身
で
あ
る
ス
ッ
ラ
の
演
説
は
、
戦
況
を
左
右
す
る
難
し
い
状
況
の

中
で
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
敵
の
同
盟
者
の
籠
絡
を
目
的
と
す
る
非
常
に
狡
猾
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ス
ッ
ラ
は
、
マ
リ
ウ
ス
に
命
じ
ら
れ
、

も
う
一
人
の
指
揮
官
で
あ
っ
た
ア
ウ
ル
ス
・
マ
ン
リ
ウ
ス
と
と
も
に
、
宿
敵
ム
ミ
デ
ィ
ア
王
ユ
グ
ル
タ
の
同
盟
者
で
あ
る
ム
ー
ア
人
の

ボ
ッ
ク
ス
王
の
元
に
派
遣
さ
れ
る
。
甘
言
を
用
い
て
敵
の
同
盟
者
の
裏
切
り
を
唆
す
と
い
う
難
し
い
任
務
で
あ
る
。
派
遣
さ
れ
た
二
人

は
ボ
ッ
ク
ス
王
に
対
峙
し
て
、マ
ン
リ
ウ
ス
は
、よ
り
弁
論
の
技
能
に
優
れ
た
ス
ッ
ラ
に
役
目
を
譲
っ
て
、ス
ッ
ラ
が
次
の
よ
う
に
語
っ

た
、
と
い
う
。
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ボ
ッ
ク
ス
王
よ
、
つ
い
に
戦
争
よ
り
平
和
を
選
び
、
ま
た
偉
大
な
あ
な
た
が
最
悪
の
王
ユ
グ
ル
タ
と
手
を
結
ん
で
自
ら
に
汚
点
を

付
け
ぬ
よ
う
な
思
い
に
い
た
っ
て
い
た
だ
け
た
と
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
大
い
な
る
喜
び
で
す
…
実
に
あ
な
た
に
と
っ
て
、
わ
れ
ら

の
友
誼
ほ
ど
望
ま
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
…
あ
な
た
が
最
初
に
こ
の
機
会
を
捉
え
て
く
れ
ま
し
た
ら
！
こ
の
時
ま
で
受
け
た
不
幸

よ
り
も
、
は
る
か
に
多
く
の
幸
運
を
ロ
ー
マ
人
た
ち
か
ら
き
っ
と
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
に
。
で
す
が
、
運
命
は
人
間
の
命

運
の
大
半
を
握
っ
て
い
て
、
あ
な
た
が
わ
れ
ら
ロ
ー
マ
の
実
力
も
友
誼
も
ご
経
験
に
な
る
こ
と
を
お
好
み
の
よ
う
で
す
か
ら
、
さ
あ

急
い
で
そ
れ
が
認
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
前
に
向
か
い
始
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
。
あ
な
た
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
過
ち
を
善
意
に

よ
っ
て
容
易
く
贖
う
多
く
の
機
会
が
あ
る
の
で
す
か
ら
。
最
後
に
、
ロ
ー
マ
人
は
善
意
の
犠
牲
者
に
は
な
ら
な
い
と
、
心
に
刻
み
こ

ん
で
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
。
わ
れ
ら
の
戦
時
の
強
さ
は
す
で
に
お
判
り
で
し
ょ
う
か
ら
。Sal. Jug. （0（. （-（（.

　

ス
ッ
ラ
の
説
得
は
、
相
手
の
ボ
ッ
ク
ス
王
に
露
骨
に
屈
服
を
自
覚
さ
せ
裏
切
り
を
推
奨
す
る
も
の
で
は
な
く
、
王
の
矜
持
を
傷
つ
け

ぬ
よ
う
遠
回
し
に
、
そ
し
て
脅
し
も
効
か
せ
つ
つ
ロ
ー
マ
へ
の
協
力
を
必
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
く
巧
み
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

（1
（

。
お
そ
ら
く
口
下
手
な
マ
リ
ウ
ス
に
は
こ
の
よ
う
な
弁
論
は
難
し
い
だ
ろ
う
が
、
こ
の
役
目
を
ス
ッ
ラ
に
譲
っ

た
の
は
マ
リ
ウ
ス
の
卓
見
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
、
幾
つ
か
の
顛
末
が
あ
り
、
王
の
気
持
ち
も
揺
れ
る
が
、
つ
い
に
王
を
し
て
、
親
愛
な

る
ス
ッ
ラ
の
友
情
に
応
え
た
い
と
ま
で
言
わ
し
め
る（

（1
（

。
そ
し
て
王
は
心
の
葛
藤
を
残
し
な
が
ら
も
、
不
承
不
承
に
か
つ
て
の
盟
友
ユ
グ

ル
タ
王
を
罠
に
か
け
る
こ
と
に
合
意
し
て
、
そ
の
身
柄
を
ス
ッ
ラ
に
引
渡
し
、
ヌ
ミ
デ
ィ
ア
戦
争
の
終
結
を
手
助
け
す
る
こ
と
に
な
る
。

サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
こ
の
ス
ッ
ラ
の
弁
論
か
ら
始
ま
る
働
き
か
け
が
、
ユ
グ
ル
タ
戦
争
に
お
け
る
ロ
ー
マ
の
勝
利
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
た
重
要
な
転
機
で
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
ユ
グ
ル
タ
戦
記
』
に
お
い
て
マ
リ
ウ
ス
と
ス
ッ
ラ
は
、『
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
戦
記
』
に
お
け
る
カ
エ
サ
ル
と
カ
ト
ー
の
よ

う
に
、
対
照
的
な
性
格
を
持
ち
な
が
ら
も
、
ロ
ー
マ
の
戦
勝
と
栄
光
と
い
う
共
通
の
目
的
に
向
け
て
、
お
互
い
を
必
要
と
す
る
関
係
に
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あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
書
で
も
ま
た
、
マ
リ
ウ
ス
と
ス
ッ
ラ
の
性
格
描
写
を
通
し
て
、
双
方
の
生
ま
れ
持
っ

た
徳
が
対
照
的
で
あ
る
と
と
と
も
に
相
互
補
完
的

4

4

4

4

4

で
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
の
マ
リ
ウ
ス
は
、「
勤
勉
、
廉
直
、
偉
大
な
軍
事
能
力
、
尋
常
で
な
い
戦
時
の
気
力
、
平
常
の
穏
や
か
さ
、
欲
望
と
豪
奢
の
克

服
、
栄
光
の
み
へ
の
渇
望
」
な
ど
、
古
来
の
家
系
だ
け
を
除
い
て
、
執
政
官
に
な
る
た
め
に
不
可
欠
な
す
べ
て
の
資
格
を
も
っ
て
い
た

と
称
賛
さ
れ
る
。だ
が
反
面
、「
ギ
リ
シ
ャ
語
の
雄
弁
に
も
都
会
的
な
社
交
界
に
も
縁
が
な
く（non Graeca facundia neque urbanis 

m
unditiis

）」、
早
く
か
ら
軍
隊
で
鍛
錬
さ
れ
た
た
め
座
学
の
経
験
が
少
な
く
、
地
位
の
高
い
人
た
ち
と
の
交
流
が
乏
し
く
、
洗
練
さ
れ

た
生
活
様
式
を
知
ら
な
か
っ
た
と
さ
れ
る（

（1
（

。
都
会
的
な
貴
族
で
は
な
く
叩
き
上
げ
の
平
民
、
雄
弁
の
人
で
は
な
く
軍
功
の
人
、
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
ス
ッ
ラ
は
、歴
史
を
辿
れ
な
い
ほ
ど
の
古
来
の
家
系
を
有
す
る
生
粋
の
貴
族
で
あ
り
、「
ギ
リ
シ
ャ
語
・
ラ
テ
ン
語
ど

ち
ら
に
も
熟
練
・
習
熟
し
（litteris Graecis et Latinis iuxta atque doctissum

e

）、
尋
常
な
ら
ざ
る
気
性
、
快
楽
を
望
む
が
栄
光

も
望
み
、
閑
暇
に
お
い
て
は
贅
沢
」
と
評
さ
れ
、「
雄
弁
で
、
賢
明
で
あ
り
、
容
易
に
友
人
を
つ
く
れ
る
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
粗
野

な
平
民
で
は
な
く
洗
練
さ
れ
た
貴
族
、
行
動
の
人
で
は
な
く
外
国
語
に
堪
能
な
学
識
の
人
、
武
骨
で
気
難
し
が
り
屋
で
は
な
く
社
交
的

な
口
達
者
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
お
い
て
、
マ
リ
ウ
ス
と
ス
ッ
ラ
は
対
照
的
な
性
格
を
備
え
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
双
方

と
も
栄
光
を
求
め
、
ロ
ー
マ
の
共
通
の
利
益
の
た
め
に
身
を
捧
げ
る
突
出
し
た
徳
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
マ
リ
ウ
ス
の
行
動

力
と
ス
ッ
ラ
の
弁
論
術
は
、
ヌ
ミ
デ
ィ
ア
で
の
戦
争
を
有
利
に
進
め
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
二
人
の
力
量
が
合

わ
さ
っ
て
ロ
ー
マ
を
勝
利
に
導
い
た
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
彼
ら
も
ま
た
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
っ
た
と
捉

え
ら
れ
て
い
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
意
図
は
、
カ
エ
サ
ル
と
カ
ト
ー
、
マ
リ
ウ
ス
と
ス
ッ
ラ
を
根
本
的
に
性
格
の
合
わ
な
い
敵
対
者
と
し
て
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
が
公
共
体
の
福
祉
や
共
通
善
の
実
現
を
求
め
て
才
能
と
努
力
を
尽
く
し
合
う
競ラ

イ
ヴ
ァ
ル

争
者
と
し
て
特
徴
づ
け
よ
う

と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る（

1（
（

。
彼
ら
が
生
来
的
に
性
の
合
わ
な
い
敵
同
士
で
あ
る
だ
け
な
ら
ば
、
相
互
に
威
嚇
と
暴
力

を
振
い
合
い
、
ロ
ー
マ
を
戦
禍
と
混
乱
の
渦
に
巻
き
込
む
顛
末

―
実
際
の
ロ
ー
マ
史
は
そ
の
後
そ
の
通
り
に
な
る
の
だ
が

―
を

描
く
方
が
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
彼
ら
の
性
格
を
対
照
的
に
描
く
と
と
も
に
、
ど
ち
ら
も
共
通
の
目
的
を
目

指
し
て
演
説
す
る
姿
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
が
互
い
の
力
量
を
必
要
と
し
合
う
相
補
的
な
関
係
に
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

レ
ト
リ
ッ
ク
は
内
紛
を
常
軌
化
す
る
言
論
手
段

　

以
上
の
考
察
は
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
」
観
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
る
。
そ
れ
は
彼
が
、
対

照
的
な
性
格
を
有
す
る
共
和
政
時
代
の
政
治
家
た
ち
が
相
互
に
準
拠
で
き
る
共
通
の
基
盤
と
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
を
捉
え
て
い
た
こ
と
を

伺
わ
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
性
格
や
意
向
を
う
ま
く
引
き
合
わ
せ
、
彼
ら
の
対
立
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
軌
道
に
乗
せ
、
公
共
体
の
福
祉
や
共
通
善
に
目
を
向
け
さ
せ
る
役
割
を
担
っ
た
の
が
、
理
性
的
な
言
葉
の
や
り
と
り
で
あ

り
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
す
る
弁
論
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
先
述
の
通
り
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ

ば
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
ロ
ー
マ
共
和
政
に
お
け
る
諸
々
の
対
立
を
橋
渡
し
内
紛
を
う
ま
く
調
整
す
る
た
め
の
手
段

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
し
て
捉
え
て
い
た
、

と
い
う
。
確
か
に
ロ
ー
マ
に
は
建
国
期
か
ら
対
立
と
緊
張
が
継
続
し
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
戦
時
で
さ
え
完
全
に
解
消
で
き
な
い
常
態
と

な
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
公
共
体
を
維
持
・
存
続
さ
せ
、
市
民
の
間
に
調
和
と
一
致
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
、
対
立
を
橋
渡
し
す
る

弁
論
の
機
会
と
技
能
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
レ
ト
リ
ッ
ク
が
し
よ
う
と
し
た
こ
と
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
『
合
理
的

に
組
織
だ
っ
た
体
系
』
で
あ
る
限
り
で
、
共
和
国
の
対
立
関
係
に
解
決
を
見
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
」。
共
和
政
が
永
続
す
る
た
め
に
は
階
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級
間
の
一
致
や
調
和
が
目
標
と
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、「
レ
ト
リ
ッ
ク
の
行
使
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
す
る
こ
と
で
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
ロ
ー
マ
人
の
共
同
体
の
様
々
な
異
な
る
要
素
を
ま
と
め
て
、
ロ
ー
マ
共
同
体
を
維
持
す
る
役
に
立

つ
（
11
（

」
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、『
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
戦
役
』
に
お
い
て
カ
エ
サ
ル
と
カ
ト
ー
と
の
間
の
論
争
、
そ
し
て
『
ユ
グ
ル
タ
戦
記
』
に

お
い
て
マ
リ
ウ
ス
と
ス
ッ
ラ
の
演
説
に
焦
点
を
当
て
た
が
、
そ
れ
ら
は
ま
っ
た
く
対
照
的
な
性
格
を
有
す
る
二
人
の
人
物
が
行
使
し
た

レ
ト
リ
ッ
ク
が
、
彼
ら
の
異
な
る
性
格
と
同
様
に
、
ロ
ー
マ
の
共
通
目
的
に
と
っ
て
重
要
な
補
完
性
を
も
つ
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る

た
め
で
あ
っ
た
、
と
も
言
え
る（

11
（

。
対
照
的
な
彼
ら
の
演
説
は
、
ロ
ー
マ
共
和
政
に
お
け
る
対
立
と
緊
張
を
い
わ
ば
象
徴
し
て
お
り
、
レ

ト
リ
ッ
ク
が
共
和
政
の
中
で
果
た
し
て
い
る
補
完
的
な
役
割
を
い
っ
そ
う
際
立
た
せ
る
。
も
し
彼
ら
に
弁
論
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
け

れ
ば
、
物
理
的
な
暴
力
や
威
嚇
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
戦
争
を
無
為
に
長
引
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
マ
共
和
政

は
分
裂
と
崩
壊
へ
の
道
を
辿
る
こ
と
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
彼
ら
は
、
弁
論
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
ロ
ー
マ
共
和
政
を

崩
壊
さ
せ
る
こ
と
な
く
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
意
味
で
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
共
和
政
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
、

対
立
に
正
当
な
場
を
与
え
る
「
安
全
な
内
的
排
出
口
（safe internal outlet

（
11
（

）」、
あ
る
い
は
対
立
を
構
造
内
部
に
組
み
入
れ
常
軌
化
す

る
（regularize

）
手
段
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う（

11
（

。

キ
ケ
ロ
ー
と
の
相
違

　

こ
の
よ
う
に
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
」
観
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
キ
ケ
ロ
ー

の
理
解
と
異
な
る
か
を
明
ら
か
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
両
者
と
も
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
ロ
ー
マ
共
和
政
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
点
に
相
違
は
な
い
。
だ
が
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
次
の
よ
う
な
点
で
キ
ケ
ロ
ー
と
異
な
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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第
一
に
、
前
提
と
な
る
ロ
ー
マ
史
の
認
識
そ
の
も
の
の
違
い
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
ー
は
、
と
り
わ
け
激
変
す
る
政
治
状
況
に
散
々
振
り

回
さ
れ
た
晩
年
の
個
人
史
か
ら
見
て
、
と
て
も
ロ
ー
マ
が
平
和
で
安
定
し
て
い
た
時
代
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
認
識
は
も
っ
て
い
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
少
な
く
と
も
共
同
体
の
感
性
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
共
通
善
の
感
覚
や
同
胞
意
識
が
ロ
ー
マ

人
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
い
う
希
望
は
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
建
国
期
か
ら
ロ
ー
マ

に
は
対
立
と
緊
張
が
持
続
・
常
態
化
し
て
い
た
と
の
認
識
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
外
敵
の
脅
威
か
、
あ
る
い
は
レ
ト
リ
ッ
ク
を
行
使

す
る
弁
論
の
機
会
に
し
か
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
も
こ
う
し
た
偶
然
や
措
置
が
あ
っ
て
も
一
時
的
に
し
か
社
会
的
結
束
は
成

立
し
な
い
、
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
対
立
そ
の
も
の
は
、
ロ
ー
マ
人
た
ち
が
享
受
し
た
自
由
の
必
然
的
帰
結
で
あ
り
、
ロ
ー

マ
の
繁
栄
と
栄
光
を
も
た
ら
す
生
産
的
な
活
力
で
あ
る
と
積
極
的
に
評
価
さ
え
さ
れ
て
い
る
。
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
内
紛
と
緊
張

が
ロ
ー
マ
史
に
固
有
の
常
態
的
現
象
だ
と
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
ロ
ー
マ
最
盛
期
と
レ
ト
リ
ッ
ク
と
の
関
係
の
認
識
の
違
い
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
ー
は
、
ロ
ー
マ
が
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
を
征
服
し

た
後
に
最
盛
期
を
迎
え
、
弁
論
は
戦
争
や
動
乱
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
代
に
最
も
発
展
す
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
弁
論
は
、
カ
エ
サ

ル
の
よ
う
な
独
裁
者
が
出
現
し
た
と
き
に
喪
失
し
た
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
繁
栄
を
謳
歌
し
た
と
す
る
。
す
な
わ
ち
キ
ケ
ロ
ー
に
お
い

て
、
ロ
ー
マ
最
盛
期
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
隆
盛
は
重
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る（

11
（

。
そ
れ
に
対
し
て
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス

は
、む
し
ろ
第
二
次
と
第
三
次
の
ポ
エ
ニ
戦
争
に
お
い
て
ロ
ー
マ
が
最
盛
期
を
迎
え
た
と
述
べ
て
お
り
、そ
の
期
間
は
む
し
ろ
レ
ト
リ
ッ

ク
で
は
な
く
、
外
敵
の
脅
威
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ
の
社
会
的
結
束
が
か
ろ
う
じ
て
保
た
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
彼
の
歴
史
認
識
で
は

ロ
ー
マ
は
建
国
期
か
ら
対
立
と
緊
張
を
常
態
的
に
抱
え
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
、
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
の
よ
う
な
外
敵
の
脅
威
と
い
う
歴
史
的

偶
然
が
な
い
限
り
で
、
弁
論
機
会
の
提
供
に
よ
っ
て
常
軌
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
平
時
に
お
け
る
外
敵

の
脅
威
の
代
わ
り
で
あ
っ
て
、
ロ
ー
マ
最
盛
期
に
は
む
し
ろ
用
い
ら
れ
ず
、
そ
の
後
に
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
本
稿
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
が
、
ロ
ー
マ
共
和
政
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
役
割
に
関
す
る
認
識
の
違
い
で
あ
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る
。
キ
ケ
ロ
ー
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
自
由
で
平
和
な
時
代
に
お
い
て
開
花
す
る
と
考
え
た
。
弁
論
は
、
共
同
体
の
感
性
に
訴
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
公
共
体
の
福
祉
や
共
通
善
の
実
現
に
役
立
つ
手
段
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
融
和
的
・
協
調
的
な
ロ
ー
マ
共
和
政
の

状
況
に
お
い
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
調

コ
ン
コ
ル
デ
ィ
ア

和
の
上
に
意
味
を
も
つ
と
考
え
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、

む
し
ろ
レ
ト
リ
ッ
ク
を
、
対
立
を
橋
渡
し
し
正
し
い
順
路
に
方
向
付
け
る
手
段
と
し
て
捉
え
た
。
彼
の
認
識
で
は
、
ロ
ー
マ
で
は
建
国

期
か
ら
対
立
と
緊
張
が
常
態
化
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
が
野
放
し
に
さ
れ
ロ
ー
マ
に
分
裂
と
破
滅
を
も
た
ら
さ
ぬ
よ
う
に
、
そ
れ
ら
を

常
軌
化
す
る
手
段
と
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
を
評
価
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
対
立
的
・
闘
争
的
な
ロ
ー

マ
共
和
政
の
状
況
に
お
い
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
不

デ
ィ
ス
コ
ル
デ
ィ
ア

和
の
上
に
意
味
を
も
つ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る（

11
（

。

　

以
上
を
要
約
す
る
と
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
と
は
、
ロ
ー
マ
共
和
政
に
お
い
て
対
立
を
橋
渡
し
し
正
し
く
方

向
付
け
る
手
段
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
ロ
ー
マ
は
建
国
期
か
ら
対
立
と
緊
張
が
続
い
て
き
た
と
の
認
識
を
も
っ
て
、
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
と
い

う
外
敵
の
脅
威
が
ロ
ー
マ
人
を
一
時
的
に
結
束
さ
せ
た
も
の
の
、
平
時
で
は
そ
れ
に
代
わ
っ
て
弁
論
の
機
会
が
ロ
ー
マ
人
同
士
の
内
部

対
立
を
何
と
か
調
和
さ
せ
た
、
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
っ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
共
和
政
に
お
い
て
常
態
化
し
た
内
紛
を
常
軌
化

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

す
る
言
論
手
段

4

4

4

4

4

4

と
し
て
捉
え
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る（

11
（

。

四　

リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス

―
善
き
意
思
に
よ
っ
て
共
和
政
に
調
和
を
も
た
ら
す
技
術
？

　

テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
（T

itus Livius

）
は
、
キ
ケ
ロ
ー
と
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
よ
り
や
や
後
代
の
共
和
政
末
期
か
ら
帝
政

初
期
に
か
け
て
生
き
た
歴
史
家
で
あ
る
。
政
治
家
と
し
て
の
経
歴
は
な
い
よ
う
で
、
キ
ケ
ロ
ー
や
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
ら
の
著
作
活
動

に
影
響
を
与
え
た
よ
う
な
政
治
的
背
景
は
比
較
的
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
元
首
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
庇
護
の
下
に
執
筆
し
た
経
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緯
が
あ
る
わ
り
に
は
、
共
和
政
賛
美
の
傾
向
が
強
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
彼
の
主
著
で
あ
る
『
ロ
ー
マ
建
国
史
』
は
一
四
二
巻
か
ら
な

る
大
著
で
あ
る
が
、
一
巻
か
ら
一
〇
巻
ま
で
と
二
一
巻
か
ら
四
五
巻
ま
で
の
計
三
五
巻
、
そ
の
他
一
部
の
断
片
と
要
約
の
み
が
残
存
し

て
い
る
。
本
章
で
は
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
著
書
の
う
ち
主
と
し
て
一
巻
か
ら
一
〇
巻
ま
で
を
対
象
に
、
ケ
イ
パ
ス
ト
の
読
解
を
共
和
主

義
者
た
ち
の
観
点
か
ら
批
判
的
に
検
証
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
」
観
を
検
討
し

た
い
。

ロ
ー
マ
史
叙
述
の
基
調
は
調
和
に
あ
っ
た

　

リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
『
ロ
ー
マ
建
国
史
』、
と
り
わ
け
一
巻
か
ら
一
〇
巻
ま
で
に
お
い
て
、
調
和
（concordia

）
の
事
例
に
つ
い
て
繰

り
返
し
述
べ
て
い
る
。
ロ
ー
マ
は
、
戦
争
や
内
乱
に
何
度
も
見
舞
わ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
運
命
を
左
右
す
る
重
要
な
局
面
で
は
、
平
民

や
貴
族
を
問
わ
ず
市
民
の
間
の
友
愛
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
階
級
間
の
紛
争
を
解
決
し
て
き
た
。
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の

よ
う
に
調

コ
ン
コ
ル
デ
ィ
ア

和
こ
そ
が
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て
最
も
中
心
的
な
観
念
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
リ
ー
ウ
ィ

ウ
ス
は
、
ロ
ー
マ
史
に
お
け
る
調
和
の
逸
話
を
幾
つ
も
紹
介
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
中
か
ら
重
要
な
も
の
を
三
つ
だ

け
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

第
一
に
、
ロ
ー
マ
が
王
政
を
廃
止
し
て
共
和
政
の
道
を
歩
み
始
め
た
頃
の
逸
話
で
あ
る
。
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
、
王
政
ロ
ー
マ
の
最
後

の
王
タ
ル
ク
ィ
ニ
ウ
ス
・
ス
ペ
ル
ブ
ス
を
追
放
し
た
ル
ー
キ
ウ
ス
・
ユ
ー
ニ
ウ
ス
・
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
が
初
代
の
執コ

ー
ン
ス
ル

政
官
と
な
っ
た
と
き

に
、
彼
が
最
初
に
打
ち
出
し
た
政
策

―
元
老
院
の
増
員

―
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

　

次
に
行
な
っ
た
の
は
、
騎
士
階
層
の
有
力
者
を
選
び
、
先
王
に
よ
る
殺
害
に
よ
っ
て
減
少
し
て
い
た
元
老
院
議
員
の
数
を
合
計
三

〇
〇
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
階
層
か
ら
多
く
の
人
数
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
元
老
院
の
力
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
の
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で
あ
る
。
…
こ
の
議
員
補
充
は
、
市
民
の
融
和

4

4

4

4

4

、
と
り
わ
け
、
貴
族
と
平
民
の
心
を
一
致
さ
せ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
に
お
ど
ろ
く
ほ
ど
役
立
っ
た
（Id 

m
irum

 quantum
 profuit ad concordiam

 civitatis iungendosque patribus plebis anim
os

）。Liv. （. （. （0-（（

〔（
１
）

一
二
九
。
傍
点
は
大
森
に
よ
る
。〕

　

第
二
に
、
ロ
ー
マ
が
周
辺
部
族
と
の
争
い
の
中
で
危
機
に
陥
っ
た
と
き
の
逸
話
で
あ
る
。
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
、
ロ
ー
マ
が
同
時
期
に

二
つ
の
戦
争
を
仕
掛
け
ら
れ
、
一
方
の
ウ
ォ
ル
ス
キ
人
征
伐
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
執
政
官
ア
ッ
ピ
ウ
ス
・
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
が
兵
士

た
ち
の
不
評
を
買
っ
て
失
敗
し
た
事
例
と
比
較
し
て
、
他
方
の
ア
エ
ク
ィ
人
征
伐
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
も
う
一
人
の
執
政
官
テ
ィ

ト
ゥ
ス
・
ク
ィ
ン
ク
テ
ィ
ウ
ス
の
成
功
し
た
事
例
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

　

対
ア
エ
ク
ィ
戦
は
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
コ
ー
ン
ス
ル
と
兵
士
た
ち
が
、
互
い
の
友
情
と
信
頼
で
競
い
合
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（inter consulem
 

ac m
ilites com

itate ac beneficiis certatum
 est

）。そ
も
そ
も
ク
ィ
ン
ク
テ
ィ
ウ
ス
は
生
ま
れ
つ
き
穏
和
な
人
物
で
あ
っ
た
が
、

同
僚
コ
ー
ン
ス
ル
の
不
幸
と
も
い
え
る
不
寛
容
を
み
る
に
つ
け
、
い
っ
そ
う
自
ら
の
気
性
に
満
足
を
覚
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
指
揮

官
と
軍
隊
が
こ
れ
だ
け
一
致
団
結
し
て
い
れ
ば
、
ア
エ
ク
ィ
人
は
反
撃
す
る
こ
と
も
か
な
わ
ず
、
ロ
ー
マ
軍
が
領
域
を
蹂
躙
し
略
奪

を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
の
を
、
手
を
こ
ま
ぬ
い
て
見
て
い
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
ほ
ど
広
い
範
囲
か
ら
戦
利
品
が
か
き
集
め

ら
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
い
か
な
る
戦
さ
に
お
い
て
も
な
か
っ
た
。
そ
の
す
べ
て
が
兵
士
た
ち
に
分
配
さ
れ
た
。
ま
た
、
称
賛
の

言
葉
も
贈
ら
れ
、
褒
賞
に
劣
ら
ず
兵
士
た
ち
の
心
に
う
れ
し
く
響
い
た
。
ま
た
彼
ら
は
指
揮
官
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
指
揮
官
を

通
じ
て
元
老
院
に
対
し
て
も
か
つ
て
な
い
ほ
ど
友
好
的
な
軍
と
し
て
帰
還
し
た
。そ
し
て
、自
分
た
ち
は
元
老
院
か
ら
父
親
を
授
か
っ

た
が
、
他
の
軍
は
暴
君
を
与
え
ら
れ
た
と
語
っ
た
。Liv. （. （0. （-（

〔（
１
）
二
四
二
―
四
三
。
傍
点
は
大
森
に
よ
る
。〕
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こ
れ
ら
二
つ
の
事
例
の
背
景
に
は
、
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
と
ク
ィ
ン
ク
テ
ィ
ウ
ス
に
共
通
す
る
個
人
の
気
質
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
善
き

意
思
（benevolentia

）
で
あ
る
。
善ベ

ネ
ウ
ォ
レ
ン
テ
ィ
ア

き
意
思
と
は
、
市
民
の
間
で
、
と
く
に
指
導
者
と
指
導
さ
れ
る
人
々
の
間
に
和
解
と
融
合
を
も

た
ら
す
気
質
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
は
、
先
王
の
追
放
後
に
自
身
の
権
力
に
拘
ら
ず
「
寛
厚
か
つ
穏
健
な
支
配
」
を

も
た
ら
し
た
「
自
由
の
保
護
者
」
で
あ
っ
た
し
、
ク
ィ
ン
ク
テ
ィ
ウ
ス
は
兵
士
た
ち
と
「
友
情
と
信
頼
」
を
競
い
合
う
ほ
ど
の
「
生
ま

れ
つ
き
温
和
な
人
物
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
第
三
に
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
、
も
う
一
人
の
善
き
意
思
を
備
え
た
人
物
と
し
て
、
ブ
ル
ー
ト
ゥ

ス
以
外
に
も
共
和
政
へ
の
移
行
に
尽
力
し
た
人
物
を
挙
げ
て
い
る
。
救
国
の
た
め
サ
モ
ニ
ウ
ム
人
た
ち
と
争
い
、
弁
論
で
も
名
高
か
っ

た
プ
ブ
リ
ウ
ス
・
ウ
ァ
レ
リ
ウ
ス
・
プ
ブ
リ
コ
ラ
で
あ
る
。

　

兵
士
に
と
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
親
し
み
を
持
て
る
将
軍
は
他
に
は
な
か
っ
た
（N

on alias m
iliti fam

iliarior dux fuit

）。
な
に
せ

彼
は
、
最
下
層
の
兵
卒
に
混
じ
っ
て
す
べ
て
の
役
務
に
従
事
す
る
の
を
厭
わ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
さ
ら
に
兵
士
が
行
な
う
競
技
で

同
年
配
の
者
た
ち
が
互
い
に
速
さ
と
力
を
競
う
と
き
、
横
柄
で
は
な
く
、
親
し
み
や
す
か
っ
た
。
勝
っ
て
も
負
け
て
も
顔
色
を
変
え

ず
、
誰
が
敵
手
と
な
っ
て
挑
戦
し
よ
う
と
拒
ま
な
い
。
行
動
は
状
況
に
応
じ
て
寛
大
で
あ
り
、
言
葉
を
発
す
る
と
き
に
は
自
分
の
威

信
と
同
様
に
他
人
の
自
由
を
忘
れ
な
い
。
そ
し
て
（
こ
れ
が
人
々
に
一
番
気
に
入
ら
れ
た
の
だ
が
）
公
職
を
、
求
め
た
と
き
と
同
じ

態
度
で
務
め
た
。
か
く
し
て
全
軍
は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
熱
狂
で
将
軍
の
激
励
に
答
え
、
陣
営
か
ら
出
撃
す
る
。Liv. （. （（. （-4

〔（
３
）
一
六
六
〕

　

善
き
意
思
は
、
兵
士
を
鼓
舞
し
戦
意
を
高
め
る
最イ

ン
ペ
ラ
ー
ト
ル

高
司
令
官
の
気
質
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
軍
隊
ば
か
り
で
は
な
く
ロ
ー
マ
共

和
政
そ
の
も
の
に
和
平
を
及
ぼ
す
調
和
の
源
で
も
あ
っ
た
。
善
き
意
思
と
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
調
和

―
こ
れ
ら
が
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス

の
著
作
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
の
史
実
を
彩
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る（

11
（

。
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キ
ケ
ロ
ー
と
同
調
的

　

こ
う
し
た
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
ロ
ー
マ
史
観
は
、
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
と
同
じ
精
神
基
調
に
あ
る
、
と
い
う
。
二
で
検

討
し
た
よ
う
に
、
キ
ケ
ロ
ー
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
は
自
由
で
平
和
な
共
和
政
に
お
い
て
意
味
を
も
つ
と
考
え
て
い
た
。
確
か
に
彼
は
、
公

共
体
を
多
様
な
楽
器
や
声
色
か
ら
な
る
音
楽
隊
に
な
ぞ
ら
え
、
調

コ
ン
コ
ル
デ
ィ
ア

和
を
音
楽
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
の
市
民
的
等
価
物
で
あ
る
と
考
え
て

い
た
。
彼
は
対
話
編
『
国
家
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
登
場
人
物
ス
キ
ー
ピ
オ
ー
・
ア
エ
ミ
リ
ア
ー
ヌ
ス
・
ア
ー
フ
リ
カ
ー
ヌ
ス
の
口

を
借
り
て
、
以
下
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
。

　

じ
じ
つ
、
琴
あ
る
い
は
笛
、
さ
ら
に
歌
そ
の
も
の
や
音
声
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
音
か
ら
成
る
あ
る
調
和
を
保
つ
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
そ
れ
が
変
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
外
れ
る
な
ら
、
訓
練
を
受
け
た
耳
は
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
ま
た
そ
の
調
和
が

き
わ
め
て
多
様
な
声
の
統
御
に
よ
っ
て
一
致
融
合
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
、
音
に
比
す
べ
き
上
中
下
の
階
級
か
ら

成
る
国
は
統
御
さ
れ
た
理
性
の
ゆ
え
に
き
わ
め
て
多
様
な
要
素
の
一
致
に
お
い
て
調
和
す
る
。
そ
し
て
、
歌
に
お
い
て
音
楽
家
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

よ
っ
て
調
和
と
呼
ば
れ
る
も
の
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
国
に
お
い
て
は
一
致

4

4

4

4

4

4

4

4

（quae harm
onia a m

usicis dicitur in cantu, ea est in civitate 

concordia

）、
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
国
家
に
お
い
て
安
寧
の
た
め
の
最
強
最
善
の
絆
で
あ
り
、
一
致
は
正
義
な
く
し
て
は
け
っ
し

て
存
在
し
え
な
い
の
で
あ
る
。Cic. rep. （. 4（

〔
一
〇
六
。
傍
点
は
大
森
に
よ
る
。〕

　

キ
ケ
ロ
ー
に
お
い
て
、
国
家
が
自
由
で
平
和
で
あ
る
た
め
に
は
、
正
義
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
市
民
の
間
に
調
和
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
、
音
楽
が
優
れ
て
い
る
と
称
賛
さ
れ
る
た
め
に
は
、
様
々
な
楽
器
を
受
け
持
つ
演
奏
家
た
ち
が
同
じ
調
子
で
演
奏
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る（

1（
（

。
さ
ら
に
彼
は
、
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
と
同
様
に
、
善ベ

ネ
ウ
ォ
レ
ン
テ
ィ
ア

き
意
思
の
働
き
に

つ
い
て
語
っ
て
い
る
、
と
い
う
。
キ
ケ
ロ
ー
は
、
理
想
的
な
指
導
者
は
、
自
分
自
身
が
見
習
う
べ
き
模
範
と
な
る
よ
う
に
振
舞
う
こ
と
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で
、
民
衆
を
教
育
し
て
よ
い
影
響
を
与
え
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
指
導
者
の
気
質
は
、
生
来
の
徳
性
で
あ
っ

て
、
友

ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア

情
と
い
う
自
然
的
感
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
彼
は
『
友
愛
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
登
場
人
物
ラ
エ
リ
ウ
ス
の

口
を
借
り
て
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
。

　

…
友
情
に
は
ま
た
別
の
原
因
、
も
っ
と
蒼
古
と
し
て
美
わ
し
く
、
も
っ
と
人
間
の
本
位
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
原
因
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
だ
。
と
い
う
の
も
、
友
情
（am

icitia

）
と
い
う
名
の
元
に
な
っ
た
愛
（am

or

）
こ
そ
、
人
々
の
善ベ

ネ
ウ
ォ
レ
ン
テ
ィ
ア

き
意
思

を
結
び
つ
け
る
原
動
力
な
の
だ
か
ら
…
わ
し
に
は
、
友
情
は
欠
乏
か
ら
と
い
う
よ
り
人
間
の
本
性
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
の
よ
う
に
見

え
る
。
そ
こ
に
ど
れ
ほ
ど
の
実
益
が
あ
り
そ
う
か
を
計
算
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
愛
す
る
気
持
ち
を
込
め
て
心
を
ふ
り
向
け
る
こ
と

に
よ
り
、
友
情
が
生
ま
れ
る
の
だ
、
と
。Cic. am

ic. （. （（-（（

〔
八
二
、
た
だ
し
訳
語
を
一
部
変
え
て
い
る
。〕

　

徳
性
と
友
情
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
善
き
意
思
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
調
和

―
キ
ケ
ロ
ー
に
見
ら
れ
る
モ
チ
ー
フ
は
、
ま
さ
に
リ
ー

ウ
ィ
ウ
ス
に
見
ら
れ
る
そ
れ
と
同
種
で
あ
る
。
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
キ
ケ
ロ
ー
と
同
様
に
、
政
治
的
指
導
者
が

自
ら
模
範
と
な
っ
て
善
き
意
思
を
示
し
、
聴
衆
と
の
間
に
相
互
信
頼
と
調
和
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
健
全
な
共
和
政
を
成
立
さ
せ

維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
捉
え
て
い
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る（

11
（

。

レ
ト
リ
ッ
ク
は
善
き
意
思
と
調
和
を
も
た
ら
す

　

リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
が
、
キ
ケ
ロ
ー
と
同
じ
く
、
善
き
意
思
と
調
和
を
中
心
的
観
念
と
し
て
共
和
政
を
理
想
化
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ

う
し
た
観
点
か
ら
レ
ト
リ
ッ
ク
を
理
解
し
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
。ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
キ
ケ
ロ
ー

と
同
様
に
、
指
導
的
政
治
家
の
行
為
を
レ
ト
リ
ッ
ク
化
（rhetoricization

）
し
た
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
高
位
の
公
職
者
が
有
徳
に
振
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る
舞
う
姿
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
政
治
家
を
雄
弁
家
と
し
て
、
す
な
わ
ち
演
壇
に
立
ち
民
衆
に
語
り
掛
け
る
優
秀
な
弁
論
家
の
姿
と

し
て
描
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
は
理
想
的
な
政
治
家
に
つ
い
て
語
る
と
と
も
に
優
れ
た
弁

論
家
に
つ
い
て
語
っ
て
も
い
た
の
で
あ
っ
て
、
理
想
的
な
政
治
家
が
有
徳
に
よ
っ
て
民
衆
か
ら
評
価
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
優
れ
た
弁

論
家
は
雄
弁
に
よ
っ
て
聴
衆
か
ら
評
価
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
政
治
家
＝
弁
論
家
は
、
民
衆
＝
聴
衆
に
向
か
っ
て
巧
み
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を

用
い
て
雄
弁
を
振
る
い
、
高
潔
で
公
正
な
人
格
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
も
ま
た
、
キ
ケ
ロ
ー

と
同
じ
よ
う
に
、
指
導
者
た
る
弁
論
家
が
民
衆
に
向
か
っ
て
徳
を
示
し
、
雄
弁
を
通
し
て
聴
衆
か
ら
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
主
た
る
関
心

を
も
っ
て
い
た
、
と
い
う（

11
（

。
こ
の
点
で
「
キ
ケ
ロ
ー
に
よ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
関
す
る
著
作
と
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
間
に
は
魅
力
的
な
パ
ラ

レ
ル
が
あ
る（

11
（

」、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
、
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
指
導
者
が
弁
論
に
よ
っ
て
調
和
を
も
た
ら
し
た
事
例
を
幾
つ
か
挙
げ
て
い
る
。
そ
の

中
で
も
最
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
が
、
ロ
ー
マ
史
上
有
名
な
平
民
の
市
外
退
去
事
件
で
あ
る
。
彼
は
、
元
執
政
官
メ
ネ
ニ
ウ
ス
・
ア

グ
リ
ッ
パ
・
ラ
ナ
ト
ゥ
ス
が
、
執
政
官
の
命
令
に
怒
っ
て
郊
外
の
山
に
退
去
し
立
て
篭
も
る
平
民
に
対
し
て
、
平
民
と
貴
族
の
ど
ち
ら

を
も
人
間
の
不
可
欠
な
身
体
部
位
に
譬
え
て
、
ロ
ー
マ
市
民
の
一
体
性
を
強
調
し
て
説
得
に
成
功
し
た
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
少
々

文
章
が
長
い
が
引
用
し
て
お
こ
う
。

　

平
民
の
も
と
に
メ
ネ
ニ
ウ
ス
・
ア
グ
リ
ッ
パ
を
使
者
と
し
て
派
遣
す
る
こ
と
に
衆
議
が
一
致
す
る
。
彼
は
弁
の
立
つ
男
で
あ
り
、

か
つ
平
民
出
身
で
あ
っ
た
の
で
、
説
得
力
を
持
つ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
彼
は
陣
営
に
招
き
入
れ
ら
れ
る
と
、
次
の
よ
う
な
話
を
昔

風
に
、
た
だ
朴
訥
と
語
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る

―
人
間
の
体
の
中
で
昔
は
、
今
の
よ
う
に
す
べ
て
が
一
つ
に
な
っ
て
働
い
て
は

い
な
か
っ
た
。
体
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
に
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
言
い
が
あ
っ
た
。
あ
る
と
き
腹
に
対
し
て
体
の
他
の

部
分
が
不
公
平
を
口
に
し
た
。「
自
分
た
ち
は
腹
の
た
め
を
思
っ
て
骨
を
折
り
、
何
で
も
手
に
入
れ
て
や
ろ
う
と
尽
く
し
て
い
る
。
し
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か
し
、
腹
は
体
の
真
ん
中
に
の
う
の
う
と
納
ま
り
、
好
き
な
も
の
を
も
ら
っ
て
喜
ぶ
以
外
に
何
も
し
な
い
」。
そ
こ
で
こ
う
申
し
合
わ

せ
を
し
た
。「
手
は
、
口
に
食
べ
物
を
運
ぶ
の
を
や
め
よ
う
。
口
は
、
何
か
運
ば
れ
て
き
て
も
受
け
入
れ
る
の
を
や
め
よ
う
。
歯
も
、

噛
む
の
を
や
め
よ
う
」。
こ
う
息
巻
き
な
が
ら
、
腹
を
飢
え
で
懲
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
う
ち
に
、
手
足
も
ろ
と
も
体
全
体
が
弱
り

切
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
で
わ
か
っ
た
の
は
、
腹
も
奉
仕
を
な
ま
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
養
わ
れ
る
と
と
も
に
他
を
養
っ
て
い

た
と
い
う
こ
と
だ
。
腹
は
、
人
間
が
生
き
て
動
く
た
め
に
か
か
せ
な
い
血
液
を
体
全
体
に
送
り
返
し
て
い
る
。
そ
の
血
液
は
、
消
化

さ
れ
た
食
べ
物
に
よ
っ
て
滋
養
豊
か
な
も
の
と
な
り
、
血
管
を
通
し
て
ま
ん
べ
ん
な
く
体
全
体
に
行
き
渡
っ
て
い
く

―
。
こ
の
よ

う
に
ア
グ
リ
ッ
パ
は
、
体
の
内
輪
も
め
と
平
民
の
貴
族
に
対
す
る
怒
り
が
い
か
に
似
て
い
る
か
を
示
し
て
、
人
々
の
気
持
ち
を
な
だ

め
た
。

　

こ
う
し
て
市
民
一
致
に
向
け
て
の
調
停
が
始
ま
り
、
次
の
条
件
で
合
意
が
な
っ
た
（A

gi 
deinde 

de 
concordia 

coeptum
 

concessum
que

）。
す
な
わ
ち
、
平
民
は
彼
ら
自
身
の
た
め
の
公
職
者
を
得
る
こ
と
、
そ
の
者
は
身
体
不
可
侵
と
し
、
コ
ー
ン
ス
ル

に
対
抗
し
て
平
民
を
擁
護
す
る
た
め
の
特
権
を
有
す
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
職
に
貴
族
が
就
く
こ
と
は
許
さ
れ
ざ
る
こ
と
。
こ
う
し

て
護
民
官
が
任
命
さ
れ
た
。Liv. （. （（. （（-（（. （
〔（
１
）
一
八
六
―
八
八
。
括
弧
は
大
森
に
よ
る
。〕

　

こ
の
逸
話
は
、
そ
の
後
の
階
級
間
の
力
関
係
を
変
え
た
護
民
官
の
設
置
と
い
う
画
期
的
事
件
、
そ
の
意
味
で
ロ
ー
マ
史
の
中
で
大
き

な
影
響
を
与
え
た
事
件
の
顛
末
を
扱
っ
て
い
る（

11
（

。
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
、
こ
の
事
件
の
中
で
、
ア
グ
リ
ッ
パ
の
弁
論
が
、
反
乱
を
起
こ
し

た
平
民
を
説
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
点
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
善
き
意
思
が
レ
ト
リ
ッ
ク
を
通
し
て
調
和
を
も
た
ら
し
た

こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る（

11
（

。
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
と
は
、
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
指
導
者
に
よ
っ
て
政
治
共

同
体
を
創
成
・
存
続
さ
せ
る
た
め
の
不
可
欠
の
手
段
で
あ
っ
て
、
指
導
者
は
そ
れ
を
習
熟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
共
体
を
ま
と
め
て
統

合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
し
た
が
っ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
は

―
そ
し
て
指
導
者
の
地
位
の
レ
ト
リ
ッ
ク
化
は

―
共
和
政
の
政
治
共
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同
体
の
提
携
と
協
働
を
育
む
役
に
立
つ（

11
（

」。
こ
う
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
、
政
治
家
＝
弁
論
家
の
善
き
意
思
を

4

4

4

4

4

通
し
て
共
和
政
に
調
和
を
も
た
ら
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
と
対
照
的

　

こ
う
し
た
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
」
に
つ
い
て
の
調
和
的
理
解
は
、
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
同
じ

歴
史
家
で
あ
っ
て
も
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
理
解
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
、
と
い
う
。
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
三
で
検
討
し
た
よ

う
に
、
ロ
ー
マ
は
外メ

ト
ゥ
ス
・
ホ
ス
テ
ィ
リ
ス

敵
の
脅
威
に
よ
っ
て
階
級
間
の
対
立
を
越
え
て
結
束
す
る
が
、
外
敵
の
脅
威
が
無
く
な
る
と
内
紛
を
再
発
さ
せ

た
と
の
歴
史
認
識
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し
て
雄
弁
家
た
ち
の
演
説
が
、
外
敵
の
脅
威
の
欠
如
を
埋
め
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
彼
ら
が

そ
れ
ぞ
れ
備
え
る
対
照
的
な
性
格
を
相
互
に
補
完
さ
せ
、
共
和
政
ロ
ー
マ
の
秩
序
と
安
定
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
、
と
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
レ
ト
リ
ッ
ク
と
は
、
外
敵
の
脅
威
に
代
わ
っ
て
内
紛
を
常
軌
化
す
る
言
論
手
段
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
歴
史
叙
述
に
は
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
叙
述
で
強
調
さ
れ
て
い
た
外
敵
の

脅
威
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
、
と
さ
れ
る
。
確
か
に
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
が
外
敵
の
脅
威
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
は

幾
つ
か
散
見
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
に
は
、
外
敵
の
脅
威
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
仮
初
め
の
和
平
が
も
た
ら
さ
れ

た
史
実
も
承
知
さ
れ
て
い
た
ろ
う
。
だ
が
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
叙
述
で
は
そ
の
役
割
は
限
定
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
は
る
か
に
上
回
る
数

の
調
和
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
外
敵
の
脅
威
は
、
ロ
ー
マ
共
和
政
の
平
和
と
繁
栄
に
あ
ま
り
関
係
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る（

11
（

。

　

む
し
ろ
リ
ー
ウ
ィ
ス
は
、
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
貪
欲
と
奢
侈
（avaritia luxuriaque

）
を
ロ
ー
マ
の
頽
落
と
衰
退
の
要
因
と
し

て
捉
え
て
い
る
、
と
い
う
。
富
や
権
力
が
も
た
ら
す
欲
求
は
、
貴
族
や
平
民
を
問
わ
ず
、
さ
ら
な
る
欠
乏
の
感
情
を
生
み
出
し
、
そ
れ

ぞ
れ
相
手
側
の
階
級
へ
の
憎
悪
を
い
っ
そ
う
掻
き
立
て
続
け
る
。
確
か
に
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
、『
ロ
ー
マ
建
国
史
』
序
文
に
お
い
て
、

貪
ア
ウ
ァ
ー
リ
テ
ィ
ア

欲
と
奢ル

ー
ク
ス
リ
ア侈

が
彼
の
同
時
代
の
ロ
ー
マ
の
苦
境
と
窮
状
を
も
た
ら
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
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…
綱
紀
が
徐
々
に
弛
む
に
従
っ
て
、
道
徳
が
い
か
に
廃
れ
て
き
た
の
か
に
も
心
を
向
け
て
ほ
し
い
。
そ
れ
は
ま
ず
建
物
が
倒
れ
る

と
き
の
よ
う
に
揺
れ
は
じ
め
、
や
が
て
徐
々
に

4

4

4

傾
き
（deinde ut m

agis m
agisque lapsi sint

）、
倒
壊
寸
前
と
な
っ
て
、
つ
い
に

わ
れ
わ
れ
の
時
代
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
欠
陥
に
も
修
繕
に
も
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
こ
の
時
代
に
立
ち
至
っ
た
の
で

あ
る
…
今
や
、
富
が
貪
欲
を
引
き
寄
せ
、
放
蕩
と
快
楽
を
通
じ
て
脹
れ
あ
が
っ
た
欲
望
が
、
す
べ
て
を
破
滅
と
終
焉
に
至
ら
し
め
る

欲
動
を
生
じ
せ
し
め
て
い
る
。Liv. praef. 9-（（

〔（
１
）
五
―
六
。
傍
点
は
大
森
に
よ
る
。〕

　

貪
欲
と
奢
侈
は
、
政
治
家
＝
弁
論
家
と
民
衆
＝
聴
衆
か
ら
善
き
意
思
と
調
和
を
奪
う
悪
徳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
悪
徳
は
ロ
ー
マ
社
会

を
根
底
か
ら
蝕
み
、
貴
族
と
平
民
と
の
階
級
間
の
対
立
を
次
第
に
燃
え
上
が
ら
せ
る
。
ケ
イ
パ
ス
ト
は
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
認
識
に
お

い
て
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
「
漸
次
的
」
と
さ
れ
て
い
る
点
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
ロ
ー
マ
史
理
解
は
、「
漸
次
的
」

で
あ
る
点
で
も
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
そ
れ
と
は
対
照
的
で
あ
る
、
と
い
う
。
と
い
う
の
も
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ

の
危
機
と
衰
退
は
、
戦
勝
な
ど
に
よ
っ
て
外
敵
の
脅
威
が
「
唐
突
に
」
取
り
去
ら
れ
る
、
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
お
い
て
始
ま
る
か
ら
だ（

11
（

。

貪
欲
と
奢
侈
と
い
う
悪
徳
は
、
ロ
ー
マ
の
貴
族
と
平
民
の
心
の
奥
底
に
巣
く
い
、
目
に
見
え
ず
誰
に
も
気
づ
か
れ
な
い
う
ち
に
、
ゆ
っ

く
り
と
ロ
ー
マ
社
会
の
根
底
を
蝕
み
、
終
に
は
台
無
し
に
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
ロ
ー
マ
の
衰
退
史
観
は
、
サ
ッ

ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
と
対
照
的
に
、
段
階
的
で
緩
や
か
な
プ
ロ
セ
ス
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
歴
史
認
識
の
相
違
は
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
と
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
と
の
間
に
レ
ト
リ
ッ
ク
観
の
相
違
を
も
も
た
ら
す
。
サ
ッ

ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、「
外
敵
の
脅
威
に
代
わ
っ
て
内
紛
を
常
軌
化
す
る
言
論
手
段
」
と
考
え

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
衰
退
の
原
因
が
外
敵
の
脅
威
の
突
発
的
消
滅
に
求
め
ら
れ
な
い
の

な
ら
ば
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
階
級
間
の
不
和
を
解
消
す
る
た
め
の
即
効
薬
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
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の
レ
ト
リ
ッ
ク
観
は
、
政
治
家
＝
弁
論
家
の
善
き
意
思
が
表
出
さ
れ
て
、
階
級
を
越
え
て
ロ
ー
マ
市
民
に
調
和
を
醸
成
す
る
も
の
と
し

て
理
解
さ
れ
る（

11
（

。
そ
れ
は
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
歴
史
認
識
か
ら
は
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ

ス
に
お
い
て
、
社
会
的
階
級
間
の
対
立
は
、
融
和
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
解
消
不
可
能
な
ま
ま
常
態
化
し
て
お
り
、
外
敵
の
脅
威
と
い
う
外

的
事
情
に
よ
っ
て
当
面
の
間
だ
け
除
去
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
彼
の
理
解
に
お
い
て
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
弁
論
と
い
う
言
論
の
枠

組
み
を
与
え
る
こ
と
で
、
異
な
る
階
級
・
階
層
が
暴
力
に
訴
え
て
決
裂
し
て
し
ま
う
こ
と
を
か
ろ
う
じ
て
防
ぐ
、
外
敵
の
脅
威
の
代
替

物
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
後
裔
た
ち

―
公
民
的
共
和
主
義
者
の
理
解

　

こ
う
し
て
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
」
観
は
、
ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
キ
ケ
ロ
ー
の
調
和
的
理
解
と

サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
対
立
的
理
解
と
の
両
極
の
間
で
、
キ
ケ
ロ
ー
の
側
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
歴
史
叙

述
の
複
雑
さ
と
多
様
性
は
、
そ
の
よ
う
な
単
純
な
位
置
付
け
を
許
す
の
だ
ろ
う
か
。
ケ
イ
パ
ス
ト
の
解
釈
に
ど
う
し
て
も
疑
念
が
生
じ

て
し
ま
う
の
は
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
影
響
を
受
け
た
後
の
公
民
的
共
和
主
義
者
た
ち
が
、
彼
の
著
作
の
中
で
む
し
ろ
対
立
と
不
和
の
要

素
に
着
目
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
公
民
的
共
和
主
義
の
伝
統
に
連
な
る
著
作
家
と
し
て
近
年
で
は
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
ニ
コ
ロ
・
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
そ
の
嚆
矢
で
あ
る
。
彼
の
著
書
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
が
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
『
ロ
ー
マ
建
国
史
』
に
負
っ

て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る（

1（
（

。
彼
は
同
書
の
中
で
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
が
階
級
対
立
に
よ
っ
て
国
家
が
崩
壊
し
て
い
く
様
を
的
確

に
記
述
し
て
い
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
。

　

…
新
し
い
紛
争
と
果
て
し
な
い
混
乱
が
ひ
き
も
き
ら
ず
ロ
ー
マ
に
お
そ
い
か
か
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
態
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が
生
じ
た
か
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
、
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
リ
ウ
ィ
ウ
ス
は
、
き
わ
め
て
適
切
な
解
明
を
与
え
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は

自
分
の
意
見
に
か
え
て
、
リ
ウ
ィ
ウ
ス
の
言
葉
そ
の
ま
ま
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
リ
ウ
ィ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
人
民

の
側
で
も
貴
族
の
側
で
も
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
下し

た
て手

に
で
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
、
他
方
は
〔
思
い
あ
が
っ
て
〕
居い

た
け
だ
か

丈
高
に
な
る

も
の
だ
…
こ
の
よ
う
に
、
貴
族
に
し
ろ
人
民
に
し
ろ
、
自
分
た
ち
の
自
由
を
守
ろ
う
と
熱
中
す
れ
ば
、
い
ず
れ
の
側
も
、
敵
を
圧
倒

で
き
る
だ
け
の
力
を
そ
な
え
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
も
の
だ
…
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ま
る
で
世
の
中
は
、
支
配
す
る
者
と
征
服
さ
れ

る
者
と
に
、
な
っ
て
し
ま
う
。D

iscorsi, （. 4（.

〔
一
二
六
〕

　

し
か
も
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
こ
の
箇
所
の
直
後
に
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
見
解
に
言
及
し
て
お
り
、
同
じ
文
脈
の
中
で
彼
の
見
解

を
紹
介
し
て
い
る
。
彼
は
、
ロ
ー
マ
の
階
級
間
対
立
が
人
間
に
本
来
的
に
備
わ
る
野
望
を
追
求
し
た
必
然
的
結
果
で
あ
る
と
の
認
識
を
、

リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
と
と
も
に
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
も
得
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。
こ
の
意
味
で
彼
の
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
理
解
は
、
サ
ッ
ル

ス
テ
ィ
ウ
ス
理
解
と
同
様
に
、
対
立
的
解
釈
に
立
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る（

11
（

。

　

と
こ
ろ
が
ケ
イ
パ
ス
ト
は
、
こ
う
し
た
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
解
釈
は
類
を
見
な
い
特
異
な

4

4

4

4

4

4

4

4

（idiosyncratic

）
も
の

で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
対
立
的
解
釈
が
成
立
す
る
根
拠
は
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
自
身
の
著
作
に
は
見
出
せ
な
い
、
と
い
う（

11
（

。
し
か
し
マ
キ
ャ

ヴ
ェ
ッ
リ
を
公
民
的
共
和
主
義
の
伝
統
の
起
源
に
位
置
付
け
る
彼
の
後
継
者
た
ち
は
、
ま
さ
に
こ
の
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
対
立
的
解
釈
か

ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
ら
れ
、
彼
の
共
和
主
義
思
想
を
発
展
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
現
代
の
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ

研
究
で
著
名
な
マ
ウ
リ
ツ
ィ
オ
・
ヴ
ィ
ー
ロ
リ
（M

aurizio V
iroli

）
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
と
っ
て
共
和
政
に
対
立
は
つ
き
も
の

で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
対
立
が
生
じ
る
こ
と
を
歓
迎
さ
え
し
て
い
た
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
に
お
け
る
平
民
と
貴
族
と
の
間
の
社
会
的
対
立
を
自
由
保
持
の
主

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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要
な
動
因
と
し
て
賞
賛
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
彼
の
記
述
で
は
、
こ
う
し
た
対
立
は
、
市
民
一
般
の
自
由
を
支
持
す
る
法
や
法
令

―
す
な
わ

ち
平
民
と
貴
族
の
利
益
を
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
満
た
す
と
い
う
法

―
を
導
く
の
だ
。
彼
は
、
ロ
ー
マ
史
か
ら
現
代
の
共
和
国
に

も
通
用
す
る
一
般
的
ア
ド
バ
イ
ス
を
引
き
出
す
。
つ
ま
り
、
平
民
と
貴
族
と
い
う
「
二
つ
の
気
質
が
存
在
す
る
す
べ
て
の
共
和
国
に

お
い
て
」、
自
由
を
支
持
す
る
す
べ
て
の
立
法
は
両
階
級
の
間
の
衝
突
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を（

11
（

。

　

ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
、
現
代
共
和
主
義
の
代
表
的
論
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ペ
テ
ィ
ッ
ト
（Philip 

Pettit

）

も
、
民デ

モ
ク
ラ
シ
ー

主
政
を
合
意
に
よ
る
（consensual

）

―
換
言
す
れ
ば
、
調
和
的
な

―
も
の
で
は
な
く
、
異
議
申
し
立
て
に
よ
る

（contestatory

）

―
対
立
的
な

―
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る（

11
（

。
彼
は
、
共
和
政
の
混
合
政
体
の
中
で
作
用
す
る
一
部
門
と
し

て
の
民
主
政
が
、
エ
リ
ー
ト
支
配
や
多
数
者
専
制
に
抗
し
て
健
全
に
作
用
す
る
た
め
に
は
、
異
議
申
し
立
て
が
不
可
欠
な
制
度
的
要
因

に
な
る
だ
ろ
う
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

民
主
政
は
、
合
意
よ
り
も
む
し
ろ
主
と
し
て
異
議
申
し
立
て
に
よ
る
モ
デ
ル
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
無
理
な
く
理
解
さ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
人
々
が
個
人
と
し
て
も
集
団
と
し
て
も
、
政
府
の
決
定
に
異
議
申
し
立
て
を
す
る
恒
久
的
な
可

能
性
を
享
受
す
る
か
ぎ
り
、
政
府
は
民
主
的
で
あ
り
、
人
々
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
る
統
治
の
形
態
を
示
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う（

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
現
代
の
共
和
主
義
者
た
ち
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
解
釈
を
受
け
継
い
で
、
社
会
内
部
の
対
立
を
む
し

ろ
歓
迎
す
る
。
そ
れ
は
、
共
和
政
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
発
展
を
促
す
活
力
、
す
な
わ
ち
あ
る
種
の
「
燃
料
」
と
し
て
評
価
す
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
社
会
的
対
立
が
、
何
か
で
「
引
火
」
し
た
結
果
、
共
和
政
そ
の
も
の
を
瓦
解
さ
せ
て
し
ま
う
危
険
な
「
火
事
」

と
な
る
こ
と
ま
で
は
許
さ
な
い
。
共
和
主
義
者
は
ま
さ
に
こ
こ
に
お
い
て
レ
ト
リ
ッ
ク
の
意
義
を
見
出
す
。
す
な
わ
ち
共
和
政
を
、
人
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々
が
私
益
を
求
め
て
暴
力
を
振
る
い
あ
う
分
裂
的
状
況
と
し
て
で
も
、
人
々
が
単
一
の
共
通
善
の
下
に
結
束
す
る
融
和
的
状
況
と
し
て

で
も
な
く
、
利
益
や
信
念
を
違
え
る
敵
対
者
を
説
得
す
る
こ
と
を
通
し
て
そ
れ
ら
を
う
ま
く
妥
協
・
調
整
し
、
相
互
に
共
存
で
き
る
枠

組
み
と
秩
序
を
築
き
上
げ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
理
解
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
レ
ト
リ
ッ
ク
は
共
和
政
に
と
っ

て
重
要
な
価
値
を
有
す
る
の
だ
。
ヴ
ィ
ー
ロ
リ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

ま
さ
に
共
和
主
義
論
者
は
、
共
通
善
が
各
人
全
員
の
善
で
あ
る
と
考
え
て
い
な
い
た
め
に
、
市
民
生
活
の
枠
内
に
収
ま
っ
て
い
る

限
り
、
社
会
的
・
政
治
的
対
立
が
起
こ
る
こ
と
も
怖
れ
て
い
な
い
し
、
公
の
場
で
の
会
合
で
起
こ
る
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
衝
突
の
価
値

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
評
価
し
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

の
で
あ
る（

11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
描
く
ロ
ー
マ
共
和
政
の
史
実
を
自
由
の
模
範
と
し
て
受
け
継
ぐ
後
の
共
和
主
義
者
た
ち
は
、
ケ
イ
パ

ス
ト
の
理
解
に
反
し
て
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
が
対
立
と
内
紛
の
歴
史
を
記
し
、
そ
の
前
提
の
上
に
レ
ト
リ
ッ
ク
を
位
置
付
け
て
い
る
と
捉

え
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。
で
は
実
際
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
や
そ
の
後
の
共
和
主
義
者
た
ち
が
見
出
し

た
対
立
的
要
素
は
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
検
証
し
て
み
よ
う
。

外
敵
の
脅
威
が
国
内
対
立
を
収
束
さ
せ
る

　

リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
『
ロ
ー
マ
建
国
史
』
に
は
、
最
初
の
一
〇
巻
だ
け
み
て
も
、
ケ
イ
パ
ス
ト
の
理
解
に
反
し
て
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ

ス
と
同
じ
基
調
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
れ
は
外
敵
の
脅
威
へ
の
言
及
と
、
対
立
的
な
演
説
の
場
面
の
叙
述
と
い

う
二
つ
の
点
に
見
ら
れ
る
。

　

ま
ず
外
敵
の
脅
威
へ
の
言
及
と
い
う
点
で
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
、「
外メ

ト
ゥ
ス
・
ホ
ス
テ
ィ
リ
ス

敵
の
脅
威
は
国
内
の
平
和
を
維
持
す
る
」
と
の
史
実
理
解
を
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サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
と
共
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ロ
ー
マ
が
周
辺
部
族
ら
と
の
抗
争
を
繰
り
広
げ
、
農
地
法
を
め
ぐ

る
闘
争
の
よ
う
に
貴
族
と
平
民
と
の
間
の
利
害
対
立
が
激
化
し
た
共
和
政
初
期
の
時
代
認
識
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
と
り
わ
け

『
ロ
ー
マ
建
国
史
』
の
最
初
の
一
〇
巻
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
記
述
を
数
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
三
つ
だ
け
を
挙

げ
て
お
こ
う
。

　

第
一
に
、
ウ
ォ
ル
ス
キ
人
た
ち
が
ロ
ー
マ
領
地
に
侵
攻
し
た
と
き
の
事
例
で
あ
る
。
平
民
の
怒
り
を
買
い
有
罪
宣
告
を
受
け
た
元
老

院
議
員
グ
ナ
エ
ウ
ス
・
マ
ル
キ
ウ
ス
・
コ
リ
オ
ラ
ー
ヌ
ス
は
、ウ
ォ
ル
ス
キ
人
の
も
と
に
亡
命
し
、彼
ら
の
有
力
者
で
あ
っ
た
ア
ッ
テ
ィ

ウ
ス
・
ト
ゥ
リ
ウ
ス
と
結
託
し
て
、
ロ
ー
マ
で
開
催
さ
れ
た
大
競
技
会
に
ウ
ォ
ル
ス
キ
人
た
ち
を
引
き
入
れ
た
際
、
彼
ら
が
厄
介
事
を

起
こ
す
だ
ろ
う
と
執
政
官
に
内
密
に
唆
し
て
、
彼
ら
を
追
い
出
す
よ
う
に
嗾
け
る
。
ト
ゥ
リ
ウ
ス
は
、
こ
う
し
て
追
い
出
さ
れ
た
ウ
ォ

ル
ス
キ
人
に
向
け
て
ロ
ー
マ
か
ら
の
離
反
を
促
す
演
説
を
し
、
次
々
に
ロ
ー
マ
周
辺
の
町
々
を
占
領
さ
せ
る
。
こ
の
ウ
ォ
ル
ス
キ
人
た

ち
の
脅
威
に
対
し
て
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
ロ
ー
マ
側
の
対
応
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

（
ト
ゥ
リ
ウ
ス
は
）
そ
こ
か
ら
ロ
ー
マ
の
農
地
の
略
奪
に
か
か
ら
せ
た
が
、
略
奪
兵
の
間
に
監
視
を
置
き
、
貴
族
た
ち
の
領
地
に

手
を
付
け
る
こ
と
は
許
さ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
彼
が
平
民
に
対
し
て
よ
り
強
い
敵
意
を
抱
い
て
い
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
、
貴
族

と
平
民
の
間
に
不
和
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
た
し
か
に
不
和
の
生
ま
れ
る
要
素
は
あ
っ
た
。
と
い

う
の
も
、
護
民
官
は
市
民
団
の
有
力
者
を
激
し
く
批
判
し
、
す
で
に
た
け
り
狂
っ
て
い
た
平
民
た
ち
を
さ
ら
に
刺
激
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
外
敵
の
脅
威
は

4

4

4

4

4

4

、
市
民
を
一
致
さ
せ
る
最
大
の
絆

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
り
、
い
か
に
互
い
が
疑
心
と
憎
悪
を
抱
き
合
っ
て
い
た
に

せ
よ
、
両
者
の
心
を
結
び
つ
け
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
（sed externus tim

or, m
axim

um
 concordiae vinculum

, quam
vis 

suspectos infensosque inter se iungebat anim
os

）Liv. （. （9. （

〔（
１
）
二
〇
〇
、
傍
点
と
括
弧
は
大
森
に
よ
る
。〕
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第
二
に
、
逆
に
外
敵
の
脅
威
が
な
く
な
っ
た
後
に
、
国
内
の
階
級
対
立
が
噴
出
し
そ
う
に
な
っ
た
経
緯
が
紹
介
さ
れ
る
。
ア
エ
ク
ィ

人
や
サ
ビ
ニ
人
た
ち
の
大
軍
が
ロ
ー
マ
に
押
し
寄
せ
周
辺
を
略
奪
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
元
老
院
は
田
畑
で
働
い
て
い
た
と
こ
ろ
の

ル
ー
キ
ウ
ス
・
ク
ィ
ン
ク
テ
ィ
ウ
ス
・
キ
ン
キ
ン
ナ
ト
ゥ
ス
を
独
裁
官
に
指
名
し
、
そ
の
対
策
に
当
た
ら
せ
た
。
彼
が
首
尾
よ
く
撃
退

し
て
凱
旋
式
を
あ
げ
、
権
力
に
拘
る
こ
と
な
く
早
々
に
独
裁
官
職
を
辞
す
る
と
、
戦
時
に
中
断
さ
れ
継
続
審
議
中
と
さ
れ
て
い
た
、
テ

レ
ン
テ
ィ
リ
ウ
ス
法
案

―
執
政
官
の
権
限
を
法
に
よ
っ
て
制
限
す
る
内
容
の
法
で
、
貴
族
と
平
民
と
の
間
の
利
害
対
立
の
焦
点
で

あ
っ
た

―
が
再
び
蒸
し
返
さ
れ
そ
う
に
な
る
。
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
、
こ
の
国
内
の
階
級
対
立
の
火
種
が
偶
発
的
な
外
敵
の
侵
攻
に

よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
避
け
ら
れ
た
経
緯
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

　

…
対
外
的
に
は
平
穏
無
事
だ
っ
た
が
、
国
内
的
に
は
同
じ
護
民
官
と
同
じ
［
テ
レ
ン
テ
ィ
リ
ウ
ス
］
法
案
が
分
裂
を
引
き
起
こ
し

は
じ
め
て
い
た
。
そ
こ
で
、
あ
ら
か
じ
め
時
を
計
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
コ
ル
ビ
オ
の
要
塞
が
ア
エ
ク
ィ
人
の
夜
襲
に
よ
っ
て
落

ち
た
と
い
う
知
ら
せ
が
入
っ
た
。
も
し
そ
の
知
ら
せ
が
な
か
っ
た
ら
［
国
内
の
］
分
裂
は
一
挙
に
悪
化
し
、［
貴
族
と
平
民
の
］
感
情

的
対
立
は
い
っ
そ
う
激
し
く
燃
え
上
が
っ
た
に
ち
が
い
な
い
（ulteriusque ventum

 foret-adeo exarserant anim
is

）。Liv. （. 

（0. （

〔（
２
）
六
三
。
た
だ
し
若
干
訳
を
変
え
て
い
る
。
括
弧
は
翻
訳
者
に
よ
る
。〕

　

第
三
の
事
例
で
は
、
周
辺
部
族
と
の
数
々
の
戦
争
の
間
に
挟
ま
れ
た
平
穏
な
つ
か
の
間
に
、
些
細
な
こ
と
で
国
内
の
階
級
対
立
が
激

化
し
た
、
と
さ
れ
る
。
ロ
ー
マ
で
疫
病
が
流
行
り
甚
大
な
被
害
が
生
じ
て
い
た
と
き
、
ウ
ォ
ル
ス
キ
人
、
ア
エ
ク
ィ
人
、
ウ
ェ
イ
イ
人

ら
が
こ
の
機
に
乗
じ
て
ロ
ー
マ
に
戦
争
を
仕
掛
け
る
よ
う
に
誘
う
が
、エ
ト
ル
リ
ア
だ
け
は
戦
争
を
先
送
り
に
す
る
こ
と
を
譲
ら
な
い
。

そ
の
間
ロ
ー
マ
で
は
、
平
民
や
護
民
官
た
ち
が
、
従
来
貴
族
に
独
占
さ
れ
て
き
た
執
政
官
の
選
挙
を
阻
止
し
、
準
執
政
官
の
選
挙
に
漕

ぎ
つ
け
る
も
、
結
果
的
に
そ
の
役
職
さ
え
も
貴
族
か
ら
選
出
さ
れ
た
こ
と
に
不
満
を
募
ら
せ
る
。
そ
こ
で
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
、
貴
族
と
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平
民
の
感
情
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
国
外
に
向
か
ず
、
双
方
の
階
級
に
向
け
あ
う
様
子
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

　

そ
の
間
ロ
ー
マ
で
は
平
民
の
指
導
者
た
ち
が
護
民
官
の
屋
敷
で
会
合
を
開
き
、
秘
密
の
相
談
を
重
ね
て
い
た
。
彼
ら
は
、
こ
こ
数

年
、
対
外
的
に
は
平
穏
無
事
な
間
に
（dum

 foris otium

）、
宿
願
と
な
っ
て
い
る
さ
ら
な
る
顕
職
へ
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の

は
な
ぜ
な
の
か
、
意
見
を
交
わ
し
て
い
た
…
平
民
に
罪
を
着
せ
る
の
で
は
な
く
、
貴
族
に
こ
そ
科
あ
り
と
主
張
す
る
者
た
ち
も
い

た

―
顕
職
に
至
る
道
が
平
民
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
貴
族
の
巧
妙
な
票
集
め
の
た
め
で
あ
る
。
も
し
平
民
が
貴
族
の
懇
願
と

恫
喝
を
な
い
交
ぜ
に
し
た
選
挙
運
動
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
投
票
に
行
く
と
き
に
自
分
の
階
級
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る

で
あ
ろ
う
…
そ
の
た
め
彼
ら
は
護
民
官
を
動
か
し
、
公
職
選
挙
に
立
と
う
と
す
る
者
は
白
い
ト
ガ
を
着
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
選
挙
運

動
規
制
法
案
を
提
出
す
る
こ
と
と
し
た
。
い
ま
か
ら
み
れ
ば
き
わ
め
て
些
細
な
こ
と
で
あ
り
、
真
剣
に
議
論
す
る
に
値
し
な
い
よ
う

に
思
え
る
が
、
当
時
は
こ
の
こ
と
で
、
貴
族
と
平
民
の
あ
い
だ
に
す
さ
ま
じ
い
ま
で
の
闘
争
の
火
蓋
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
た
の
で
あ

る
（tunc ingenti certam

ine patres ac plebem
 accendit

）。Liv. 4. （（. 9-（（

〔（
２
）
二
〇
六
―
〇
七
、
た
だ
し
若
干
訳
を

変
え
て
い
る
。
括
弧
は
大
森
に
よ
る
。〕

　

こ
の
よ
う
に
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
、
外
敵
の
脅
威
が
国
内
の
階
級
対
立
を
棚
上
げ
に
す
る（

11
（

、
あ
る
い
は
逆
に
外
敵
と
の
戦
争
が
な
い
時

に
国
内
の
対
立
が
噴
出
し
た（

1（
（

、
な
ど
と
記
す
こ
と
も
け
っ
し
て
少
な
く
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
と
同
様
に
、
外
敵

の
脅
威
と
国
内
の
一
致
が
相
互
連
結
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
理
解
を
垣
間
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
対
立
的
レ
ト
リ
ッ
ク
の
場
面

　

ま
た
第
二
に
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
行
使
さ
れ
る
演
説
の
機
会
を
、
必
ず
し
も
調
和
が
成
立
す
る
場
面
と
し
て
描
い
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て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
対
立
と
不
和
の
中
で
行
わ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
招
く
場
面
と
し
て
描
い
て
い
る
点
で
も
、

サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
と
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
が
、
演
説
が
内
紛
を
引
き
起
こ
し
た
と
描
い
て
い
る
場
面
を
、

こ
こ
で
も
『
ロ
ー
マ
建
国
史
』
の
最
初
の
一
〇
巻
の
中
か
ら
、
三
つ
だ
け
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
平
民
の
市
外
退
去
事
件
の
後
に
貴
族
た
ち
の
胸
中
に
あ
っ
た
不
満
を
吐
露
し
た
元
老
院
議
員
の
演
説
で
あ
る
。
シ
キ
ニ
ウ

ス
の
提
案
に
よ
る
聖
山
へ
の
退
去
が
ア
グ
リ
ッ
パ
の
名
演
説

―
先
ほ
ど
引
用
し
た
ロ
ー
マ
市
民
を
体
の
臓
器
に
な
ぞ
ら
え
た
演

説

―
に
よ
り
解
決
さ
れ
護
民
官
が
設
置
さ
れ
た
後
、
退
去
時
の
平
民
の
棄
農
に
よ
り
穀
物
が
不
足
し
食
料
価
格
が
高
騰
し
た
。
と
こ

ろ
が
そ
こ
に
、
各
地
へ
人
を
派
遣
し
穀
物
の
買
い
付
け
を
し
た
努
力
も
あ
り
、
大
量
の
穀
物
が
シ
キ
リ
ア
か
ら
運
ば
れ
て
く
る
。
そ
こ

で
元
老
院
は
、
こ
の
穀
物
を
ど
れ
だ
け
平
民
に
分
配
す
る
べ
き
か
議
論
を
は
じ
め
る
が
、
先
の
市
外
退
去
事
件
で
味
わ
わ
さ
れ
た
苦
い

経
験
も
あ
り
、
平
民
に
報
復
し
退
去
に
よ
り
奪
わ
れ
た
権
利
を
取
り
戻
す
絶
好
の
機
会
だ
と
捉
え
、
と
く
に
護
民
官
の
特
権
に
敵
意
を

抱
い
て
い
た
元
老
院
議
員
グ
ナ
エ
ウ
ス
・
マ
ル
キ
ウ
ス
・
コ
リ
オ
ラ
ー
ヌ
ス
が
次
の
よ
う
な
演
説
を
し
た
、
と
い
う
。

　

も
し
平
民
が
以
前
の
食
料
価
格
を
望
む
な
ら
、
元
来
の
権
利
を
貴
族
に
返
還
す
べ
き
だ
。
こ
の
私
が
な
に
ゆ
え
平
民
ご
と
き
の
公
職

者
を
目
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
な
に
ゆ
え
シ
キ
ニ
ウ
ス
が
闊
歩
す
る
の
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
…
シ
キ
ニ
ウ
ス
よ
、

い
ま
こ
そ
市
外
退
去
せ
よ
。
そ
し
て
平
民
を
呼
び
寄
せ
よ
。
聖
山
の
み
な
ら
ず
他
の
丘
に
も
道
は
開
か
れ
て
い
る
。
穀
物
な
ら
ば
三
年

前
に
奪
っ
た
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
畑
か
ら
奪
う
が
よ
い
。
自
ら
の
狂
気
が
も
た
ら
し
た
穀
物
価
格
の
高
騰
を
よ
く
味
わ
う
が
よ
い
。
こ

こ
で
私
は
断
言
す
る
。
こ
の
苦
難
の
お
か
げ
で
彼
ら
は
態
度
を
改
め
、
武
装
し
て
市
外
退
去
し
耕
作
を
妨
げ
る
よ
り
は
、
自
ら
畑
を
耕

す
道
を
選
ぶ
だ
ろ
う
。Liv. （. （4. （-（（

〔（
１
）
一
九
一
―
九
二（

11
（

〕

　

こ
の
演
説
の
後
、
平
民
は
「
激
高
の
あ
ま
り
暴
力
に
訴
え
る
寸
前
ま
で
い
っ
た
（plebem

 ira prope arm
avit

）」
と
さ
れ
、
護
民
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官
に
よ
っ
て
彼
を
裁
判
の
審
理
に
か
け
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
彼
を
亡
命
に
ま
で
追
い
込
ん
だ
。
そ
し
て
彼
は

そ
の
後
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
亡
命
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
ウ
ェ
イ
イ
人
た
ち
と
結
託
し
て
ロ
ー
マ
へ
侵
攻
す
る
側
に
回
る
こ
と

に
な
り
、
皮
肉
に
も
、
彼
が
引
き
起
こ
し
た
外
敵
の
脅
威
が
ロ
ー
マ
国
内
の
階
級
対
立
を
解
消
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た（

11
（

。

　

第
二
に
、
外
敵
の
脅
威
が
差
し
迫
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
貴
族
の
提
案
に
不
信
感
を
表
明
す
る

演
説
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
護
民
官
ガ
ー
イ
ウ
ス
・
テ
レ
ン
テ
ィ
リ
ウ
ス
・
ハ
ル
サ
は
、
貴
族
が
独
占
し
て
き
た
執
政
官
の
権
限
を
制

限
し
よ
う
と
、
選
定
さ
れ
た
五
人
に
よ
っ
て
執
政
官
権
限
の
制
限
を
定
め
る
法
を
策
定
す
る
よ
う
に
提
案
し
、
貴
族
は
こ
れ
に
反
発
し

た
が
、
ウ
ォ
ル
ス
キ
人
と
ア
エ
ク
ィ
人
が
軍
の
再
編
成
を
し
て
い
る
と
の
知
ら
せ
を
ヘ
ル
ニ
キ
人
か
ら
受
け
て
、
元
老
院
が
軍
の
徴
収

と
両
執
政
官
の
指
揮
分
担
を
決
め
る
。
と
こ
ろ
が
護
民
官
は
こ
れ
に
反
発
し
て
、
貴
族
は
外
敵
の
脅
威
を
で
っ
ち
上
げ
る
こ
と
で
法
案

を
握
り
つ
ぶ
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
、
平
民
に
貴
族
へ
の
不
信
と
警
戒
を
説
い
て
、
次
の
通
り
演
説
を
し
た
、
と
い
う
。

　

ウ
ォ
ル
ス
キ
人
が
戦
争
を
仕
掛
け
て
く
る
と
い
う
の
は
作
り
話
で
あ
り
、ヘ
ル
ニ
キ
人
は
そ
れ
に
一
役
買
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

い
ま
、
ロ
ー
マ
市
民
の
自
由
に
制
約
が
課
せ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
正
し
い
理
由
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
自
由
が
悪
知

恵
に
よ
っ
て
も
て
あ
そ
ば
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
…
両
コ
ー
ン
ス
ル
は
平
民
に
武
器
を
背
負
わ
せ
て
急
行
軍
を
強
い
、
ロ
ー

マ
の
外
に
追
い
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
市
民
を
［
い
わ
ば
］
流
罪
、
追
放
刑
に
処
し
て
、
護
民
官
に
復
讐
す
る
つ
も
り
な
の
だ
。

連
中
の
意
図
は
そ
れ
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
彼
ら
の
命
令
に
従
う
と
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
法
案
は
握
り
つ
ぶ
さ
れ
た

も
同
然
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
事
態
が
は
っ
き
り
す
る
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ロ
ー
マ
に
留
ま
り
、
ト
ガ
を
脱
が
ず
、
町
を
追
い
出
さ
れ

ぬ
よ
う
、
支
配
の
軛
を
受
け
ぬ
よ
う
、
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。Liv. （. （0. （-（（

〔（
２
）
二
五
―
二
七
。
括
弧
は
翻
訳
者
に

よ
る
。〕
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そ
し
て
こ
の
よ
う
な
演
説
が
行
わ
れ
て
い
た
中
央
広
場
の
別
の
一
角
で
は
、
執
政
官
が
徴
兵
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
護
民

官
た
ち
が
駆
け
つ
け
て
「
た
ち
ま
ち
衝
突
が
起
こ
っ
た
（statim

 vis coorta

）」
と
さ
れ
、
そ
の
後
も
法
案
に
強
硬
に
反
対
し
た
若
手

貴
族
の
カ
エ
ソ
・
ク
ィ
ン
ク
テ
ィ
ウ
ス
の
裁
判
が
続
き
、国
内
の
階
級
対
立
が
い
っ
そ
う
激
化
し
た
経
緯
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

　

第
三
の
場
面
で
は
、
国
内
の
階
級
対
立
を
む
し
ろ
煽
っ
て
、
自
己
の
権
勢
を
高
め
る
た
め
に
敵
対
す
る
階
級
に
協
力
を
訴
え
る
演
説

が
行
わ
れ
る
。
元
執
政
官
マ
ル
ク
ス
・
マ
ン
リ
ウ
ス
・
カ
ピ
ト
ー
リ
ー
ヌ
ス
は
、
独
裁
官
マ
ル
ク
ス
・
フ
リ
ウ
ス
・
カ
ミ
ル
ス
が
挙
げ

て
き
た
数
々
の
戦
勝
と
功
績
に
嫉
妬
し
て
、
貴
族
の
身
分
で
あ
り
な
が
ら
平
民
の
守
護
者
で
あ
る
と
自
ら
を
標
榜
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、

高
利
に
苦
し
ん
で
い
た
平
民
の
債
務
を
肩
代
わ
り
し
彼
ら
の
歓
心
を
得
て
、
ガ
リ
ア
人
か
ら
得
た
戦
勝
金
を
横
領
し
た
と
し
て
貴
族
を

非
難
す
る
と
、
独
裁
官
に
よ
っ
て
投
獄
さ
れ
、
そ
の
後
平
民
の
反
発
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
平

民
の
支
持
と
賛
同
を
背
に
大
胆
に
な
っ
て
、
懲
り
る
こ
と
な
く
再
び
、
次
の
よ
う
な
平
民
の
心
情
を
扇
動
す
る
苛
烈
な
演
説
を
し
た
、

と
い
う
。

　

自
由
の
た
め
に
戦
う
お
前
た
ち
は
、
圧
政
の
た
め
に
戦
う
奴
ら
よ
り
も
激
し
く
戦
う
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
私
は
疑
わ
な
い
だ
ろ
う
。

単
に
戦
う
素
振
り
を
示
し
て
や
れ
。
お
前
た
ち
は
平
和
を
得
る
だ
ろ
う
。
力
に
訴
え
る
用
意
の
あ
る
こ
と
を
奴
ら
に
見
せ
て
や
れ
。

奴
ら
は
権
利
［
だ
と
言
い
張
っ
て
い
る
も
の
］
を
自
分
か
ら
投
げ
出
す
だ
ろ
う
。
全
員
が
何
か
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ

ば
、
各
自
が
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
甘
受
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
…
ロ
ー
マ
の
平
民
が
頭
を
擡
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
独
裁
官
職

と
コ
ー
ン
ス
ル
職
は
完
全
に
廃
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
さ
あ
、
私
を
支
え
て
く
れ
。
借
財
に
関
し
て
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
る

の
を
妨
げ
る
が
よ
い
。
私
は
自
分
が
平
民
の
代
弁
者
（
パ
ト
ロ
ー
ヌ
ス
）
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
。
私
の
［
平
民
に
対
す
る
］
心

遣
い
と
信
義
が
、
こ
の
名
を
私
に
も
た
ら
し
た
の
だ
。Liv. （. （（. （-（（
〔（
３
）
四
一
―
四
三
、
括
弧
は
翻
訳
者
に
よ
る
。〕
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だ
が
マ
ン
リ
ウ
ス
は
こ
の
演
説
の
後
、
平
民
の
パ
ト
ロ
ー
ヌ
ス
を
自
称
し
た
こ
と
で
王
権
を
狙
っ
た
と
受
け
止
め
ら
れ
て
か
、
平
民

の
側
に
立
つ
護
民
官
た
ち
に
も
見
放
さ
れ
、
元
老
院
の
同
意
と
と
も
に
、
王
権
を
得
よ
う
と
し
た
科
で
告
発
さ
れ
、
有
罪
判
決
を
下
さ

れ
、
岩
か
ら
突
き
落
と
さ
れ
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
、
と
さ
れ
る（

11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
が
記
述
す
る
演
説
の
場
面
を
も
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
む
し
ろ
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
敵
味
方
に
憎
悪
や
憤
怒

を
喚
起
し
て
、
国
内
の
階
級
間
対
立
を
い
っ
そ
う
激
化
さ
せ
る
手
段
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。

リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
多
面
性

―
キ
ケ
ロ
ー
と
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
間
で

　

こ
の
よ
う
に
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
テ
キ
ス
ト
を
検
討
し
て
い
く
と
、
彼
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
」
観
は
、
調
和
的
側
面

と
対
立
的
側
面
と
の
双
方
が
見
ら
れ
、
単
純
化
を
許
さ
な
い
複
雑
で
多
様
な
側
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
で
リ
ー
ウ
ィ

ウ
ス
の
理
解
は
、
ケ
イ
パ
ス
ト
の
議
論
で
は
、
キ
ケ
ロ
ー
の
調
和
的
理
解
に
近
似
し
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
他
方
で

そ
れ
は
、
共
和
主
義
者
た
ち
の
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
評
価
の
観
点
か
ら
彼
の
テ
キ
ス
ト
を
仔
細
に
検
討
す
る
と
、
上
記
の
マ
ル
キ
ウ
ス
や
マ

ン
リ
ウ
ス
の
事
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
共
和
政
に
対
立
と
混
乱
を
も
た
ら
す
と
の
理
解
を
見
せ
る
こ
と
も
あ
り
、
む

し
ろ
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
近
似
し
た
記
述
を
し
て
い
る
箇
所
も
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。
で
は
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と

共
和
政
と
の
関
係
」
観
は
、
キ
ケ
ロ
ー
と
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
と
の
両
極
と
の
間
で
、
ど
ち
ら
の
側
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

確
か
に
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
、
後
世
の
共
和
主
義
者
た
ち
が
理
解
し
た
よ
う
に
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
近
い
立
場
に
立
っ
て
い
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
記
の
通
り
、
外メ

ト
ゥ
ス
・
ホ
ス
テ
ィ
リ
ス

敵
の
脅
威
が
国
内
の
階
級
対
立
を
棚
上
げ
に
し
た
と
の
史
実
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
も

多
い
。
た
だ
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
、
外
敵
の
脅
威
と
国
内
対
立
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
以
上
に
複
雑
で
入
り
組
ん
だ

考
え
を
抱
い
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
確
か
に
上
記
の
他
に
も
外
敵
の
脅
威
に
よ
っ
て
国
内
の
和
合
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
場
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面
も
数
多
く
紹
介
さ
れ
る
が（

11
（

、
他
方
で
、
対
外
的
な
戦
争
と
国
内
の
暴
動
が
同
時
に
起
こ
っ
た
と
す
る
状
況
も
描
写
さ
れ
る
し（

11
（

、
逆
に

国
内
の
融
和
が
対
外
的
な
平
和
を
も
た
ら
し
た
と
記
す
場
合
さ
え
あ
る（

11
（

。
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
歴
史
認
識
で
は
、
外
敵
の
脅
威
と
国
内
の

一
致
と
の
間
に
、
必
ず
し
も
単
純
な
相
互
連
結
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

何
よ
り
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
に
お
い
て
、
国
内
の
階
級
間
の
対
立
と
紛
争
は
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
お
け
る
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
共
和
政

に
宿
命
づ
け
ら
れ
た
歴
史
的
与
件
で
は
な
く
、
む
し
ろ
克
服
さ
れ
る
べ
き
「
害マ

ル
ム悪

」
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

11
（

。

三
で
見
た
よ
う
に
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
建
国
期
以
来
、
貴
族
と
平
民
と
の
間
で
断
続
的
に
生
起
し
続
け
、
外

敵
の
脅
威
と
い
う
歴
史
的
偶
然
が
現
れ
れ
ば
一
時
的
に
収
束
す
る
も
の
の
、
し
か
し
大
局
的
に
は
作
為
に
よ
っ
て
克
服
で
き
な
い
永
続

的
常
態
に
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
、
階
級
間
の
対
立
と
紛
争
は
、
ロ
ー
マ
共
和
政
を
破
滅
に

導
き
か
ね
な
い
根
源
的
な
悪
弊
で
あ
り
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
行
使
し
た
演
説
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
、
最
後
に
は
融
和
に
導
か
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
障
害
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
ロ
ー
マ
の
階
級
間
で
起
こ
る
抗
争
や
内
紛
を
次
の
よ
う
に
否

定
的
に
捉
え
て
い
る
。

　

ロ
ー
マ
人
の
勢
力
は
永
久
的
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
彼
ら
が
互
い
に
争
う
内
紛
が
起
こ
ら
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
で

あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
唯
一
の
害
毒
（unum

 venenum
）、
権
勢
誇
る
共
同
体
内
部
に
見
い
だ
さ
れ
、
強
大
な
権
力
を
滅
び
へ
と
向
か

わ
せ
る
破
滅
の
種
。
長
い
間
、
ロ
ー
マ
は
こ
の
害
悪
（m

alum
）
に
耐
え
て
き
た
。
一
方
で
は
元
老
院
の
思
慮
、
一
方
で
は
平
民
の

忍
耐
の
ゆ
え
で
あ
っ
た
。Liv. （. 44. （-9

〔（
１
）
二
一
三
、
括
弧
は
大
森
に
よ
る
。〕

　

こ
う
し
た
党
派
抗
争
が
原
因
や
発
端
と
な
っ
て
、
外
敵
と
の
戦
い
や
飢
僅
、
疫
病
、
あ
る
い
は
神
々
の
怒
り
に
原
因
を
求
め
る
ほ

か
な
い
最
悪
の
国
家
的
災
難
の
ど
れ
よ
り
も
、
多
く
の
国
家
を
減
亡
さ
せ
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
滅
亡
さ
せ
続
け
る
だ
ろ
う

岡　法（67―２） 266

八
六



（fuerunt eruntque pluribus populis exitio

）、
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
。Liv. 4. 9. （

〔（
２
）
一
七
二
―
七
三
、
た
だ
し
訳
を

若
干
変
え
て
い
る
。
括
弧
は
大
森
に
よ
る
。〕

　

し
か
も
、
も
し
仮
に
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
が
外
敵
の
脅
威
が
国
内
の
階
級
対
立
を
抑
え
る
と
の
歴
史
認
識
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
レ

ト
リ
ッ
ク
が
そ
の
代
替
手
段
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
と
ま
で
は
言
え
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
と
っ
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク

は
、
外
敵
の
脅
威
が
な
く
な
っ
た
瞬
間
に
生
じ
る
内
紛
が
暴
力
の
行
使
を
通
し
て
ロ
ー
マ
共
和
政
に
破
滅
的
な
損
害
を
与
え
る
こ
と
、

こ
れ
を
避
け
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
言
論
の
枠
組
み

―
外
敵
の
脅
威
に
代
わ
っ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

内
紛
を
常
軌
化
す
る
言
論
手
段

―
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
ロ
ー
マ
共
和
政
を
破
滅
に
導
き
か
ね
な
い
「
害
悪
」
と
し

て
の
階
級
間
の
対
立
を
、
外
敵
の
脅
威
の
あ
る
な
し
に
関
わ
ら
ず

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
調
和
と
融
合
に
導
く
た
め
に
常
備
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

捉
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

確
か
に
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
著
作
に
は
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
よ
う
に
、
演
説
を
行
う
二
人
の
人
物
の
性
格
を
詳
述
し
て
、
両
者
の

性
格
の
対
照
性
を
殊
更
強
調
し
、
両
者
を
ロ
ー
マ
共
和
政
の
維
持
と
繁
栄
を
支
え
る
相
互
補
完
的
な
人
物
と
し
て
描
写
す
る
よ
う
な
箇

所
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
点
で
は
ケ
イ
パ
ス
ト
が
彫
琢
し
た
よ
う
に
、
演
説
を
行
う
人
物
を
善ベ

ネ
ウ
ォ
レ
ン
テ
ィ
ア

き
意
思
の
持
ち
主
と

し
て
描
き
、
そ
の
演
説
が
階
級
間
に
調

コ
ン
コ
ル
デ
ィ
ア

和
を
も
た
ら
す
と
い
う
の
が
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
に
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
描
写
ス
タ
イ
ル
で
あ

る
と
言
え
る
。
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
よ
う
に
暴
力
に
よ
る
決
定
的
な
対
立
を
回
避
し
て
内
紛
を
常
軌
化
す
る
言
論
手
段
と
し
て
レ
ト

リ
ッ
ク
を
捉
え
る
視
点
は
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
に
は
希
薄
で
あ
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
察
し
て
み
る
と
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
」
観
は
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
極
で
は

な
く
、
キ
ケ
ロ
ー
の
極
に
近
づ
け
て
理
解
で
き
そ
う
な
気
も
し
て
く
る
。
た
だ
し
ケ
イ
パ
ス
ト
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス

の
理
解
が
キ
ケ
ロ
ー
と
ま
っ
た
く
同
じ
基
調
に
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
や
は
り
一
面
的
で
あ
る
と
の
誹
り
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
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だ
ろ
う
。
彼
は
、
キ
ケ
ロ
ー
と
同
様
に
ロ
ー
マ
共
和
政
に
強
い
愛
着
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
「
共
和
政
と
レ
ト
リ
ッ

ク
と
の
関
係
」
観
の
点
で
は
や
は
り
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
の
間
の
ロ
ー
マ
共
和
政
の
最
盛
期
と
そ
の
時
代
に
求
め
ら

れ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
役
割
認
識
に
お
い
て
最
も
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
二
で
見
た
よ
う
に
キ
ケ
ロ
ー
は
、
ロ
ー
マ
が

カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
を
征
服
し
た
後
に
最
盛
期
を
迎
え
、
レ
ト
リ
ッ
ク
は
戦
争
や
動
乱
か
ら
解
放
さ
れ
た
自
由
で
平
和
な
時
代
に
最
も
発
展

す
る
と
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
レ
ト
リ
ッ
ク
は
共
和
政
に
お
け
る
平
和
の
上
に
さ
ら
な
る
協
調
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
、
ロ
ー
マ
共
和
政
の
最
盛
期
を
キ
ケ
ロ
ー
よ
り
も
む
し
ろ
前
の
時
代
に
求
め（

11
（

、
共
和
政
初
期

に
お
い
て
、
周
辺
部
族
と
の
戦
争
や
貴
族
と
平
民
と
の
間
の
階
級
間
闘
争
が
最
も
激
し
か
っ
た
時
代
に
、
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
融
和
の

理
想
的
事
例

―
先
述
の
ア
グ
リ
ッ
パ
演
説
が
典
型
的

―
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
レ
ト
リ
ッ
ク
理
解

は
、
キ
ケ
ロ
ー
の
理
解
以
上
に
、
共
和
政
に
お
け
る
不
和
の
上
に
立
っ
た
調
和

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
志
向
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
察
を
進
め
て
い
く
と
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
」
観
は
、
キ
ケ
ロ
ー
と
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ

ウ
ス
と
の
ど
ち
ら
側
に
あ
る
と
も
は
っ
き
り
と
言
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
、
両
極
の
間
に
位
置
付
け

て
お
く
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
面
は
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
」
観
は
、
キ
ケ
ロ
ー
の
調

和
的
理
解
と
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
対
立
的
理
解
と
の
中
間
的
な
位
置
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
暫
定
的
な
結
論
と
し
て
お
き
た
い（

1（
（

。

一
次
文
献

Cic. am
ic.

―Cicero, Laelius de am
icitia

〔
キ
ケ
ロ
ー
（
中
務
哲
郎
訳
）「
ラ
エ
リ
ウ
ス
・
友
情
に
つ
い
て
」『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
09 

哲
学
Ⅱ
』（
岩
波

書
店
、
一
九
九
九
年
）〕

Cic. de or.

―Cicero, de oratore

〔
キ
ケ
ロ
ー
（
大
西
英
文
訳
）「
弁
論
家
に
つ
い
て
」『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
0（ 

修
辞
学
Ⅱ
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）〕

Cic. rep.

―Cicero, de re publica

〔
キ
ケ
ロ
ー
（
岡
道
男
訳
）「
国
家
に
つ
い
て
」『
キ
ケ
ロ
ー
選
集
0（ 

哲
学
Ⅰ
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）〕

D
iscorsi

―N
iccolò M

achiavelli, D
iscorsi sopra la prim

a deca di T
ito Livio

〔
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
（
永
井
三
明
訳
）『
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
』
永
井

三
明
・
藤
沢
道
郎
・
岩
倉
具
忠
編
『
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
全
集
１
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
）〕
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Liv.

―Livius, ab urbe condita

〔
リ
ウ
ィ
ウ
ス
『
ロ
ー
マ
建
国
以
来
の
歴
史
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、（
１
）二
〇
〇
八
年
（
２
）二
〇
一
六
年
（
３
）

二
〇
〇
八
年
（
岩
谷
智
訳
）（
４
）二
〇
一
四
年
（
毛
利
晶
訳
）・（
５
）二
〇
一
四
年
（
安
井
萌
訳
）（
９
）二
〇
一
二
年
（
吉
村
忠
典
・
小
池
和
子
訳
）〕

Sal. Cat.

―Sallustius, bellum
 Catilinae 〔C. 

サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
・
ク
リ
ス
プ
ス
（
合
阪
學
・
鷲
田
睦
朗
訳
）『
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
の
陰
謀
』（
大
阪
大

学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）〕

Sal. hist.
―Sallustius, fragm

enta historiarum
 

（John T
. Ram

sey 

（trans.

） Sallust: Fragm
ents of the H

istories, Letters to Caesar 

（H
arvard U

niversity Press, （0（（

））

Sal. Jug.

―Sallustius, bellum
 Iugurthinum

 （J. C. Rolf （trans.

） Sallust （H
arvard U

niversity Press, （9（（

））

二
次
文
献

Connolly （00（

―Joy Connolly, T
he State of Speech: R

hetoric and Political T
hought in A

ncient R
om

e （Princeton U
niversity Press

）

Connolly （0（（

―Joy Connolly, T
he Life of R

om
an R

epublicanism
 （Princeton U

niversity Press

）

D
ryzek （0（0

―John S. D
ryzek, Rhetoric in D

em
ocracy: A

 System
ic A

ppreciation in 38 Political T
heory

Fontana （00（

―Benedetto Fontana, Sallust and the Politics of M
achiavelli in 24 H

istory of Political T
hought

H
obbes （9（4

―
ホ
ッ
ブ
ズ
（
水
田
洋
訳
）『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
（
二
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）

H
obbes （00（

―
ホ
ッ
ブ
ズ
（
本
田
裕
志
訳
）『
市
民
論
』（
京
都
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）

K
apust （004

―D
aniel J. K

apust, Skinner, Pettit, and Livy: T
he Conflict of the O

rders and the A
m

biguity of Republican Liberty in 
25 H

istory of Political T
hought

K
apust （0（（

―D
aniel J. K

apust, R
epublicanism

, R
hetoric and R

om
an Political T

hought: Sallust, Livy and T
acitus 

（Cam
bridge 

U
niversity Press

）

Llanque （00（

―M
arcus Llanque, Republican Rhetoric as a T

heory of Political D
eliberation in 9 Y

earbook of Political T
hought 

and Conceptual H
istory

M
cCorm

ick （00（

―John M
cCorm

ick, M
achiavelli against Republicanism

: O
n the Cam

bridge School's Guicciardinian M
om

ents in 
31 Political T

heory
M

ouffe （99（

―Chantal M
ouffe, T

he R
eturn of the Political （V

erso

） 〔
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ（
千
葉
眞
・
土
井
美
徳
・
田
中
智
彦
・
山
田
竜
作

訳
）『
政
治
的
な
も
の
の
再
興
』（
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
八
年
）〕
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Pettit （99（

―Philip Pettit, R
epublicanism

: A
 T

heory of Freedom
 and G

overnm
ent （O

xford U
niversity Press

）

Pettit （000

―Philip Pettit, D
em

ocracy Electoral and Contestatory in Ian Shapiro and Stephen M
acedo 

（eds.

） D
esigning 

D
em

ocratic Institutions （N
ew

 Y
ork U

niversity Press

）

Skinner （9（（

―Q
uentin Skinner, M

achiavelli （O
xford U

niversity Press

） 〔
ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
（
塚
田
富
治
訳
）『
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ

リ
―
自
由
の
哲
学
者
』（
未
来
社
、
一
九
九
一
年
）〕

Sym
e （9（4

―Ronald Sym
e, Sallust w

ith a N
ew

 Forew
ord by R

onald M
ellor （U

niversity of California Press

）

V
iroli （99（

―M
aurizio V

iroli, M
achiavelli （O

xford U
niversity Press

）

V
iroli （00（

―M
aurizio V

iroli, R
epublicanism

 （H
ill and W

ang

）

W
hitefield （9（（

―J. H
. W

hitefield, M
achiavelli's U

se of Livy in T
. A

. D
orey （ed.

）, Livy （U
niversity of T

oronto Press

）

（
１
）　

た
だ
ケ
イ
パ
ス
ト
は
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
」
観
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
『
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
戦

記
』
に
し
か
依
拠
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
『
ユ
グ
ル
タ
戦
記
』
や
『
歴
史
』
の
断
片
も
ま
た
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
役
割
を
描
い
た
書
物
で
あ
る
と
捉

え
、
ケ
イ
パ
ス
ト
の
観
点
を
こ
れ
ら
の
書
物
に
も
照
射
し
て
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
」
観
を
読
解
し
て
い
き

た
い
。

（
２
）　

「
強
者
が
振
り
ま
く
不
正
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
平
民
と
貴
族
と
の
離
反
、
そ
の
他
諸
々
の
不
一
致
は
、
ロ
ー
マ
の
始
ま
り
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
。」

Sall. hist. （. （0

（
３
）　K

apust （0（（, p.49.

（
４
）　K

apust （0（（, p.（0.

（
５
）　K

apust （0（（, p.49. 

フ
ォ
ン
タ
ー
ナ
も
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
崩
壊
後
が
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
「
大
き
な
分
岐
点
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い

る
。Fontana （00（, p.9（. cf. 「
そ
し
て
す
べ
て
が
二
つ
の
党
派
に
分
か
れ
、
公
共
体
は
こ
の
二
つ
の
部
分
に
引
き
裂
か
れ
た
」。Sal. Jug. 4（. （. 

そ

し
て
「
ロ
ー
マ
の
難
敵
カ
ル
タ
ー
ゴ
ー
が
根
絶
や
し
に
さ
れ
、
全
て
の
海
と
陸
が
（
ロ
ー
マ
に
）
開
け
つ
つ
あ
っ
た
時
、
運
命
は
荒
れ
狂
い
、
あ
ら

ゆ
る
こ
と
を
混
乱
さ
せ
始
め
た
」。Sal. Cat. （0. （

〔
四
五
、
た
だ
し
訳
を
若
干
変
え
て
い
る
。〕

（
６
）　K

apust （0（（, p.（（.

（
７
）　H

obbes （9（4, 

九
四
頁
。

（
８
）　H

obbes （00（, 

二
四
三
頁
、
た
だ
し
訳
語
を
一
部
変
え
て
い
る
。

（
９
）　

ホ
ッ
ブ
ズ
が
レ
ト
リ
ッ
ク
を
言
葉
に
よ
っ
て
内
戦
を
も
た
ら
し
政
治
秩
序
を
危
険
に
晒
す
点
で
非
難
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、Llanque （00（, 
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p.（（

を
参
照
。

（
（0
）　K

apust （0（（, pp.（0-（（.
（
（（
）　K

apust （0（（, pp.（（-（（.
（
（（
）　

た
だ
し
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、カ
エ
サ
ル
対
カ
ト
ー
の
弁
論
対
決
と
は
対
照
的
に
、キ
ケ
ロ
ー
対
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
の
対
決
に
つ
い
て
、キ
ケ
ロ
ー

は
「
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
の
目
の
前
の
た
め
か
、
怒
り
に
駆
ら
れ
て
か
」
国

レ
ー
ス
・
プ
ー
ブ
リ
カ

家
に
奉
仕
す
る
立
派
な
演
説
を
行
っ
た
の
に
対
し
、
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ

は
キ
ケ
ロ
ー
の
出
自
へ
の
誹マ

レ
デ
ィ
ク
タ謗

を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
皆
を
騒
が
せ
て
、
敵
や
反
逆
者
と
叫
ば
せ
」、「
私
の
怒
り
の
火
を
破
壊
に
よ
っ
て

消
そ
う
と
述
べ
た
」
と
し
て
い
る
。Sal. Cat. （（. （-9

〔
七
六
―
七
七
〕. 

そ
し
て
こ
の
演
説
の
や
り
取
り
か
ら
帰
結
し
た
の
は
和
解
で
は
な
く
決
裂

で
あ
っ
た
。

（
（（
）　

カ
エ
サ
ル
と
カ
ト
ー
と
を
補
完
的
な
関
係
と
し
て
捉
え
る
発
想
は
、
ロ
ナ
ル
ド
・
サ
イ
ム
（Ronald Sym

e

）
の
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
解
釈
に
由

来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
カ
エ
サ
ル
と
カ
ト
ー
は
行
為
、
諸
原
理
、
献
身
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
た
。
だ
が
彼
ら
の
性
格
は
正
反
対
と
い
う
よ
り

も
補
完
的
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
人
は
献
身
と
い
う
点
で
ロ
ー
マ
を
救
済
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
を
備
え
て
い
た
。

こ
の
歴
史
家
が
優
し
く
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
」。Sym

e （9（4, p.（（0. Cf. K
apust （0（（, p.（（.

（
（4
）　K

apust （0（（, pp.（4-（（.

（
（（
）　

サ
イ
ム
は
、
自
分
が
新
人
で
あ
っ
て
誰
も
自
分
の
功
績
を
称
賛
し
な
い
と
主
張
す
る
こ
の
マ
リ
ウ
ス
の
演
説
は
「
明
ら
か
に
カ
ト
ー
流
の
演
説

（patently a Catonian speech

）」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。Sym

e （9（4, pp.（（（-9. 

カ
エ
サ
ル
と
カ
ト
ー
と
の
関
係
を
マ
リ
ウ
ス
と
ス
ッ
ラ
と

の
関
係
に
置
き
換
え
る
見
方
は
、
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
自
身
に
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

（
（（
）　Sal. Jug. （（. （-（（. （

（
（（
）　

ジ
ョ
イ
・
コ
ノ
リ
ー
（Joy Connolly

）
は
、
こ
の
ス
ッ
ラ
の
演
説
の
中
に
政
治
的
経
験
の
偶
然
性
（contingency

）
の
働
き
を
読
ん
で
い
る
。

Connolly （0（（, p.（0（. 

だ
が
む
し
ろ
こ
の
記
述
の
中
に
読
め
る
の
は
、
あ
た
か
も
必
然
が
ボ
ッ
ク
ス
王
の
現
在
の
境
遇
を
導
い
た
か
の
よ
う
に
悟

ら
せ
る
ス
ッ
ラ
の
説
得
術
の
巧
み
さ
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
説
得
力
を
レ
ト
リ
ッ
ク
に
持
た
せ
よ
う
と
す
る
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
意
図
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（（
）　Sal. Jug. （09. 4

（
（9
）　Sal. Jug. （（. （-（

（
（0
）　Sal. Jug. 9（. （-4

（
（（
）　

彼
ら
は
、
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
者
が
主
張
す
る
対
抗
者
（adversary

）
の
関
係
に
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ラ
デ
ィ

カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
代
表
的
論
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
（Chantal M

ouffe

）
は
、
政
治
共
同
体
内
部
に
お
い
て
異
な
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る
意
見
に
立
つ
人
た
ち
を
、
破
壊
さ
れ
る
べ
き
敵エ

ネ
ミ
ー

対
者
と
し
て
で
は
な
く
、
多
元
的
民
主
社
会
の
秩
序
に
お
い
て
寛
容
さ
れ
る
べ
き
対ア

ド
バ
ー
サ
リ
ィ

抗
者
と
し

て
捉
え
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。M

ouffe 
（99（

、
八
頁
。
も
ち
ろ
ん
ム
フ
の
議
論
は
、
現
代
の
自
由
民
主
的
社
会
の
存
在
や
リ
ベ
ラ
ル
な
ル
ー

ル
の
共
有
を
前
提
に
し
て
い
る
点
で
は
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
が
置
か
れ
た
時
代
と
は
背
景
や
文
脈
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ

る
。
な
お
ム
フ
の
共
和
主
義
に
対
す
る
態
度
は
や
や
両
義
的
で
、
彼
女
は
、
古
典
的
共
和
主
義
は
自
由
主
義
に
対
抗
す
る
言
説
と
し
て
は
「
不
十
分
」

で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
（ibid., 

四
一
頁
）、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
を
導
き
手
に
し
て
古
典
的
共
和
主
義
の
伝
統
を
回
復
手
段
と
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
も
述
べ
て
い
る
（ibid., 

七
四
頁
）。

（
（（
）　K

apust （0（（, p.（（.

（
（（
）　

フ
ォ
ン
タ
ー
ナ
も
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
暴
力
や
破
滅
に
至
り
か
ね
な
い
政
治
的
闘
争
を
、
演
説
や
法
廷
の
枠
内
で
表
現
・
昇
華
さ
せ
る
こ

と
で
、
う
ま
く
制
限
し
軌
道
に
乗
せ
ら
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
の
彼
の
思
想
が
後
に
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
教
訓
に
な
っ
た
、
と
述
べ

て
い
る
。Fontana （00（, p.（0（.

（
（4
）　

た
だ
『
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
戦
役
』
に
お
け
る
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
の
演
説
は
、
彼
の
下
に
集
ま
っ
た
徒
党
に
向
け
て
、
自
分
た
ち
の
窮
状
と
富
裕
者
た
ち

の
裕
福
を
対
比
的
に
誇
張
し
て
、
む
し
ろ
対
立
と
不
和
を
煽
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。Sal. Cat. （0. （-（（

〔
六
一
―
六
三
〕. 

も
っ
と
も
サ
ッ
ル
ス

テ
ィ
ウ
ス
は
、
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
を
荒
廃
し
た
精
神
の
持
ち
主
と
評
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
彼
を
弁
論
の
理
想
的
モ
デ
ル
と
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く

い
。Cf. Sal. Cat. （（. （-（

〔
五
二
―
五
三
〕

（
（（
）　K

apust （0（（, p.（0.

（
（（
）　

熟
議
民
主
政
論
者
の
ジ
ョ
ン
・
ド
ラ
イ
ゼ
ク
（John S. D

ryzek

）
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
（Robert Putnam

）
が
社
会
関
係
資
本
を

論
じ
る
際
に
用
い
た
区
別
に
基
づ
い
て
、
結
束
レ
ト
リ
ッ
ク
（bonding rhetoric

）
と
架
橋
レ
ト
リ
ッ
ク
（bridging rhetoric

）
と
い
う
対
照
的

な
観
念
を
提
示
し
て
い
る
が
、
後
者
は
多
様
な
（
場
合
に
よ
っ
て
は
対
立
さ
え
す
る
）
状
況
に
あ
る
当
事
者
た
ち
の
互
酬
的
関
係
を
生
み
出
そ
う
と

す
る
点
で
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
レ
ト
リ
ッ
ク
理
解
に
当
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。D

ryzek （0（0, pp.（（（-（0.

（
（（
）　

「
キ
ケ
ロ
ー
は
、
弁
論
は
と
く
に
自
由
な
政
治
共
同
体
に
お
い
て
文
明
と
共
に
成
長
し
、
平
和
な
共
同
体
に
お
い
て
最
も
開
花
す
る
。
雄
弁
は
と

く
に
敵
を
征
服
し
た
後
で
ロ
ー
マ
に
開
花
し
た
」。K

apust （0（（, p.（（. cf. ibid. pp.4（, （（.

（
（（
）　

「
キ
ケ
ロ
ー
に
と
っ
て
、
平
和
は
雄
弁
と
そ
の
指
導
的
役
割
に
場
を
与
え
る
良
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
は
そ
の
逆
の
こ

と
が
当
て
は
ま
る
よ
う
に
見
え
る
。」K

apust （0（（, p.4（.

（
（9
）　

コ
ノ
リ
ー
は
、
独
自
の
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
解
釈

―
と
く
に
彼
女
の
『
ユ
グ
ル
タ
戦
記
』
の
解
釈

―
を
提
示
し
て
い
る
。
彼
女
の
読
解
で

は
、
幾
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
に
分
け
て
整
理
す
れ
ば
、
一
．
身
体
へ
の
着
目
に
よ
る
政
治
経
験
の
生
々
し
さ
を
現
象
学
的
に
伝
え
て
い
る
こ
と
、
二
．

結
論
を
あ
え
て
出
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
の
批
判
を
開
い
て
い
る
こ
と
、
三
．
賄
賂
の
着
目
に
よ
っ
て
経
済
的
不
平
等
と
そ
の
帰
結
で
あ
る
政
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治
的
階
級
差
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
、
四
．
貴
族
を
非
難
し
平
民
を
是
認
し
て
ロ
ー
マ
人
民
の
一
体
感
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
五
．
偶

然
性
の
働
き
を
観
察
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。Connolly （0（（, pp.（（-（（（. 

彼
女
の
読
解
が
ケ
イ
パ
ス
ト
ら
の
理
解
と
ど
の

よ
う
に
異
な
る
か
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
が
、『
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
戦
記
』
に
お
け
る
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
の
演
説
に
関
す
る
限
り
、
彼
女
は
サ
ッ
ル

ス
テ
ィ
ウ
ス
の
レ
ト
リ
ッ
ク
観
を
階
級
間
の
架
橋
と
し
て
よ
り
も
、
階
級
間
の
経
済
的
格
差
へ
の
批
判
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。Ibid., p.（0（.

（
（0
）　K

apust （0（（, p.9（. 

他
に
も
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
、
第
二
代
王
ヌ
マ
が
宗
教
的
行
事
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
、
人
心
と
周
辺
諸
国
に
生
じ

た
善
き
意
思
の
影
響
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。「
彼
の
最
大
の
功
績
は
そ
の
統
治
の
期
間
中
、
自
ら
の
王
位
を
守
る
こ
と
で
は
な
く
、
平
和
を
守
る

こ
と
に
専
念
し
た
こ
と
で
あ
る
。」Liv. （. （（. （-（

〔（
１
）
五
二
〕

（
（（
）　

こ
の
キ
ケ
ロ
ー
の
記
述
は
、
各
部
門
の
調
和
の
う
ち
に
正
義
を
見
出
し
た
プ
ラ
ト
ー
ン
の
『
国
家
』
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
が
、
ケ
イ
パ
ス
ト
は
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
調
和
観
は
む
し
ろ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
政
治
的
友
愛
の
観
念
に
近
い
と
解
釈
し
て
い
る
。K

apust 
（0（（, pp.（（-（4.

（
（（
）　K

apust （0（（, p.（0（.

（
（（
）　K

apust （0（（, pp.（0（-0（.

（
（4
）　K

apust （0（（, p.（0（.

（
（（
）　

ケ
イ
パ
ス
ト
は
別
の
論
考
で
、
こ
の
メ
ネ
ニ
ウ
ス
の
弁
論
は
、
初
期
ロ
ー
マ
共
和
政
に
お
い
て
貴
族
が
平
民
を
庇
護
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
表
す
一
例
だ
と
し
て
お
り
、
共
和
政
の
自
由
が
平
民
に
よ
る
直
接
的
政
治
参
加
や
自
己
統
治
を
意
味
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
不
均
衡
の
関
係
を
前
提
に
し
て
い
た
、
と
論
じ
て
い
る
。K

apust （004, pp.（9（-9（.

（
（（
）　

コ
ノ
リ
ー
は
、
こ
の
ア
グ
リ
ッ
パ
の
逸
話
は
、
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
（Slavoj Žižek

）
の
批
判
に
反
し
て
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
見
解
を
示
す

も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。Connolly （0（（, p.（（. 
だ
が
彼
女
の
こ
の
解
釈
は
そ
の
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
上
に
、
彼
女
の
一
般
的
な
見
解
に
お

い
て
も
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
と
、
キ
ケ
ロ
ー
や
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
や
タ
キ
ト
ゥ
ス
と
の
相
違
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
彼
ら
を
一
括
り
に
し
て
ロ
ー
マ

著
作
家
た
ち
が
レ
ト
リ
ッ
ク
を
一
様
に
捉
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
点
で
、
本
稿
の
立
場
か
ら
は
受
け
入
れ
が
た
い
。
と
く
に
自
由

（libertas

）
の
理
解
に
つ
い
て
、Connolly （00（, pp.（（9, （（（

な
ど
を
参
照
。

（
（（
）　K

apust （0（（, p.（（0.

（
（（
）　K

apust （0（（, p.9（.

（
（9
）　

「
外
敵
へ
の
脅
威
は
、
確
か
に
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
『
ロ
ー
マ
建
国
史
』
に
よ
く
み
ら
れ
る
テ
ー
マ
で
は
あ
る
が
、
序
文
に
お
い
て
ロ
ー
マ
衰
退
の

原
因
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
が
主
張
す
る
衰
退
（『
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
戦
記
』『
ユ
グ
ル
タ
戦
記
』
に
お
い
て
）
は
、
驚
く
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ほ
ど
唐
突
（strikingly abrupt

）
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
衰
退
の
原
因
は
外
敵
の
脅
威
が
取
り
去
ら
れ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
過
程
は
リ
ー
ウ
ィ

ウ
ス
に
と
っ
て
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
よ
り
も
、
漸
次
的
（gradual

）
で
あ
る
。」K

apust （0（（, p.9（.
（
40
）　

「
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
道
徳
的
秩
序
は
集
合
的
恐
怖
の
存
在
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
た
が
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
共
和
政
の
道
徳
的
秩
序
は
模

範
的
な
有
徳
の
指
導
者
と
観
察
す
る
市
民
た
ち
と
の
間
で
達
成
さ
れ
る
均
衡
状
態
で
あ
っ
た
の
だ
。」K

apust （0（（, p.（09.
（
4（
）　

ホ
ワ
イ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
（J. H

. W
hitefield

）
に
よ
れ
ば
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
対
す
る
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
影
響
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
『
デ
ィ
ス

コ
ル
シ
』
だ
け
で
は
な
く
、『
君
主
論
』『
戦
争
の
技
術
』『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
史
』
な
ど
に
も
貫
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
。W

hitefield （9（（, pp.（（-
9（.

（
4（
）　

「
そ
し
て
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
が
そ
の
著
書
の
な
か
で
、
カ
エ
サ
ル
に
語
ら
せ
て
い
る
以
下
の
言
葉
が
ま
さ
に
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、

理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。『
ど
ん
な
悪
い
実
例
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
そ
れ
が
は
じ
め
ら
れ
た
そ
も
そ
も
の
き
っ
か
け
は
立
派
な
も
の
だ
っ

た
』」。D

iscorsi, （. 4（. 〔
一
二
六
〕

（
4（
）　

マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
ロ
ー
マ
史
の
対
立
的
解
釈
は
、リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
で
は
な
く
、む
し
ろ
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
に
由
来
す
る
と
い
う
解
釈
も
あ
る
。

フ
ォ
ン
タ
ー
ナ
は
、『
ユ
グ
ル
タ
戦
記
』
に
お
け
る
上
述
の
マ
リ
ウ
ス
演
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
「
支
配
し
た
い
貴
族
」

と
「
支
配
さ
れ
た
く
な
い
平
民
」
と
の
対
比
が
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
著
作
群
に
様
々
な
仕
方
で
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
マ
キ
ャ

ヴ
ェ
ッ
リ
は
、
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
の
派
閥
的
・
党
派
的
闘
争
へ
の
批
判
を
認
め
て
借
用
し
、
統
一
、
秩
序
、
公
共
善
へ
自
己
犠
牲
を
強
調
す
る
伝

統
的
な
キ
ケ
ロ
ー
的
解
釈
と
は
全
く
異
な
る
、
ロ
ー
マ
共
和
制
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
革
新
的
な
解
釈
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
」。Fontana （00（, p.（00.

（
44
）　K

apust （0（（, pp.（（-（（. 

し
か
し
ケ
イ
パ
ス
ト
が
こ
の
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
解
釈
を
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ッ
コ
ー
ミ
ッ
ク
（John M

cCorm
ick

）
に

依
拠
し
て
展
開
し
て
い
る
点
も
さ
ら
に
疑
問
で
あ
る
。マ
ッ
コ
ー
ミ
ッ
ク
は
、ケ
イ
パ
ス
ト
の
理
解
に
反
し
て
、む
し
ろ
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
エ
リ
ー

ト
貴
族
の
支
配
に
抗
し
て
民
衆
の
地
位
を
高
め
よ
う
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
解
釈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ッ
コ
ー
ミ
ッ
ク
の
マ
キ
ャ

ヴ
ェ
ッ
リ
解
釈
に
見
ら
れ
る
の
は
、ロ
ー
マ
内
部
の
階
級
間
の
紛
争
と
対
立
で
は
な
く
、む
し
ろ
均
衡
と
調
和
で
は
な
か
っ
た
か
。Cf. M

cCorm
ick 

（00（, p.（（（. 

ケ
イ
パ
ス
ト
が
自
身
の
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
調
和
的
解
釈
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
対
立
的
解
釈
と
対
比
す
る
の
は
、

そ
れ
は
そ
れ
で
彼
自
身
の
意
図
と
し
て
理
解
で
き
な
く
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
対
比
先
の
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
解
釈
を
マ
ッ
コ
ー
ミ
ッ
ク
に
帰
し
て

い
る
の
は
奇
異
に
思
わ
れ
る
。

（
4（
）　V

iroli （99（, p.（（（

（
傍
点
は
著
者
に
よ
る
）.

（
4（
）　

ペ
テ
ィ
ッ
ト
は
、
異
議
申
し
立
て
の
民
主
政
は
、
複
数
競
合
す
る
民
主
政
解
釈
の
中
の
一
つ
で
あ
る
に
止
ま
ら
ず
、
人
々
の
選
好
を
与
件
視
し
そ

の
集
計
を
も
っ
て
公
的
決
定
と
す
る
民
主
政
観
を
補
完
す
る
も
の
だ
と
捉
え
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
民
主
政
の
観
念
に
は
「
共
通
の
是
認
可
能
な

利
益
」
の
実
現
を
政
府
に
求
め
る
積
極
的
側
面
と
そ
の
利
益
を
阻
害
す
る
諸
要
因
を
排
除
す
る
消
極
的
側
面
の
二
つ
が
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
前
者
を
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実
現
す
る
選
挙
制
度
と
、
後
者
を
補
完
的
に
実
現
す
る
異
議
申
し
立
て
の
制
度
が
導
か
れ
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
比
喩
的
に
言
え
ば
、
新
聞
メ
デ
ィ

ア
の
編
集
の
よ
う
に
、
事
前
の
編
集
方
針
に
沿
っ
た
「
手
続
的
」
制
度
、
記
事
掲
載
前
に
編
集
者
の
忠
告
が
聴
け
る
「
事
前
相
談
的
」
制
度
、
記
事

に
問
題
が
あ
れ
ば
訴
え
ら
れ
る
「
上
訴
的
」
制
度
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
、
と
。Pettit （000, pp.（0（-（（.

（
4（
）　Pettit（99（, p.（（（.

（
4（
）　V

iroli （00（, p.（4

（
傍
点
は
著
者
に
よ
る
）.

（
49
）　

と
こ
ろ
が
ケ
イ
パ
ス
ト
は
、現
代
の
共
和
主
義
者
た
ち
が
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
記
し
た
ロ
ー
マ
の
自
由
を
的
確
に
理
解
し
て
い
な
い
、と
批
判
す
る
。

ケ
イ
パ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
の
う
ち
、
た
と
え
ば
ク
ェ
ン
テ
ィ
ン
・
ス
キ
ナ
ー
（Q

uentin Skinner

）
は
共
和
主
義
の
自
由
を
平
民
の
政
治
参
加

を
含
む
も
の
と
し
て
理
解
す
る
が
、
ペ
テ
ィ
ッ
ト
は
参
加
を
含
ま
な
い
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
が
描
く
共
和
政
初

期
の
ロ
ー
マ
の
自
由
は
、
護
民
官
に
よ
る
、
貴
族
か
ら
の
平
民
の
利
益
の
保
護
と
い
う
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
含
ん
で
お
り
、
貴
族
と
平
民
と
の
政
治

的
立
場
の
不
平
等
を
前
提
に
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
描
く
自
由
と
ペ
テ
ィ
ッ
ト
の
共
和
主
義
的
自
由
観
は
少
な
く
と
も
両
立

は
す
る
が
、
ス
キ
ナ
ー
の
ネ
オ
・
ロ
ー
マ
的
自
由
観
は
ま
っ
た
く
両
立
し
な
い
、
と
い
う
。Kapust （004, pp.（（（-40（. Cf. Skinner （9（（, Pettit 

（99（

（
（0
）　

農
地
法
改
革
を
め
ぐ
っ
て
階
級
間
の
軋
轢
が
先
鋭
化
す
る
中
、
執
政
官
ク
ィ
ン
ト
ク
ス
・
フ
ァ
ビ
ウ
ス
が
戦
利
品
を
す
べ
て
国
庫
収
入
と
し
、
さ

ら
に
同
族
の
フ
ァ
ビ
ウ
ス
が
執
政
官
と
な
っ
た
こ
と
に
平
民
が
態
度
を
硬
化
さ
せ
て
外
敵
の
攻
撃
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
「
こ
う
し
て
戦
争

に
よ
っ
て
市
民
の
不
和
は
一
時
棚
上
げ
と
な
っ
た
（Bello deinde civiles discordiae interm

issae

）。（
同
年
の
執
政
官
ル
ー
キ
ウ
ス
・
）
ア
エ

ミ
リ
ウ
ス
の
指
揮
の
も
と
、
貴
族
と
平
民
は
一
致
団
結
し
、
再
選
を
挑
ん
で
き
た
ウ
ォ
ル
ス
キ
人
と
ア
エ
ク
ィ
人
を
、
首
尾
よ
く
撃
退
し
た
」。Liv. 

（. 4（. （

〔（
１
）
二
〇
七
、
括
弧
は
大
森
に
よ
る
。〕

（
（（
）　

ウ
ェ
イ
イ
人
と
の
休
戦
が
認
め
ら
れ
る
と
、
農
地
法
改
革
を
め
ぐ
っ
て
階
級
間
の
軋
轢
が
噴
出
し
た
。「
対
外
的
な
平
和
は
た
ち
ま
ち
国
内
の
不

和
に
結
び
つ
く
（Paci externae confestim

 continuatur discordia dom
i

）。
平
民
た
ち
は
、
護
民
官
た
ち
の
ふ
り
か
ざ
す
農
地
法
に
煽
ら
れ

て
、
我
を
忘
れ
る
」。Liv. （. （4. （

〔（
１
）
二
三
一
、
括
弧
は
大
森
に
よ
る
。〕

（
（（
）　

な
お
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
、
こ
の
コ
リ
オ
ラ
ー
ヌ
ス
の
演
説
の
箇
所
に
つ
い
て
、「
貴
族
は
、
護
民
官
職
権
の
み
な
ら
ず
、
不
本
意
な
が
ら
受
け
入

れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
平
民
の
諸
権
利
を
返
上
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
た
と
え
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
に

そ
う
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
は
軽
々
に
は
言
い
切
れ
な
い
」
と
珍
し
く
自
身
の
主
観
的
な
判
断
を
加
え
て
い
る
。Liv. （. （4. （（

〔（
１
）
一
九
二
―
九

三
、
注
記
を
参
照
。〕

（
（（
）　Liv. （. （（. （-（9. （

〔（
１
）
一
九
二
―
二
〇
〇
〕

（
（4
）　Liv. （. （（. （-（（. （0

〔（
２
）
二
七
―
三
二
〕
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（
（（
）　

こ
の
顛
末
に
つ
い
て
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
、「
自
由
な
国
家
に
生
ま
れ
な
け
れ
ば
記
憶
に
値
し
た
人
物
は
、
こ
う
し
た
最
期
を
遂
げ
た
。
彼
か
ら
の

危
険
が
完
全
に
な
く
な
っ
た
あ
と
、
国
民
は
す
ぐ
に
そ
の
功
績
だ
け
を
思
い
出
し
、
彼
に
対
す
る
追
慕
の
念
を
つ
の
ら
せ
た
」
と
し
て
、
平
民
側
の

受
け
止
め
方
を
紹
介
し
て
い
る
。Liv. （. （0. （4-（（

〔（
３
）
四
七
〕. 

こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
が
マ
ン
リ
ウ
ス
に
対
し
て
ど
こ
ま
で

個
人
的
に
共
感
を
持
っ
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
マ
ン
リ
ウ
ス
演
説
が
平
民
を
扇
動
し
階
級
対
立
を
煽
る
こ
と
で
、
彼
の
自
滅
を
導
く

結
果
に
至
っ
た
と
の
認
識
は
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（（
）　

「
し
ば
し
の
平
和
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
例
に
よ
っ
て
、
貴
族
と
平
民
の
闘
争
で
騒
然
と
す
る
平
和
で
あ
っ
た
…
年
の
始
め
に
政
治
的
不

和
が
広
が
り
、
外
敵
と
の
戦
争
に
よ
っ
て
そ
れ
が
下
火
と
な
っ
た
（seditiosa initia, bello deinde externo tranquilla

）」。Liv. （. （4. （-（

〔（
１
）
二
四
七
、
括
弧
は
大
森
に
よ
る
。〕、
プ
ラ
エ
ネ
ス
テ
人
の
軍
が
市
壁
に
ま
で
迫
っ
て
く
る
と
、
平
民
た
ち
は
「
暴
動
を
や
め
て
戦
争
に
取

り
組
む
」。Liv. （. （（. （

〔（
３
）
六
三
〕、
テ
ィ
ブ
ル
人
の
到
来
が
「
ロ
ー
マ
人
に
幸
い
し
、
す
で
に
父
た
ち
と
平
民
の
間
で
生
じ
て
い
た
諍
い
が

か
く
も
間
近
な
戦
争
に
対
す
る
恐
れ
か
ら
押
さ
え
込
ま
れ
た
の
は
、
確
か
だ
っ
た
」。Liv. （. （（. 4

〔（
３
）
一
二
〇
〕

（
（（
）　

「
国
外
で
は
危
険
な
戦
争
が
、
国
内
で
は
よ
り
危
険
な
暴
動
が
お
こ
っ
た
」。Liv. （. （（. （

〔（
３
）
二
六
〕、「
外
患
が
内
紛
を
制
す
る
に
は
ほ
ど

遠
く
、
逆
に
護
民
官
が
振
る
う
権
力
は
い
っ
そ
う
激
し
さ
を
増
し
た
」。Liv. （. （（. 4

〔（
３
）
六
八
〕

（
（（
）　

「
ロ
ー
マ
建
国
以
来
三
百
十
年
目
に
し
て
は
じ
め
て
准
コ
ー
ン
ス
ル
が
そ
の
職
務
に
就
い
た
。
ア
ウ
ル
ス
・
セ
ン
プ
ロ
ニ
ウ
ス
・
ア
ト
ラ
テ
ィ
ヌ

ス
、
ル
ー
キ
ウ
ス
・
ア
テ
ィ
リ
ウ
ス
、
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
ク
ロ
エ
リ
ウ
ス
の
三
名
で
あ
る
。
彼
ら
が
そ
の
役
職
に
あ
る
あ
い
だ
は
、
国
内
の
宥
和
が
保

た
れ
、
そ
れ
が
さ
ら
に
国
外
の
平
和
を
も
た
ら
し
た
。」Liv. 4. （. （

〔（
２
）
一
六
八
〕

（
（9
）　

先
述
の
通
り
ケ
イ
パ
ス
ト
の
理
解
で
は
、
キ
ケ
ロ
ー
は
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
と
同
じ
く
調
和
を
尊
ぶ
側
に
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
キ
ケ

ロ
ー
も
、
対
立
そ
の
も
の
が
ロ
ー
マ
の
悪
弊
の
根
源
で
あ
る
と
の
認
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
彼
は
『
弁
論
家
に
つ
い
て
』
に
お

い
て
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ン
ト
ー
ニ
ウ
ス
の
口
を
借
り
て
「
騒
乱
と
い
う
も
の
は
常
に
弊
害
の
多
い
も
の
で
あ
る
が
、
正
当
で
あ
り
、
必
要
や
む
を
え

な
い
と
も
言
え
る
騒
乱
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
の
だ
」
と
し
て
、
王
の
追
放
や
護
民
官
の
創
設
な
ど
「
騒
乱
が
我
が
国
の
安
寧
に
寄
与
す
る
」
場
合

が
あ
っ
た
こ
と
を
語
ら
せ
て
い
る
。Cic. de or. （. （99

〔
二
三
二
―
三
三
〕

（
（0
）　

リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
歴
史
観
に
は
、
ロ
ー
マ
の
習
律
（m

ores
）
が
高
い
水
準
に
あ
っ
た
の
は
、
彼
の
同
時
代
に
比
較
し
て
、
共
和
政
初
期
で
あ
っ

た
と
の
認
識
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
彼
の
同
時
代
の
習
律
の
水
準
の
低
さ
を
し
ば
し
ば
嘆
き
、「
こ
の
と
き
の
市
民
が
全
体
と
し
て
示
し
た
中

庸
、
公
正
、
気
高
さ
を
、
い
ま
の
時
代
に
、
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
者
が
一
人
で
も
い
る
だ
ろ
う
か
」（Liv. 4. （. （（

〔（
２
）
一
六
七
―
八
〕）
と
し

て
共
和
政
初
期
の
水
準
を
称
賛
し
て
い
る
。
ま
た
執
政
官
ル
ー
キ
ウ
ス
・
パ
ピ
リ
ウ
ス
・
ク
ル
ソ
ル
を
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
大
王
に
比
肩
す
る
将
軍
だ

と
し
て
「
当
時
ほ
ど
勇
敢
な
人
々
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
時
代
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
疑
い
な
く
他
に
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
だ
が
、
そ
の
当
時
に
あ
っ
て
も
、
ロ
ー
マ
国
家
が
［
彼

に
も
］
増
し
て
頼
り
に
し
て
い
た
人
物
は
、
一
人
と
し
て
い
な
か
っ
た
」Liv. 9. （（. （9
〔（
４
）
七
三
、
傍
点
は
大
森
、
括
弧
は
翻
訳
者
に
よ
る
。〕
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と
も
述
べ
て
い
る
。

（
（（
）　

ケ
イ
パ
ス
ト
が
「
レ
ト
リ
ッ
ク
と
共
和
政
と
の
関
係
」
を
め
ぐ
る
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
と
サ
ッ
ル
ス
テ
ィ
ウ
ス
そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
を
や
や
誇
張
し
て
対

照
的
に
捉
え
て
い
る
の
は
、
彼
の
主
著
（K

apust （0（（

）
が
、
キ
ケ
ロ
ー
の
考
察
に
章
を
割
か
ず
、
彼
を
主
た
る
検
討
対
象
か
ら
外
し
て
い
る
こ

と
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
レ
ー
マ
ー
ら
の
議
論
を
も
踏
ま
え
て
、
さ
ら
に
考
察
対
象
を
広
げ
て
ロ
ー
マ
の
思
想
家
・
歴
史
家

た
ち
の
著
作
を
検
討
す
れ
ば
、
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
レ
ト
リ
ッ
ク
理
解
の
多
面
性
は
い
っ
そ
う
際
立
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　

ま
た
も
う
一
つ
ケ
イ
パ
ス
ト
の
議
論
に
不
満
を
感
じ
る
の
は
、
彼
の
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
解
釈
の
対
象
が
『
ロ
ー
マ
建
国
史
』
の
最
初
の
十
巻
に
偏
っ

て
い
る
点
で
あ
る
。彼
の
引
用
箇
所
を
参
照
す
る
と
、と
く
に
序
文
・
一
巻
・
二
巻
か
ら
の
引
用
が
圧
倒
的
に
多
い
。リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
ロ
ー

マ
最
盛
期
は
ど
う
も
こ
れ
ら
の
巻
で
扱
わ
れ
る
王
政
か
ら
移
行
し
た
後
の
共
和
政
初
期
に
あ
っ
た
よ
う
な
の
で
、
こ
の
時
期
に
彼
の
レ
ト
リ
ッ
ク
理

解
を
求
め
る
の
は
概
ね
間
違
い
と
は
言
え
な
い
が
、
現
存
す
る
二
一
巻
以
降
の
著
述
を
対
象
に
す
れ
ば
、
ま
た
そ
れ
と
異
な
る
リ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
の
レ

ト
リ
ッ
ク
理
解
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
で
は
扱
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
付
記
）
本
稿
は
、
平
成
二
九
年
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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