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彼
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の
泥
合
よ
り
，成
る
他
の
政
體
在
す
る
の
み
な
ら 

す

♦か
如
く
、這
般
の
合
成
的
典
型
は

s
a
.
J
E
V

能
な
る
政
體
な
る

れ
は

if
f
iん
で
此
の
馈

&

な
る
政
體
に
特
符
な
る
畏
所
を
列
舉
す
る
に
、先

s£
ち

M

の
論
步
を
停 

め
.て
谭
般
の
政

®

が
.：：：：

己

の

特

性

をS

収
せ
る

«

«
な
る
諸
政
體
を
叙
述
す
る
。
彼
れ
は

11j 

0

の
單
：純
な
る
政
體
ビ
關
聯
し
て
腐
敗
せ

•ろ
三
個
の
政
體
の
存
す
る
乙
ミ
を
聲
明
す
る
。
彼 

れ
.の
主
張
す
る
所
に
據
れ
ば
、王
政
な
る

.棚
號
は
本
來
單
一
な
る
君
主
.に
よ
つ
て
統
治
甘
ら
る 

、
凡
妙
る
支
配
に
適

/|
]

し
得
可
き
も
の
に
非
ず
、し
て
、

.®
に
■其
の
.元
首
が
双
浩
者
の
承
諾
に
由 

つ
て

^

の
權
威
を
取
得
し
、强
，力及
び
恐
怖
よ
り
も
寧
ろ
芷
し
き
理
性
に
從
つ
て
之
れ
を
行
他 

す
る
所

0

も
の

V

み
.に
適

11
]

せ
ら
.れ

得
る

も
の
で
ぁ
る
。

支
配
者
が

ル

ゆ
る
' 

他

の
手
段
に
依 

つ：
て

興
の

地
位
を
獷
得
し
、苏

の
權
威
を
維
持

す
る
場
合
に
は
之
れ
に

a

せ

る
名
稱
は
暴
跺
で 

ぁ
つ

て
、
王

®:
で
は
な
い
。

斯
く
て

又
た
彼
れ
は
政
府
最
高
の
管
理

が
自
由
の

3

擇

に

由
つ

て 

.

第十，八怨

.

：
(

六ニ七

)

.

論

0

本
命
期
の
羅
馬
I*

於
け
る
社
會
圆
.爭 

娘

泰
 

七
.
.



.

(

六
二
八)

論

耽

:

苹
命
期
の
羅
思
に
於
け
る
社
#
脚
爭
 

m

i
 

八

:

任
命
せ
ら
れ
、教
し
く
は
其

: 0

純
厚
ビ
愼
遺
と

^

由
つ
て
傑
出
せ
る
も
の
に
非
，ざる
ル
ノ
數
*
の
 

:

可

.;
4

に
存
す
る

.政
垧
に
對
し
て

.貴
族
政
の
稱
雜
を

.冠
す
る
こ
ビ
を
拒
み

»

购
政
な
る
名
^
を 

:

:

通
片
す
る
最
後
に

II

衆
の
全

&

が
拘
束
を
受
く
る
こ

t
な
ぐ
し
て
街
己
の
企

.
圖
及
び
計

0 

を
追
求
す
る
の

f

由
を
僧
取
せ
る

.統
治
は
民
主
政
ど
思
料
せ
ら
る
可
き

.
も
の
に
非
ざ
る
こ

ミ 

.

を
彼
れ
は
宣
言
す
る

:;
0

1

れ

；
日

：
：
く

、

: @

人

が

與

.の

國

の

舊

習

に

從

つ

て

諸

神

に

對

し

て

相

當

の 

筲

敬

を

，

ひ
、其

の•父

0

を
S

し
、年
長
者
に
：對

し

て

敬

意

を

表

し

r

而
し
て
法
規
に
服
從
す
る 

.
:.

に
W

れ
た
る
ニ
人
民
を
見
る
の
時

»

く

の

如

き

市

：民

の

集

會

K

於
て
其
の
大
部
分
の
決
議
が 

統
治
の

{疋
规
た
ら
し
め
ら
る
：、
時
に
於
て
の
み
吾
人
は
惟

6

民
主
.
政

治

を
見

る

ど

。

皮
れ
は

:
民

到

政
治

の

腐

敗

せ

る

ル

態

-:
4>
稱

し

て

m

に

»
集

政
治」

と
运

ふ
。(westei W

o
o
d
b
u
r
y

 w
i
i
o
u
g
h
b
y
.

T
h
e
.

 

Political 

T
h
e
o
r
i
e
s

 

o
f

 t
h
e

 

.
A
n
c
i
e
n
t
-
w
o
r
l
d
,

 

.1903
 

p.. 

2
4
0

 

て
.

' 

.

. 

i 

• 

" 

- 

i
i 

' 

• 

■ 

: 

. 

: 

. 

. 

- 

* 

• 

i 

. 

,

:■
"

ジ

ビ

ィ

オ

ス

は

是

れ

等

の

三

政

體

及

；び

其

の

廢

頹

に

關

す

る

其

の

解

說

を

續

け

て

、是

れ 

等
泛
も
の
が
為

®

な
る
形
式
的
連
系
以
上
の
も
の
を
形
成
す
る
こ
ビ
を
知
ら
し
め
ん
ど
す
る
。
 

諸
國
家
の
經
驗
は
諸
：

■政
'體
が
相
互

'に
明
確
，

®

る
歷
史
的
順
序
に
於
て
存
す

r

る
こ
と
を
指
示
す 

'

る
o

其
の
出
發

0

は
文
朝

.
の
諸
技
術
及
び
社
會
的
生
活
の
憤
習
が
未
だ
知
ら
る
、
こ
ど
な
き

疫
又
た
は
其
の
他
湖
く
の
如
き
鲕
忠
に
由
つ

1: 

り
た
る
結
果
ビ
し
て
時
々
洱
现

.す
可
き

1

の
で 

本
能
の
カ
に
凼
つ
て
相
互
に
結
合

し
て
、苑
も

0 

.間
に

.於
て
最
强
な
る
も
の
が
群
獸
を
指

0
す

5 

も

®

、
指

_

に
服
從

.し、斯
く
て
又
た
自
然
の

.
E

 

け
る

^

主
政
體
を
創
始

.す
る
。

M

も、其
の
释
斯 

の
交
際

ビ

が

新

た
な
る
情
操
と
習
慣
と
を

往
じ
 

賤
及
び

JE
邪
の
總
念
は

•生
ず
る
。
理
性
の
發
達 

0

觀
念
は
顯
著
と
爲
君
主
の
權
力
は
偷
理
に 

V。

看
做

3

る
、
に
至
る
。
固
ビ
其
の
强
カ
ビ
知
カ
ビ
の
み
に
依
つ
て
人 

間
社
會

-の
指
抓
，者と
爲
れ
る
渚
が
正
義
を
以
て
、公

共

の

福

利
を
增
進
す
る
が
爲
め
に
其
の
權 

力
を
行
：

.使
す
る
の
時
、

®

れ
_
は
最
甩
彼
れ
が
饞
越
せ
る
ヵ
を
恐
怖
せ
す
し
て
彼
れ
の
承
認
せ 

&

れ

72
る
*

智
と
誠
實
と
に
心
服
す
る
。

»r
く
て
自
然
的

«

制
政
治
は
，王
權
に
變

じ
、君
主
は 

當
に
國
王
ど
稱
せ
ら
；れ
る

:°
國
王
；が
茈
義
と

»

理
ビ
を
願
み

ざ

る
に
至

b

た
る
時
、彼

れ

は

暴 

熔
卞
八
涖

(

六ニ

九)

' 

^

脫
革
命
期
の
雜
趿LL

於
け
る
社
會
龆
爭
 

0
B 

九

狀
態
で
あ
る
。
這
般 

人
類
が
僙
少
、地
猛
な 

あ
る
と
彼
れ
は
考
へ 

性
.を

K

興
.せ

ら

る

.ゝ 

€
等
し
く
、最
も

强

大
 

驗
的
煳
造
た
る
最
初 

く

の
知
.&
*
會
に
於 

た
る
時
、愛
に
初
め
て 

ビ

經
驗
の
敎
導
ビ
に 

«

礎

：を
..有

す

る

も

のil：i 王 て の に こ る る の  

つ 政 共 政 し ビ ° 殘 狀  

て 起 M 體 て な 楚 W 態 
正 り の 卯 M き れ を は  

義 人 敎 .ち V 他 等 留 洪  
及 心 育 强 奥 の : の パ / 水  

び 中 と カ 敢 敝 少 る 肌  
義 r . 相 に な 物 數 に : 爾  

務 赀 互 甚 る の は 至 惡

免
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論

：
®！
:

本
命
期
の
羅
馬
に
於
け
ろ
社
會
細̂

^
yf
'

J

1〇

蔣

V

爲
り
、人
民
の
有
德
な
る
指
揮
者
は
貴
族
政
治
を
組
織
し
て
其
の
權
力
を
擐
す
。

I

の
 

政

fe
は
次
齒
に
錄
頭
政
治
に
墮
落
す
る
。
寡
戚
政
治
は
少
數
者
の
不
疋
木
德
で
あ
る
。
是

I 

ょ

ク

し
て
说
主
政
治
は
發
生
す
る
。
國
家
は

®
 
く
被
治
者
の
利
益
に
侬
っ
て
支
配
せ
ら
れ
る
。
 

然
も
繼
が
て
與
の
間
に
礼
蝶
が
生
ず
る
。
赏
者
は
觅
ら
に

夫

S

る
權
力
を
求
め
て
弱
者
及
び 

.

思
者
を
惡
化
せ
し

め

、

不

.!
£

'
■欐
並
び
に
之
れ
に
對
す
る
不
平
が
增

•加
す
る
。
民
主
政
治
は
又 

た

»

民
政
治
、即
ち
純

.然

た

：
る
：
下

民

の

支

配

に
.墮

落

す

る

。

鮮

庶

の

暴
«

ヒ
無
，節
制
ど
は
遂
に 

nr
oi
l
力
に
侬
つ
て
支
配
す
る
新

.た
次
る
事
制
君
主
を
興
起
せ
し
め
る
。
斯
く
て
因
装
の
小

^

Jl 

愛
に
一
囘
轉
を
了
し

て
、人
民
は
彼
れ
等
が

':
典
の

.政
治
的
生
活
を
_
始
せ
る
に
等
し
き
政
體
の 

n 

B
 

 ̂

W
辻
す

0

で

I*
一
る
。
;而

し

て

是

れ

等

三

個

の

本

原

的

.政

體

は

自

己

の

內

に

典

の

腐
敗
廢
汊
の
贫
芬
を
布
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
w
.

 
A
,

 

D
u
n
n
i
n
g
,

 

A

 

H
i
s
t
o
r
y

 

o
f

 

Political 

T
h
e
o
r
i
e
s
,

 

a
n
c
i
e
n
t

 

a
n
d

 

m
e
d
i
a
e
v
a
l
,

 

1
0
0
2
; p

p
.

 

1
15

-1

1
6
.
0

0

:

必
然
ビ
自
由
と

.
の

_

爭
た
る
歷
史
は
一
個
の
倫
观
的
問
題
で
あ
る
。
而
も
ボ
ソ
ビ
ィ
ォ
ス 

a

宛
も
之
れ
を
以
て
機

#

的
間
麵
な
る
か
の
如
く
に
取
扱
ふ
。
被
れ
は
前
述
せ
る
政
變
の
循

環
期
に
對
し
て
殆
ん
ど

.箱
：命
論
的
確
實
を
主
：張す
る
。
之
れ
が
順
序
を
記
懷
す
る

|1
¥
は
一
定 

國
家
の

a

狀
を

視

察
し
て
興

0

將
來
の
發
達
を
*
言

す

る

乙

v
j

が
出
來
る
。
即
ち
彼
れ
日
く 

楚
れ

.等
の
原
理
を
熟
知
す
る
に
依

:<
>

$

國
內
に
生
ず
，可
き
凡
ゆ
る
變
苯
の

*]
E

確
な
る
時
機 

を
豫

言
す
る
乙
ビ
は

恐
，ら
く
’容
為
で
は

あ
る
.ま

ぃ
が
•而
も
吾
人
の
情
操
に
し
て
偏
見

^
激
情 

ビ
ょ

>

®
,放
せ
ら
る

S

な
ら
ば
、を
が
現
存
す

る
向
上
若
し
く
は
衰
微
の
程
度
を

^

i*
し
、又

た 

は

そ
が

結
局
變
成
せ
ざ
る
を

#

ざ
る

形
態
を
斷
言
す
る
に
於
て
欺
か
る
、
こ

S

極
め
て
稀
れ

な
る

可

き
で

ある羅虑國典の者

V
J

雖
も
殆
ん
ど
斯
く
の
如
き
旋
囘
を
免
る
、
こ
と
能

.
:

、

、 

.

は
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
是
れ
等
三
個
の
取
純
な
る
形
態
の
ょ

り

&
好
な
る
耍
寒
を
複
合
せ
る
 

政
府
を
輝
立
す
る
に
凼
つ
て
、

這
個
純
粹
な
る
諸
典
型
の
各
個
が
其
の
廢
顏
せ
る

JS
C

.塑
に
變
化 

せ
ざ
る
を
得
ざ
る
の
傾
向
は
幾
分
之
れ
を
避
く
る
こ
ビ
を
得
可

&

で
あ
る
。
而
も
革
命
は
縱 

.
令

a

延
期
せ
ら
る

、

^

/然
も
絕
對
に
防
止
せ
ら
る
、
を
得
な
い
。
斯
く
て
タ
コ
，ソ
ル
ゴ.
ス
 

(

tx
l

冬

9
7
、

)

は
諸
政
體
の
.巧
妙
な
る

®

合
に
依
つ
て
凡
ゆ
る
他
の
諸
國

が

享
有
し
得
れ
る
ょ

0 

も
遙
か
：に
長
く
革
命

0

厄」

を
免
る

>

こ
と
を
得
た
の
で
あ
る

0

斯
く
て
又
た
ラ
ヶ
デ
ィ
モ
ン 

國
が
雞
國
の
太
初
に
於
て
其
の
創
業
者
の
先
見

S

理
性

^

に
依
つ
て
得
れ
る
所 

第
十
八
港

i
l

l
/

論

ft
f

期
の
羅
馬
じ
於
ける
社
會
闘
讲 

笫

盡

ニ



秦

第

十

八

饴c

六n

三)

論

0

革
命
期
の
羅
馬
に
於
け
る
社
會
關
带
 

一
二

の
も

0

を
、羅

馮
人
は
時
々
現

«

の
危
急

{:
ょ

つ

て
彼
れ
等
に
晴
示
せ
ら
れ
た
る
改

JH
案
を
采 

幵
す
る
に

*

つ
て
徐
々
に
取
得
し
た
の
で
あ
る
。
斯
く
て
又
た
彼
れ
等
は
實
に

「

現
代
に
於
て 

知
悉
せ
ら
る
、
總
べ
て
の
政
府

0

最
も

_

麗
な
る
形
態

」

を
有
す

る

も

の

で
あ
る
。

然

し

な

が 

:
ら
結
周
羅
馬
も
亦
た
不
可
避
な
る
變
璀
の
順
序
に
從
は
な
け
れ
ば
な

&

な

い

。

(

w

f

 

pvoy, 

op. 

cit 

p. 

2
7
3
.)。

•ホ

y

ビ
ィ
ォ
ス
は
更
ら
に
進
ん
で
羅
捣
國
の
龃
織
が
羅
馬
人
自
身
^
取
つ
て
す
ら
彼
れ
等 

の
政
府
が
民
主
政
な
り
や
、貴
族
政
な
り
や
、將
た
又
^
君
主
政
な
ぅ
や
否
や
を
的
確
に
決
定
す 

る
こ
ビ

&

li
な
ら

ざ

る
ま
で
に
完
全
な
る
均
衡
を
以
て
結
合
せ
る
純

#

な
る
三
政
體
の
耍
素 

'

を
包
帘
す
る
乙
：ビを
示
し
て
ゐ
る

0.
王
榄
は
執
政
官
中

R

存
す
る
、一
兀
考
陴
は
本
然
に
於
て

*

族
政
治
的
で
あ
り
、又
た
民
會
は
明
か
に
民
主
的
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
統
治
機
關
の
發
動
に

, 

際
し
て
是
れ
等
部
要
素
の
抑
制
及
び
平
衡
は
明
瞭
で
あ
る
。
執
政
官
の
權
威
の
眞
隨
は
市

t
 

に
於
け
る
典
の
絕
對
の
眾
事
的
權
力
で
あ
る
。
而
も
元
老
院
は
其
の
取
費
を
管
现

し
、彼

rl
を 

し
て

3i
の
任
弗
滿
了

.に

際

し

て

指
#:
«

を

保

持

せ

し

ひ

可

き

や

否

や

を

決

定し
、殳

た

陇

1

が 

:
功

：名
£

の
#

極
目
的
た
：る
肌
旋
式
を
布

ft
す
る

S

否
ど
は

.
邦

'0
權
內
に

JB
す
る
。
他
方
に

A
s

句
f

て
民
會
は
彼
れ
を
抑
制
し
て
其
の
行
動
を
釋
明
せ
し
め
、其
の

a

戰
媾
和
の
問
題
に
對
す
る
文 

配
：に

.I曲
つ
て
常
に

.有
效
.に
彼
れ
の
軍

事
的
行
動
を

pi
'

ih
す
る

こ
ビ
が
出
來
る
。
元
恶
腐
は
財 

政
上
に
於

.て
、又
た
同

W

*
及
び
外
國
民
、匕の
折

W

上
に
於
て
廣
大
な
る
行
政

a

を
有
す
る
。

而

も

民
會
は
法
律
に
ょ
つ

r
v元
尨
院
の
一
般
的

.

*
力
を
制
限
す
る
己
，匕が
出
來
る
。
而
し
て 

斯
圓
體
の
各

.個
の

,
■
決
若
し

<

は
其
へ
の
集
合
其
の
潰
す
ら
人
民
の
特
殊
の
代
表
者
た
る
®
民 

官
の
取
な
る
否
認
に

ti
l

つ
て
妨
げ
ら
る
、
こ
ど
が
出
來
る
。
最
後
に
民
食
は
第

J

に
人
民
の 

大
多
數
が
経
濟
的
に

^

戚
を
有
す
る
伊
太
利

SI
全
：土
の
公
事
業
に
，對
す
る

1

切
の
契
約
を
管 

理
し
、又
た
殆
ん
ど
總

v

て
の

f

a

R
際
し
其
の
陪
審
官
が
元
老
院
議
員
中
ょ

b

選

任

せ

.
ら
る 

、
が
爲
め
に
'而
し
て
第
一
一
に
總
ベ
て
の
市
民
が
早
晩
兵
士

 V
J

し
て
執

ft
官
の
絕
對
權
の
下
に 

立
つ
こ
と
あ
る
可
き

が

故
に
其
の
活
動
に

a

し
て
制
限
を
受
く
る
の
で
あ
る
。
斯
く
て
，そ
は 

復

®

を
恐
れ
て
元
走
睬

*

び
執
政
官
の
鼾
齋
及
び
權
威
に
對
す
る
放
慢
な
る
反
抗
を

•愼
む

K 

至
る
の
で
あ
る

。

(
D
u
n
n
i
n
g
v

 op. 

c

r

p
p
'
1
1
6
-1
1
7
.)

ノ 

，

.
斯

く
の

如
く

羅

®

«
法
の
荧

«

を

»

保
す
る
諸
原
理
を
表
明
せ
る
牝
の
。ホタ
ピ
ィ
ォ
ス
の 

著
が
未
だ
究
成

せ
ざ
る
に
早

く

グ
ラ
ッ
力

ス
の

«|
_
に
依
つ
て
興
の
破

«
を

以

て

終
れ
る
動 
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)

論 

亂
の
時
代
は
開
始
せ
ら
れ

四

ダ
ラ
ッ
カ
ス
沒
落
以
砠
、一
 

死
，鬪
の
持
續
で
あ
る
。
而 

位
に

*

つ
た
。

而
し
；.て
帝 

持
す
る
の
必
耍
せ
は
遂
に

說
箏
命
期
の
羅
馬
に
於
け
み
社
會
_
爭 

够
五
號 

一
四 

た
の
で
あ
る
。

百
年
に
瓦
れ
る
磁
馬
の
政
治
史
は
貴
族
對
民
衆
間
に
於
け
る
決
戰 

し
：て

^

扣

等

、雨

抗

雒

者

の1

方
は
交
互
に
他
^
對
し
て
礙
皿
の
地 

'國
.の
；發
逄
と
國
外
に
，於
て
戰
寧
を
續
行

し
、國
內
に
於
て
秩
序
を
維

.
 

此
の

B

爭
に
決
定
的
の
轉
機
を
與
ふ
る
に
甲
：る
の
で
あ
る
。
 

元
老
院
：は

V

ラ
ッ
カ
ス
其
の
人
の
.武
器
を
以
て
彼
れ
を
擊
退
せ
る
が
故
に
、最
も
重
要
な
る
諸

.

.
:
®
に
於
て
は
依
然
彼
れ
等
兄
弟
の

»

&

'を
以
て
統
^
を
行
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
復

古

は

常

に

革

命

で

あ

る

。

::
/
而
し

て

此
の
場
合
に
於
て
は
復
活
せ
し
め
ら
れ
た
る
も
の
は
舊
货 

治
者
で
，あ
つ
て
、舊
統
治
で
は
，？

か
つ
た
。

-
而
も
元
老
院
は
全
然
グ
ラ
，：力
ス
の
憲
法
を
破
®
-
せ 

.ん

と

す

る

乙

と

な

&

も
、適
常
な
る
時
機
に
於
て
其
の
中
に
存
す
る
支
配
的
貴
族
團
體
に
對
し

て
眞
に
有

4

な
る
論

要
：：

素

^
:
.徹底
的
に
除
去

.せ
ん
と
す
る
の
意
志
を
深
く
藏
せ
る

i

は
爭
ふ

.

.

.

..

. 

• 

• 

. 

.

.

. 

.

. 

- •

.
:
'
.

.

.

.

パ

可
ら
ざ
る
事
實
で
あ

.■る
。，最
初
反
動
は
主
と
し
て
個
人
的
の
問
題
に
現
れ
た
。
然
し
な
が
ら 

そ
は

16
.
ち
に
敷
物
の
分
配
逝
細

^

領
の
課
挽
、若
し
く
は
赠
審
官
及

a

法

廷

|:
關

す

る

グ

ラ
ッ
力

又
の

.施

.鼓
を
賸
止
す
，る
こ
ビ
な
く
、

®

だ
に
商
；

g

階
級
及
び
首
都
の
無
產
階
級
を
妤
遇
せ
る
ゆ 

.

み
な
：ら
ず
、旣

に
マ

ー

カ

ス
5
 

,ゥィ
ア
ス

。ド

\
ク
ザ
，
ス
の
諸
法
の
提
出
に
由
つ
て
行
は
れ
た
る 

. 

が

如
く
、母
れ
等
の
兩
勢

力
、殊
に

「

無
章
階
級
に
對
し
て
グ

ラ
ッ
カ
ス

兄
弟
に
ょ
つ
て
行
は
れ
た
る 

.ょ

&

も
遙

.か
に
明

.確
な
る
敬

S'
を
表
す
る
の
態
度
を
維
持
し
た
。

t

れ
等
が
斯
く
の
如
き
態 

,
.度

に

出

で
れ
る
は
取
に
グ
ラ
ッ
カ
ス
の
苹
★
が
猶
ほ
其
の
時
代
の
人
心
を
失
ふ
こ
と
な

く
、其
の
 

.

创
設
せ
る
所
の
も
の
を
■
護
せ
る
が
爲
め
の
み
に
非
ず
し

て
，少
く
 

S

も
貴
族
圓
體
が
庶
民
の 

利
益

. ,
を
助
成
し

*®
謙
す
る
は
實
に
彼
れ
等

0

身
の
利
益
と
完
全
に
相
一
致
す
る
も
の
で
あ
つ 

て
、斯

く

0
.
如
き
政
策
に
依
つ
て
犠
牲
穴
ら
し
め
ら
る
，>
も
の
は
單
な
る
公
共
の
福
利
以
上
に

.

.
何
物
；
.も
^
.
す
る
こ
ビ
な
か

.り
し

.

.に
由

.
る
も
の

'
;で
.■あ
る
。
而
も
ケ
.

•一

.
ヤ
.
ス‘
グ
ラ
ッ
カ
ス
か
國
象
の

平
安
を
增
進
す
る
が
爲
め
に
案
出
せ
る
諸
方
策
の
全
部
は
貴
族
團
體
に
ょ
つ
て
拋
棄
せ
ら
れ 

■
:
た
の
で
あ
る
。
彼
れ
の
.計
齋
中
に
在
つ
て
最
も
高
貴
な
る
も
の
は
最
も
急
速
且
つ
苟
效
に
攻 

擊
せ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

即
ち
先
づ
羅
馬
市
民
ビ
伊
太
利
亜
人
と

0

間
に
法
律
的
平
等
を
設 

,

:定
し
、而
し
て
後
、之
れ
を
伊
本
利
驵
ど
領
域

V」

の
間
に
及
ぼ

し
、®

れ
に
由
つ
て
國
家
の
單
な
る

的
構
成

3 ?

素
ビ
の
間
の
.跖
別
が
廢
除
せ
ら

笫十八卷，
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論

0

苹
命
期
の
羅
馬
に
於
け*
cil
:
#
翻
爭 

f

铖 

一六

る
、
が
故
に
、同
時
に
史
上
に
現
れ
た
る
最
，も
廣
大
に
し
て
系
銃
的
な
る
移
住
に
ぬ
つ
て
社
會

.

.. 

.

.

.

.

. 

•

,'
.

'

'
 

-

.

.

_ 

問

題

を
.解
決
せ
ん
：ヒ
す
忘

^̂
 ̂

マ
ー

方

ス

•
ス
ラ
ッ
ヵ
ス
に
侬
ク 

’
て
着
手
せ
ら
れ
た
る
ア

\

ベ
ス
山
外
の
征
服
が
進
涉
し
つ
、
ぁ
る
間
に
ナ
ア
ボ
オ

(
N
a
r
b
o
)

の
 

植
民
地
が
紀
元
俞

_

&十
八
牟
若
し
く
は
西
十
六
年
を
以
て
此
の
地
に
創
說
せ
ら
れ
，數
次
政
府 

•

S

ょ

6

の
反
對
を
受
け
元
琴
院
は

iR
tg
R

之
れ
を
廢

ih
す
る
の
提
案
を
爲
せ
る
に
拘
ら
ず
、永
 

:

く
消
滅

I

 

5

 

S
か

ミ

。
而

s

 

I

例

J

除
い

V

は
政
府

5

ふ

太

i

外 

の
.土
地
割
當
を
防
北
し
得
た
の
で
ぁ
る
。

(
M
o
m
m
s
e
n
,

 

op. 

c

r

s
,

 

1
2
7
.)。 

,

 ̂

:
: 

.

.

.

.

.伊
太
利

I®
の
®
土
問
題
も
亦
た
，同
機
の
精
神

“を
以
て
決
定
せ
ら
れ
た
。
ヶ
ー
ャ
ス

.

.の
伊
太

利

£
4植

民

地

、殊

に

ヵ
'ビ
ユ
ー
ア
は
廢
北
せ
ら
れ
た
。
而
し
て
逆
れ
等
の
も

P

、
中
、旣
に
植

K

':
•

. 

.

. 

: 

-

:

.

. 

. 

. 

•

せ
ら
れ
た
る

b

の
は

®

び
"解
散
せ
し
め
ら
れ
た
。

タ
レ
ン
タ
ム
の
其
，れ
の
み
が
酸
ぅ
舊
%
臘 

.

典
同

‘園
，：體

の

侧

に

獄

か

：
れ：た
る
ネ
プ
チ
ユ
ニ
ア

(
N
e
p
t
l
m
i
a)

の
新
都
市
の
形
態
に
於
て
存
續
す 

る_

こ
ビ
：
.を
'許
さ
れ
た
。

非
植
民
的
割

當
R

ff
i

つ
て
旣
に
配
分
せ
ら
れ
た
る
領
土
は
依
然
と
し 

て

受

領

者

の

手

中

に

存

し

れ

づ

國

.家

の

利

®

の
©

め
に
グ
ラ
け
力
ス
が
彼
れ
镣
に
對
し
て
龈
せ

I
る
制
限
、即
ち
地
代
及
び
建
渡
の
禁
业
が
ド
ル
ッ
ナ
ス
に
よ

o

て
廢
止
せ
ら
れ
た
る

i

は
既
述
の 

如
く

」

で
あ
，る
。
他
方
に
於
て
猶
ほ
占
有

*

者
.に
由
つ
て
領
有
せ
ら
る
、
領
土
、即
ち
拉
丁
ん
に 

依
つ
て
享
有
せ
ら
る
、
妞
土
以
上
に
槪
ね
前
述
せ

る

ダ
一フッカスの
設
け
た
る
最
大
限
に
從
つ 

て
其
の
保
有

^

に
よ
つ
て
所
持
せ
ら
る
、
地
產
よ

^S

成
立
す
可
き
も
の
に
關
し
て
は
斷
乎
と 

し
て
從
來
之
れ
を
占

*

じ
：來
れ
る
溝
の
權
利
を
擁
護

し

、將
來
に
於
け
る
分
配
の
可

fi
g

性
を

W 

止
す
る
こ
ビ
が
決
蹲
せ
ら
れ
れ
。

■
ド
ル
ッ
ナ
ス
；に
よ
つ
て
約
定
せ
ら
れ
た
る
三
萬
六
千
の

rr
if
t
 

場
の
配
分
は
疑
ひ
も
な
く
先
づ
是
れ
等
の
土
地
よ
り
し
て
形
成
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か 

つ
れ
。
然
し
な
が
ら
彼
れ
等
は
這
個
伊
太

‘利

S5
領
±
の
數
十
禺
ジ
ユ
ゲ
ラ
を
翁
出
す
可
き
場 

所
を
考
究
す
る
の
煩
勞
を
避
け
て
、旣
に
其
の
目
的
を
盡
し
た
る
ド

 

> ッ
ナ
ス
の
植
民
法
を
晴
 々

裡
に
拋
棄
し
た
の
で
あ
る
。

.極
め
て
赏
耍
な
ら
ざ
る
シ
レ
シ
ア
ム

(
S
c
y
l
a
c
i
u
m
)

の
植

K

M 

&

恐 

ら
く
ド
ル

.ッ
サ
ス
の
植
民
法
に
歸
せ
ら
る
可

5

唯
一
の
も
の
で
あ
ら
ぅ
。
他
方
に
於
て
課
民
官 

ソ
リ
ア
ス

(spur!us 

T
h
o
r
i
i

が
.元
老
院
の
指
圖
に
よ
つ
て
.提
出
せ
る
法
案
を
似
て
配
分
委
員
は 

西
十
九
年
に
廢
止
せ
ら
る
ぐ
に
至

o
た
ノ
丽
し
て
一

‘
於
の
地
代
は
^
前
地
の
占
有
者
に
課
せ 

ら
れ
、其
の
收

A

ゆ
穀
物
分
配
資
金
の
一
部
を
構
成
す
る
に
至
れ
る
を
以
て
明
か
に
首
府
の
民

$

<
卷

(

六三七

)
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論

E

萆
偷
期
の
雜
思
に
於
け
る
社#
國
_ 

S

M
 

I

七
.
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論

說

革

命

期

^

_
五
號 

ー\

'
■
衆
々
利
す
る
己
ビ
、
爲
つ
た
の
で
あ
る

0
_
M
ら
に
其
の
步
を
進
め
て
穀
物
赠
與
の
增
加
を
包 

ノ
含
せ
る
提
案
は
賢
明
な
る
讓
民
官
ヶ

I

ャ
ス

4

リ
ア
ス

0

1 M
a
r
i
u
s
)

に
よ
つ
て
同
避
せ
ら
れ 

/2
。
其
の
後
八
年
、即：

:?
>

H
十
一
年
に
至
り
、終
に
新
民
令
に
よ
つ
て
、占
有
せ
&
れ
た
る
公
領
地 

.

.

.

.

.

は
庶
ち
に
從
前
の
占
有
者
の

®

地
代
私
有
財
產
と
爲
つ
た
。
誤
つ
て
ソ
リ
ア
ス
農
地
法

•
F
0
X 

T
n
o
n
a
，
agraria)

の
名
を
以
て
大
部
分
猶
ほ
傅
存
す
る
も
の
是
れ
で
あ
る

0
£ Bruns, 

L
e
x

 

A
g
r
a
d
a

 

o\
7
.
o
p法
は
此
後
公

，r

地
が
杂
然
占
有
せ
ら
る
可
き
に
非
す
し
て
、貨
貨
せ
ら
る

，

か
^

し

く 

は
共
同
の

牧

場

；t

し
て

:開

放

せ
ら
る
可

&

こ

ビ

を
附
加
し
た
。
後
の
場
合
に
は
大
な
る
家
畜

丨
 

所

有

者
が
實

際

上

小

な
る
家

畜

所

有
者
を
排
除
す
る
こ
ど
な
き
が
爲
め
に
大
家
畜
十
®
及
び 

小

家
畜
五
十
頭
を
以
て
最
大

K

、と
定

め

たa

斯
く
の
如
き
制
规
は
久
し
き
以
前
に
拋
棄
せ
ら 

れ
た
る
占
有

制

度

の

有
#

な

る

®

質
，か遂
に
公
に
承
認
せ
ら
れ
た
る
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

.

.而
も
不
幸
に
し
て

.V這

：
般

：
の

：

.制
，
は
旣
に

'斯

制

度

.
が

國
家
よ
ぅ
し
て
槪
ね
其
の
領
土
を
奪
ひ
去 

■:

■れ
る
時
に
至
つ
て
初
め
て
制
定
せ
ら
れ
た

.の
で

^

.
る
。

斯
く
て
羅
馬
：の
貴
族

.刚
體
は
其
の
利
益
を
念
と
し
、占
有
せ
ら
れ
た
る
土
地
に
し
て
智
ほ

典 

€

手
中
に
存
せ
る
も
の

\

總
ベ
て
を
自
己
の
財
產
に
變
發
し
む
る
亡
同
時
に
伊
太
利

sg
の
同

埤
者
を
：慰
撫
し
た
。
斯
く
の
如
き
は
實
に
伊
太
利

if
f
iの
同
盟
者
#

に
其
の
都
市
の
貴
族
團
體 

が
：享有
せ
る
拉
丁

^

.
領
地
の
所
苻
權
を
交
付
す
る
に
由
れ
る
も
の
に
非
ず
し
て
、彼
れ
等

の
、特 

權

に

よ
つ
て
彼
れ
等
に
保
證
せ
ら
れ
た

，る
拉
丁
公
領
地
に
關
す
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