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m
頁

偽

ク
セ
ノ
ポ

ン

『
ア
テ
ナ
イ
人

の
国
制
』

芝

川

ム
ロ

、》
て

要

旨
ク
セ
ノ
ポ
ン
の
名
に
お
い
て
伝
え
ら
れ
た

『ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』
は
、
周
知
の
如
く
、
多
く
の
謎
を
含
む
。
作
者
、
執
筆
時
期
、
そ
の
意
図
な
ど
全
く
不
明
で

あ

っ
た
。
カ
リ
ン
カ
は
こ
の
作
を

ソ
フ
ィ
ス
ト
的
パ
イ
グ

ニ
オ
ン
と
な
す

の
で
あ

っ
た
が
、

『国
制
』

に
誇
張
、
歪
曲
が
多
数
見
ら
れ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
本
稿

3ーり

で
は
そ
れ
ら
が
彪
大
な
量
に
上
る
事
を
確
認
し
、
そ

の
事
が
何
故
に
な
さ
れ
た
か
を
講
究
に
付
す
。
そ
の
結
果
、
『ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』

に
関
し
て
は
そ
の
緒
言

な
ど
信
に
値
せ
ず
、
こ
の
作
に
は
戯
文
的
要
素
が
優
越
す
る
事
が
示
さ
れ
た
。

キ

ー

ワ

ー

ド

"
ソ

フ
ィ

ス
ト

、

ペ

ロ
ポ

ン
ネ

ソ

ス
戦

争

、

戯

作
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(1

)

ク
セ
ノ
ポ
ン
の
名
に
お
い
て
伝
世
さ
れ
て
き
た

『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』
は
天
下
の
奇
書
と
称
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
ク
セ
ノ
ポ
ン
の
作
た
る
事
は
、
十
九
世
紀
初

頭
以
来
、

一
部
の
例
外
を
除
き
否
認
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
後
、
作
者
、
執
筆
時
期
、
ま
た
そ
の
目
的
、
ク
セ
ノ
ポ
ン
作
と
さ
れ
る
に
至

っ
た
事
情
な

ど
を
め
ぐ

っ
て
喧
々
麗

々
た
る
議
論
が
交
さ
れ
て
き
た
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
ら
に
は
決
着
付
く
べ
く
も
な
く
、
今
日
に
お

い
て
も
甲
論
乙
駁

の
状
態
に
あ
る
。

そ
の
う
ち
執
筆
意
図
に
関
し
て
は
、

一
つ
に
は
、
政
治
的
な
方
面
に
そ
れ
を
索
め
る
説
が
あ
る
。
著
者
は
ア
テ
ナ
イ
の
現
状
を
慷
慨
し
、
耐
忍
し
難
き
民
主
政
を

(2

)

打
倒
せ
ず
ん
ば
非
ず
と

い
う

こ
と
で
、
そ
れ
に
対
し
て
蹴
起
を
促
す
橡
文
を
著
し
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
血
気
に
逸
る
若
者
に
対
し
て

(
3
)

老
寡
頭
派
が
諦
観
を
懲
悪
し
た
も
の
と
見
る
向
き
も
あ
る
。

ブ
リ
ッ
シ

ュ
に
よ
ら
ん
か
、
『国
制
』

は
亡
命
ア
テ
ナ
イ
人
に
よ

っ
て
異
郷
に
て
制
作
さ
れ
た
。
そ
れ
は
他
ポ
リ
ス
の
者
に
対
し
て
、

ア
テ
ナ
イ
民
主
政
が
強
力

(
4

)

に
し
て
打
倒
す
べ
か
ら
ざ
る
旨
を
説

い
た
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
れ
は
ア
テ
ナ
イ
の
状
況
を
学
術
的
分
析
に
付
し
た

一
面
を
も
帯
す
る
。
ゲ
ル
ツ
ァ
ー
も
ま
た

(5

)

(
6
)

(
7
)

学
術
的
側
面
に
着
意
す
る
。
ゴ
ム
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
『国
制
』
は
ア
テ
ナ
イ
の
事
情
に
疎

い
イ
タ
リ
ア
、
シ
ケ
リ
ア
方
面
の
人
士
に
対
す
る
説
明
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
学
説
の

一
端
を
摘
記
し
た

の
み
で
あ

っ
て
、
現
実
に
そ
れ
が
更
に
多
種
多
様
で
あ
る
事
は
論
を
侯
た
な
い
。
そ
の
中
に
あ

っ
て
異
彩
を
放

つ
の
は
カ
リ

(
8
)

ン
カ
説
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は

『国
制
』
を

ソ
フ
ィ
ス
ト
的
パ
イ
グ

ニ
オ
ン

冒
巴
晦
巳
8

と
観
じ
る
の
で
あ

っ
た
。

ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
寡
頭
派

の
集
会
に
お
い
て
民

主
政
弾
劾
演
説
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
『国
制
』

の
著
者
は
そ
れ
に
抗
し
て
起

っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
場
に
て
即
興
演
説
を
弁
じ
、
そ
の
中
に
お
い
て
民
主
政
擁

護
論
を
展
開
し
た
。
こ
れ
は
話
者
衷
心

の
も
の
で
は
な
く
、
た
だ

「弱
論
強
弁

8
⇒
げ
Φωω
o
δ
晦
8

犀
邑

ωωo
℃
o
同Φ
ぎ
」
を
事
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
ソ
フ
ィ
ス
ト

流
演
示
的
弁
論

一〇
讐
ω
①
b
置
①蒙
涛
o
ω
に
算
え
ら
れ
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

(
9
)

(
10
)

か
く
し
て
カ
リ
ン
カ
は

『国
制
』
に
遊
戯
精
神
を
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
ゴ
ム
や
ミ
ュ
ラ
ー

・
シ
ユ
ト
リ

ユ
ー
ビ

ン
グ
に
も
同
様
の
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。
爾
他

(11

)

に
お
い
て
も
同
書
に
皮
肉
、
譜
誰
を
感

知
す
る
者
、
ま
た
僅
少
と
は
し
な

い
。
た
だ
、
全
体
と
し
て
執
筆
意
図
は
真
摯
な
る
も

の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
戯
文
的

(12

)

要
素
を
強
調
す
る
ゴ
ム
と
て
も
そ

の
撰

に
は
洩
れ
な

い
。
か
る
が
故
に
カ
リ
ン
カ
の
パ
イ
グ
ニ
オ
ン
説
、
悪
評
噴

々
た
る
も
の
が
あ
る
。
「
こ
れ
に
追
随
す
る
者
皆

(94)



(
13
)

無
な
り
」
な
ど
と
評
さ
れ
る
。
カ
リ
ン
カ
は
そ

の
周
密
、
浩
潮
な
る
註
釈
書
に
よ

っ
て

『国
制
』
研
究
史
上
聾
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
対
照
し
て
誹
議
さ
れ

る
事
も
あ
る
。

ま
た
、
執
筆
時
期
に
関
し
て
も
学
説
は
千
差
万
別
で
あ
る
。

ペ
ロ
ポ
ン
ネ

ソ
ス
戦
争
開
始
以
前
や
ア
ル
キ
ダ
モ
ス
戦
役
中
、
更
に
そ
の
後
な
ど
年
代
は
区
々
様
々

(14

)

に
設
定
さ
れ
る
。
然
り
と
錐
、
概
ね
四
四
〇
年
代
よ
り
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
争
終
幕
以
前
と
い
う
大
枠
に
は
動
揺
が
見
ら
れ
な

い
。
第

一
次
海
上
帝
国
時
代
と

い
う

わ
け
で
あ
る
。
以
上
が
学
説
の
概
況
で
あ

っ
た
。

(15
)

こ
こ
に
お
い
て
波
紋
を
生
ぜ
し
め
た

の
は
ホ
ー
ン
ブ
ロ
ウ
ア
ー
の
論
孜
で
あ

っ
た
。
こ
れ
の
版
行
は
二
〇
〇
〇
年
で
あ
る
。
彼
の
主
張
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
『国
制
』

は
シ
ュ
ン
ポ
シ
オ
ン
文
学

の

一
種
で
あ

っ
て
、
四
世
紀
に
入

っ
て
後
、
お
そ
ら
く
は
三
八
〇
年
頃
に
制
作
さ
れ
た
。
そ
れ
は
娯
楽
を
事
と
す
る
も
の
で
、
主
と
し
て

ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
に
依
拠
し

つ
つ
過
去
を
仮
作
し
た
も
の
。
第

一
次
海
上
帝
国
期

の
ア
テ
ナ
イ
が
眼
前

に
髪
髭
す
る
が
如
く
叙
せ
ら
れ
る
。
『国
制
』
の
思
想
は

寡
頭
派
的
と
看
倣
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
仮
面
の
下
に
演
じ
ら
れ
る
の
み
。
真
実
の
と
こ
ろ
、
作
者
は
民
主
派
に
属
す
る
と

い
う
わ
け
で
、
究
寛
す

(
16

)

る

と

こ

ろ

、

こ

の
作

を

戯

談

と

解

す

る

も

の

で
あ

る

。

5ー

こ
の
議
論
は
物
議
を
醸
し
た
・
オ
ズ

ボ
鼓

は
そ
れ
に
配
慮
を
賀

る
・

芳

で
は
・
ホ
ー
ン
ブ
。
ウ
ア
ー
と
は
梢
々
角
度
を
異
に
し

つ
つ
・

マ
ー
及
び
。
知

⑲

(
19
)

(20

)

(
21
)

は

『国
制
』
を
ソ
フ
ィ
ス
ト
的
習
作
と
な
す
。
他
面
、
反
対
論
が
存
す
る
の
も
ま
た
自
明
で
あ
る
。

マ
ン
や
ヴ

ェ
ー
バ
ー
が
こ
れ
に
属
す
。

実
際
、
ホ
ー
ン
ブ
ロ
ウ
ア
ー
説
の
う

ち
制
作
年
代
に
つ
い
て
賛
意
を
表
す
る
の
は
容
易
で
は
な

い
。
何
と
な
れ
ば
、
『国
制
』
に
は
時
代
錯
誤
が
見
出
し
難
き
故

で
あ
る
。

マ
ン
な
ど
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
争
終
結
後

ア
テ
ナ
イ
政
治

の
変
化
た
だ
な
ら
ぬ
を
惟
う

に
、
そ
れ
ら
の
痕
跡
は
該
著
に
は
皆
無
で
あ

る
。
ま
た
、
三
八
〇
年
頃
に
お

い
て
、
五
世
紀

の
政
治
状
況
を
著
者
が
細
部
に
ま
で
亘

っ
て
再
現
し
得
た
と
は
想
定
し
難

い
。
加
之
、
こ
の
書
か
ら
は
迫
真
的
な
も

の
が
感
知
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ス
パ
ル
タ
を
意
識
す
る
点
に
も
現
れ
る
が
、
就
中
、
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
に
対
す
る
姿
勢
に
お

い
て
顕
著
で
は
な

い
か
。
偽
ク
セ
ノ
ポ
ン

は
民
主
政
擁
護
論
を
展
開
す
る
と

い
う

仮
面
の
下
、
民
衆
、
民
主
政
に
対
し
て
瞑
悉
の
炎
を
燃
や
す
の
で
は
な

い
か
。
二
章
二
十
を
見
よ
う
。

こ
こ
で
、
民
衆
が
民

主
政
を
選
択
す
る
の
は
許
容
さ
れ
る
。
各
人
が
自
己
の
利
益
を
追
求
す
る
の
は
当
然
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
民
衆
出
身
た
ら

ざ
る
者
が
民
主
政
ポ
リ
ス
に
お

い
て
活

動
す
る
の
は
悪
事
を
な
さ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
民
主
政
国
家
に
お
け
る
方
が
そ
れ
が
露
顕
し
難

い
故
で
あ
る
。
大
略
、
以
上

の
よ
う
な
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

偽
ク
セ
ノ
ポ

ン

『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』
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(
22
)

(
23
)

偽
ク
セ
ノ
ポ
ン
は

エ
リ
ー
ト
層
の
出
身
と
推
考
さ
れ
る
が
、
自
ら
と
出
自
を
近
く
す
る
者
が
反
対
派
に
身
を
投
じ
る
事
を
嫌
怨
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

一
見
し
て
瞭

然
た
る
よ
う
に
、

『国
制
』
は
蕪
雑
な

る
作

で
あ
る
。
推
敲
な
ど
も
な
さ
れ
て
い
な

い
。
従

っ
て
、
時
に
著
者

の
胸
裡
を
露
呈
す
る
の
で
あ
る
。
作
者
が
民
主
派
か

(24

)

寡
頭
派
か
と
い
う
問
題
は
往
事
よ
り
議

さ
れ
る
事
が
あ

っ
た
が
、
こ
れ
は
後
者

に
左
祖
す

べ
き
で
あ
る
。
偽
ク
セ
ノ
ポ
ン
に
は
翰
晦
も
見
ら
れ
る
が
、
や
は
り
愚
衆

の
跳
梁
に
対
し
て
は
憤
愚
遣
る
方
な
き
面
が
強
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
全
篇
を
通
覧
す
る
に
そ
こ
ま
で
を
否
定
し
去
る
事
は
出
来
な

い
。
実
は
、
後
述
す
る
如
く
、

そ
れ
に
は
徹
し
切
れ
ぬ

一
面
も
存
し
た

の
で
は
あ
る
が
。
梢

々
先
走
る
事
と
も
な
る
が
、
彼
に
は
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
を
叙
す
る
上
で
嗜
虐
的
な

一
面
が
あ

っ
た
の
で

(
25

)

は
な
い
か
。
ま
た
、
彼
は
圭
角
あ
る
人
物
と
看
取
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
以

っ
て
観
る
に
、
『国
制
』
は
同
時
代

の
書
と
確
言
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
で
は
戯
作
的
要
素
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
該
著
に
は
誇
張
、
歪
曲

の
類
が
数
多
に
及
ぶ
の
は
否
認
し
難

い
。
そ
れ
は
ど

の
よ
う
な
理
由

の
下
に
な
さ
れ
た
の

(絶
・
以
下
・

マ
ー

。
ウ
ズ
・
ゴ
ム
の
挙
げ
る
箇
所
を
指
示
し
・
そ
れ
ら
を
中
心
と
し
て
講
究
に
付
す
・
も

つ
と
蔑

そ
れ
を
網
羅
的
に
行
う
も

の
で
は
な

い
が
・

そ
う
し
た
作
業
を
経
る
事

に
よ

っ
て
、
カ
リ
ン
カ
な
ど
の
問
題
に

一
応

の
解
答
が
与
え
ら
れ
よ
う
。

(96)

マ

ー

1ー

ロ
ウ

ズ

は

そ

の
註

釈

書

に

お

い

て
、

屡

次

に

亘

っ
て

、
鴨

o
ω
ω
Φ
×
轟

鴨

冨
辞同o
戸

菩

ω
霞

自
な

ど

の
形

容

を

付

す

。

そ

れ

ら

の
箇

所

は

、

概

ね

、

以

下

の
通

り

で

あ

る
。

一
μ
O

(
7
自
-゚幻
"゚刈
切
)

(
ア

テ

ナ

イ

の
奴

隷

)
、
H
ヒ

(ζ

㍉
即

為
○。
)

(
同

上

)
、
一
μ
。゚

(ζ

㍉
即

"°。
ら
)

(公

共

奉

仕

)
、
H
°竃

(ζ

㍉
戸

。゚
窃
)

(同

盟

諸

市

上

層

民

抑

圧

)
、

ド
ド゚
①

(竃

-゚菊
こ
⑩
O
-㊤
トの
)

(
裁

判

強

制

)
、

N
°罎

(
竃

-゚汐

旨
N
μ
卜。
G。
)

(
籠

城

作

戦

)
、

そ

の
他

ド
G゚。

(冨

-゚即
b
①
)

(
役

職

の
俸

給

)
、
N
°ド
。゚

(冨

-゚汐

お
G。
)

(喜

劇

)

等

々

で

あ

る

。

ゴ

ム

は
誇

張

を

二
様

に

区

分

す

る

。

一
つ
は

曲

筆

を

含

み

つ

つ
も

、

本

質

と

し

て

は

な

お

事

実

を

伝

え

る

も

の
。

他

は

、

一
部
事

実

に
基

き

つ

つ
も

本

質

的

に

は

(
27
)

 虚

言

と

し

か

言

う

べ
く

も

な

い
も

の

で

あ

る
。

先

ず

、

前

者

に

属

す

る

も

の

は

次

の

よ

う

で

あ

る
。

ド
ド゚
O
山
卜。

(奴

隷

、

在

留

外

人

の
檀

行

)
、

ド
一゚
①

(
供

託

金

、

ア

テ
ナ

イ

に
安

居

し

な

が

ら

の
諸

邦

差

配

)
、

ド
ド゚
。゚

(裁

判

強

制

)
、

卜。
°旨

(海

上

交

易

路

支

配

)
、

G。
°N

(
全

人

類

が
審

決

す

る

よ

り

多

数

の
裁

判

と

エ
ウ

テ

ユ
ナ

)
、

G。
°G。

(賄

賂

)

等

で
あ

る

。



(28

)

む
し
ろ
虚
偽
を
事
と
す
る
誇
張
も
列
挙
さ
れ
る
。
ド゚
G。

(役
職
)
、
ド゚
巨

(奴
隷

の
驕
奢
と
そ
の
理
由
)
、
ド
お゚

(公
共
奉
仕
)
、
ド
嵩゚

(同
盟
市
民
の
取
扱
)、
N
°⑩山
O

(祭
儀
等
)
、
卜。°崔

(憂
苦
と
は
無
縁
な

る
民
衆
、
農
民
層
の
動
向
)、
卜。
°嵩

(寡
頭
派
諸
邦

の
協
約
遵
守
)、
卜。
μ
。゚
(喜
劇
)
な
ど
で
あ
る
。

疑
わ
し
げ
な
発
言
は
こ
れ
ら
に
尽
き
る
も
の
で
は
到
底
な

い
。
そ
の
中
か
ら
何
点
か
を
選
ん
で
検
討
を
加
え
る
の
で
あ

っ
た
が
、
先
ず
開
巻
壁
頭
。
こ
こ
で
は
主

題
の
提
示
が
な
さ
れ
る
。

ア
テ
ナ
イ
人
が
国
制
を
巧
妙
に
保
持
し
、
他
の
ギ
リ
シ
ア
人
に
は
過
誤
と
看
倣
さ
れ
る
諸
点
を
処
理
す
る
事
、
こ
れ
を
自
分
は
示
さ
ん
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
そ
の
国
制
は
顛
倒
し
た
も
の
故
、
自
身
と
し
て
は
賞
辞
を
呈
さ
な

い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

(
29
)

こ
れ
に
続

い
て
は
ア
テ
ナ
イ
政
治
体

制
の
記
述
が
な
さ
れ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
上
流
人
士
よ
り
も
下
賎
の
徒
輩
が
有
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
海
上
帝
国
ア
テ
ナ
イ

の
海
軍
を
支
え
る
か
ら
で
あ
る
。
下
層
民
に
と

っ
て
民
会
に
お
け
る
発
言
は
随
意
で
あ
る
し
、
凡
ゆ
る
役
職
に
も
就
任
は
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
将
軍
、
騎
兵
長

官
職
と

い
っ
た
危
険
の
伴
う
役
は
こ
れ
を
回
避
す
る
。
こ
れ
ら
は
有
能
な
る
諸
士
に
委
ね
、
自
ら
は
利
得
を
齎
す
役
に
の
み
就
く
。
ま
さ
に
か
く
貧
民
有
力
な
れ
ば

こ
そ
民
主
政
は
維
持
さ
れ
る
。
民
衆
は
無
学
、
無
恥
に
し
て
邪
悪
で
あ
る
が
、
上
流
紳
士
に
は
放
将
、
不
正
は
な
く
、
高
貴
さ

へ
の
選
好
が
備
わ
る
。
こ
れ
ら
の
者

は
民
主
政
に
は
敵
対
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人

々
が
民
会
な
ど
に
お

い
て
登
壇
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は
民
衆
に
と

っ
て
は
有
害
で
あ
る
。

ア
テ
ナ
イ
人
は
、
逆
に
、

の

悪
漢
に
発
言
を
許
す
・
「
こ
れ
の
鉦
川知

悪
辣

善
意
が
有
用
な
る
者
の
徳

智
葦

悪
意
よ
り
む
し
ろ
有
益
な
る
を
彼
ら
承
知
護

響

ω犀
゜
=
灘

・」
と

い
う
の

⑲

で
あ
る
。
成
程
、
こ
の
よ
う

で
あ
れ
ば
ポ
リ
ス
は
良
く
統
治
さ
れ
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
Φ
茸
o
日
ド

の
下
で
は
庶
民
は
隷
属
す
る
。
彼
ら
に
と

っ
て
国

制

の
良
否
は
顧
慮
の
外
で
あ
る
。
こ
の
連
中
は
自
ら
が
践
雇
し
さ
え
す
れ
ば
良
し
と
の
事
で
、
悪
し
き
体
制
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
ア
テ
ナ
イ
の
体

制

に
対
し
て
合
理
的
説
明
が
与
え
ら
れ

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
に
関
し
て
で
あ
る
が
、

一
章

一
に
お
い
て
は
主
題
が
示
さ
れ
る
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
逐
次
、
論
証
さ
れ
て
い
く
と
い
う
体
裁
を
取
る
の

で
あ

っ
た
。
こ
の
点
よ
り
し
て
、
既
に

ソ
フ
ィ
ス
ト
的
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
自
身
是
認
は
せ
ぬ
が
ア
テ
ナ
イ
人
巧
妙
な
り
と

い
う

の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に

(
31
)

お
い
て
主
題
の
二
重
性
、
顕
然
た
る
も

の
が
あ
る
。
著
者
は
自
身

の
価
値
観
と
は
別
に
ア
テ
ナ
イ
の
政
治
体
制
を
讃
美
す
る
の
か
、
は
た
ま
た
嘲
弄
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

偽
ク
セ
ノ
ポ
ン
の
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
像
に
お

い
て
は
上
流
と
下
層
が
裁
然
と
二
分
さ
れ
て
い
る
。
中
間
の
階
層
は

一
切
存
在
し
な
い
か
の
如
く
で
あ
る
。
ア
リ
ス

(
32
)

ト
テ
レ
ス
流
中
庸
の
国
制
な
ど
そ
の
片
鱗
す
ら
示
さ
な
い
。
公
共
善
な
ど
民
主
政
下
で
は
考
慮
の
外
で
あ
り
、
万
事
、
階
級
利
益
に
奉
仕
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

偽
ク
セ
ノ
ポ

ン

『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』
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(33
)

こ
れ
は
単
純
化
、
甚
し
き
に
過
ぎ
る
の
で
は
な

い
か
。

上
流

エ
リ
ー
ト
層
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
放
縦
は
な
く
、
良
き
も
の
へ
の
配
慮
の
み
を
専
ら
と
す
る
と
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
事
実
に
反
す
る
と
し
か
言
う
べ

(
34
)

く
も
な

い
。
他
面
、
民
衆
は
畢
寛
口
腹

の
徒
で
あ

っ
て
、
無
知
蒙
昧
、
邪
悪

の
権
化
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
自
ら
の
利
益

に
は
敏
感

で
あ

っ
て
、
万
般
に
亘
り
そ
の
増

(
35
)

進

の
み
を
図
る
と

い
う
も

の
で
あ

っ
た
。
か
く
し
て
、
全
地
に
お
い
て
最
善

の
も
の
は
民
主
政
に
対
立
す
る
と

い
う
由
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
過
度
に

一
方
的
と
断

ず
る
他
は
な
い
。
個
人
に
せ
よ
社
会
階
級
に
せ
よ
、
こ
こ
ま
で
好
悪
を
極
め
ら
れ
る
も

の
で
は
な

い
。

(
36
)

役
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
将
軍
職
は
相
当
の
権
力
を
帯
び
、
ま
た
利
得
も
伴

っ
た
。
将
軍
は
戦
利
品

の
歯
獲
に
も
与

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
安
危
を
左
右
す
る

職
に
の
み
は
有
力
者
を
就
か
し
め
る
な
ど
と
表
現
す
る
の
は
適
切
を
欠
く

の
で
は
な

い
か
。
責
任
は
有
力
者
に
分
担
せ
し
め
、
民
衆
自
身
は
役
職
よ
り
手
当
を
得
て

安
逸
を
貧
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
そ

の
よ
う
な
手
当
は
些
少
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
将
軍
と
は
別
に
使
節
に
も
上
流
の
諸
士
が
多

(37

)

く
任
ぜ
ら
れ
た
。
こ
れ
も
金
品
の
授
与

を
受
け
る
事
、
稀
と
は
し
な
か

っ
た
。
こ
の
点
を
も
偽
ク
セ
ノ
ポ
ン
は
黙
過
す
る
の
で
あ
る
。

民
会
に
し
て
も
、
制
度
上
、
全
員
に
発
言
が
可
能

で
あ

っ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
さ
れ
ど
、
多
く
登
壇
し
民
会
或
は
評
議
会
を
領
導
し
た

の
は
主
と
し
て
有
力
者

別

と
見
ら
祉
羅
・
全
体
に
貧
民
が
言
わ
れ
る
程
に
檀
権
を
渾
う
の
で
あ
れ
ば
・
上
流
富
裕
者
層
の
珍
滅
に
迄
進
む
方
が
自
然
で
は
な
い
か
。
レ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
鯉
な
ど
中

り

(
40
)

(
41
)

途
半
端

で
あ

っ
て
、
土
地
再
分
配
や
財
産
没
収
、
放
逐
な
ど
を
行
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
に
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
過
激
民
主
政
は
そ
の
道
を
辿
る
事

が
あ

っ
た
。

(
42
)

偽

ク
セ
ノ
ポ
ン
と
し
て
も
同
盟
市
上
流
階
級
の
諒
鐵
迄
を
も
筆
に
上
し
て
い
る
で
は
な

い
か
。

『国
制
』

一
-
九
章
は
相
当
の
偏
向

を
含
む

の
で
あ
る
。
そ
れ
も
最
も
辛
辣
か

つ
底
意
地
悪
き
体
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
葬
送
演
説
に
お
い
て
ペ
リ
ク
レ
ス

(43

)

(
44
)

が
謳
い
上
げ
た
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
像

の
陰
画
と

い
う
趣
が
あ
る
。
偽
ク
セ
ノ
ポ
ン
に
お
い
て
は
ア
テ
ナ
イ
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る

「悪
の
学
校
」
な
の
で
あ
る
。
著

(45

)

者
は
民
主
主
義

の
ぎ
げ
「①
自
Φ
を
装

い
つ
つ
、
そ
の
実
、
そ
れ
に
痛
罵
を
浴
び
せ
る
の
で
あ
る
。

×

×

×

次
に

一
章
十
-
十
二
。
こ
こ
に
お
い
て
論
題
と
な
る
の
は
奴
隷
、
及
び
そ
れ
と
共
に
在
留
外
人
で
あ
る
。
ア
テ
ナ
イ
に
お

い
て
そ
れ
ら
の
放
恣
は
極
限
に
ま
で
達

(
46
)

し
、
連
中
を
打
郷
す
る
の
が
不
可
能
な

の
は
愚
か
、
奴
隷
は
道
を
譲
ら
ん
と
も
し
な

い
。
服
装
、
容
姿
に
関
し
て
ア
テ
ナ
イ
人
は
彼
ら
と
は
区
別
し
難

い
。
ア
テ
ナ



イ
に
て
奴
隷
が
豪
壮
に
暮
す

の
に
は
理
由
が
あ
る
。
海
上
支
配
あ
る
と
こ
ろ
、
金
銭
上
の
都
合
よ
り
奴
隷
に
隷
属
す
る
事
は
不
可
避
で
あ
る
。
昌
0
9

0
轟

を
得
ん

(
47

)

(
48

)

が
た
め
に
奴
隷
を
自
由
に
せ
し
む
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
を
も
ア
テ
ナ
イ
人
は
意
図
的
に

ひq
⇒
○
巳
愈

な
す
と
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
事
の
故
に
、
吾

(
49
)

(
50
)

人
と
し
て
は
奴
隷
ま
た
在
留
外
人
と

の
問
に
尻
Φひqo
冨

を
樹

て
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

(
51
)

ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
奴
隷
で
あ
る
が
、
そ
の
取
扱
は
他
邦
よ
り
も
寛
厚
で
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
。
衣
服
に
関
し
て
も
判
別
し
難
き

一
面
が
存
し
た
と
さ
れ
る
。
ア

テ
ナ
イ
の
細
民
は

①×
o巳

ω
や

o匡
8
昌
げ
卑
嘆
o
巳
鋤
ωoゴ
巴
○
ω
を
着
用
し
、
そ

の
点

に
お

い
て
奴
僕
と
の
差
違
僅
少
で
あ

っ
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
当
然
の
事
で
あ
る
が
、

(
52
)

上
中
流
の
市
民
に
関
し
て
は
そ
の
よ
う

な
事
は
な
か

っ
た
。
ま
た
、
髪
形
は
措
く
と
し
て
、
容
貌
を
め
ぐ

っ
て
も
、
奴
隷
は
小

ア
ジ
ア
系
多
数
と
し
た
故
、
ギ
リ
シ

ア
人
市
民
か
ら
は
自
ず
と
区
別
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
。

(
53
)

打
郷
云
々
は
如
何

で
あ
ろ
う
か
。

ア
テ
ナ
イ
に
は

ひ身
『巷
ゴ
①
ξ

ぴ
『①
o
ω
が
あ

っ
た
。
「何
人
か
暴
行
を
加
え
ん
か
、
如
何
な
る
ア
テ
ナ
イ
人
と
錐
も
告
訴
し
得
。
」

と
い
う
も

の
で
あ
る
。
法
律
が
保
護
す

る
対
象
に
は
自
由
人
男
女
、
子
供
と
共
に
奴
隷
も
含
ま
れ
た
。
「
ア
テ
ナ
イ
人
諸
君
、
奴
隷
で
す
ら
暴
行
さ
る
を
許
さ
じ
と

(
54

)

(
55
)

な
す
法
律

の
人
間
味
に
傾
聴
し
給
え
。
」
と

い
う
も

の
で
あ
る
。
然
る
に
、
主
人
は
自
己

の
奴
隷
を
打
郷
し
得
た
。
裁
判
に
際
し
て
奴
隷
を
拷
問
に
処
す
る
の
は
通

常
で
あ

っ
た
。

成
程
、
プ
ラ
ト

ン

『国
家
』

(α
①G。
じd
)
に
は
以
下
の
如
き
記
述
が
あ
る
。
曰
く
、
民
主
政
国
家

に
お
い
て
は
購
入
さ
れ
し
僕
碑
が
主
人
に
対
し
て
聯
か
も
劣
ら
ず

自
由
な
り
、
と
。
さ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
続
く
部
分
に
お

い
て
は
動
物
の
事
が
叙
さ
れ
る
。
民
主
政
の
ポ
リ
ス
に
あ

っ
て
は
動
物
ま
で
も
が
自
由
で
あ
る
。
馬
や
騙

(
56
)

馬
は
大
道
を
闊
歩
し
、
道
往
く
人
が
避

け
な

い
と
そ
れ
に
衝
突
す
る
、
と

い
う

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
以

っ
て
観
る
に
、
プ
ラ
ト
ン
は
民
主
政
を
戯
画
化
し
て
い
る
の

(
57
)

で
あ
る
。
彼

の
本
旨
は
そ
れ
に
対
し
罵
口言
読
誇
を
浴
び
せ
る
事
に
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
、
プ
ラ
ト
ン

『法
律
』
や
爾
他
の
文
献
を
綜
覧
す
る
に
、
ア
テ
ナ
イ
は

他
ポ
リ
ス
と
は
様
相
を
異
に
す
る
が
、
そ
れ
で
も
自
由
人
と
奴
隷
と
の
身
分
的
差
別
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
り
し
は
否
認
し
難
い
。

(
58
)

デ
モ
ス
テ
ネ
ス
に
よ
れ
ば
、
鴨
巷
ゴ
①
ゴ
旨
器
o
ω
の
目
的
は
共
同
社
会
に
安
寧
を
招
来
せ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
暴
行
は
国
家
に
対
す
る
犯
罪
行
為
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
を
防
遇
し
、
秩
序
を
回
復
せ
ん
が
た
め
に
そ
れ
は
立
法
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
被
害
者
の
如
何
を
問
わ
ず
、
行
為
自
体
が
処
罰
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
奴
隷

を
も
保
護
せ
ん
と
す
る
の
は
そ
の
た
め
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
偽
ク
セ
ノ
ポ
ン
は
何
を
語

っ
て
い
た
か
。
奴
隷
を
殴
打
す
る
事
が
許
さ
れ
る
と
、
自

(
59
)

由
人
が
奴
隷
と
誤
認
さ
れ
て
暴
行
を
受

け
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
防
止
す
る
の
が
目
的
と
な
る
。
こ
れ
は

ωo
身
巳
o
巴
9巳

筈
ω霞
α
で
あ
り
、
倒
錯
甚
し
と
言
わ
ず
ば

偽
ク
セ
ノ
ポ
ン

『ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』

(99)



大
手
前
大
学
論
集

第

13
号

(
2
0
1
2
)

な
る
ま

い
。

一
章
十

一
に
お
い
て
は
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ン
云

々
と
語
ら
れ
る
。
こ
れ
は
ア
テ
ナ
イ
と
三
章
十

一
を
別
と
す
れ
ば
具
体
的
地
名
の
現
れ
る
唯

一
の
例
。

『国
制
』
は
ス

(
60

)

パ
ル
タ
を
意
識
す
る
の
で
あ

っ
た
が
、
奴
隷
を
め
ぐ
る
数
節
で
は
そ
れ
が
顕
著
な
の
で
あ
ろ
う
。

ス
パ
ル
タ
で
は
奴
隷
と
の
身
分
差
、
厳
然
た
る
も

の
が
あ

っ
た
。

(
61
)

ヘ
イ

ロ
ー
タ
イ
は
特
別

の
服
装
を
強
制
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
取
扱
は
苛
烈
で
あ

っ
た
。
偽

ク
セ
ノ
ポ
ン
に
は
そ
れ
と
対
比
し
つ
つ
ア
テ
ナ
イ
の

「随
習
」
を
笑
殺

(
62
)

せ
ん
と
す
る
意
縛
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

(63

)

今
、

一
言
。

一
章
十

一
節

「海
上
支

配
あ
ら
ん
か
奴
隷
に
隷
属
す
。」

ア
テ
ナ
イ
に
お

い
て
奴
隷
が
主
人
と
は
別
箇

の
生
計
を
営
む
事
は
あ

っ
た
。
そ
れ
は
業
務

に
従
事
し
、

一
定
額

の
金
銭
を
主
人
に
上
納
し
た

(巷
o
旨
o
鑓
)
。
海
上
同
盟

の
下
、
ア
テ
ナ
イ
に
お
い
て
は
通
商
、
交
易
が
隆
昌
を
来
し
た
。
港
湾
労
働
者
や
荷
役
、

(64

)

御
者
、
案
内
人
等
々
の
需
要
が
増
大
し
た
と
見
ら
れ
る
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
に
よ

っ
て
良
く
致
富
を
な
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は

一
部
の
例
外
は
別
と
し
て
、
「
否
」

(
65
)

と
答
え
な
い
わ
け
に
は

い
か
な

い
。
こ
れ
に
主
人
が
依
存
し
た
と
な
す
わ
け
に
は
い
か
ぬ
の
で
あ
る
。
以
上
、

『国
制
』

の
奴
隷
を
め
ぐ
る
数
節
に
は
核
と
な
る
事

実
は
存
す
る
と
し
て
も
、
針
小
棒
大
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

×

×

×

(100)

一
章
十
三
、
公
共
奉
仕
。
こ
こ
で
は

レ
イ
ト

ゥ
ル
ギ
ア
が
富
裕
層
搾
取

の
手
段
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
支
出
を
強
制
さ
れ
る
の
は
有
産
者
に
し
て
、
民
衆
は
専
ら

利
得
を
貧
る
の
み
と

い
う

の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
当
然
、
自
覚
的
に
行
わ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
レ
イ
ト
ゥ
ル
ギ
ア
が
富
者
に
と

っ
て
負
担
と
な

っ

(
66
)

た
の
は
事
実
で
あ
る
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
に
は
名
誉
と
な

っ
た

一
面
が
あ
る
。
ま
た
、

コ
レ
ゴ
ス
や
ギ
ュ
ム
ナ
シ
ア
ル
コ
ス
は
美

々
し
き
娯
楽
を
提
供
す
る
事
と
な
り
、

殊
に
悲
劇
や
デ
ィ
テ
ユ
ラ
ン
ボ
ス
に
は
美
的
に
冠
絶
す
る
も
の
が
あ

っ
た
。
偽

ク
セ
ノ
ポ
ン
と
し
て
は
そ
う
し
た
側
面
は
捨
象
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
章
九
に

お
い
て
は
祭
儀
や
神
域
が
論
ぜ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
も
民
衆
は
肉
の
分
配
な
ど
利
得
に
与
る
の
み
と
さ
れ
る
。
他
方
、
ト
リ
エ
ラ
ル
キ
ア
は
国
家
防
衛
の
た
め
に
須

要
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
偽
ク
セ
ノ
ポ
ン
の
筆
を
以

っ
て
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
公
共
奉
仕

の
目
的
が
富
裕
者
苛
求
に
だ
け
存
す
る
か
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

(
67
)

(
68
)

 蜜
巳
①晩
巴
簿
叶巷
Φぎ
鋤
0
9
ユ
昌
で
あ
る
。
著
者
と
し
て
は
殊
更
に
醜
悪
な
側
面
に
の
み
目
を
注
ぐ

の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
ペ
リ
ク
レ
ス
の
葬
送
演
説
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

同
盟
諸
国
の
問
題
に
移
る
。

一
章
十
四
。
こ
こ
で
は
同
盟
市

の
上
流
階
級
を
ア
テ
ナ
イ
側
が
断
罪
し
、
下
層
民
を
強
化
す
る
旨
記
さ
れ
る
。
富
裕
層
が
優
位
を
占



め
る
と
ア
テ
ナ
イ
か
ら

の
離
叛
が
生
ず

る
か
ら
と

い
う

の
で
あ
る
。
同
盟
市
に
お
い
て
民
主
政
ポ
リ
ス
が
多
き
を
算
え
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、
ア
テ
ナ
イ
が

(
69

)

寡
頭
政
を
長
く
容
認
し
た
事
実
は
あ
る
。
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
戦
争
に
入

っ
て
も
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
で
は
少
数
者
が
支
配
し
て
い
た
。
ミ

ュ
テ
ィ
レ
ネ
も
そ
う
で
あ

っ
た

(
70
)

(
71
)

が
、
寡
頭
派
に
よ
る
叛
乱
が
鎮
定
さ
れ
た
後
に
民
主
政
が
導
入
さ
れ
た
例
は
多

い
。
し
か
し
、
然
ら
ざ
る
場
合
も
あ
る
。
ミ
レ
ト
ス
が
そ
う
で
あ

っ
た
し
、
サ
モ
ス

(
72

)

(73

)

も
そ
の
範
疇
に
入
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
74

)

同
盟
国
側
で
あ
る
が
、
そ
の
庶
人
層
が
常
に
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
治
に
心
を
寄
せ
た
も

の
で
は
な

い
。
同
盟
諸
邦

の
エ
リ
ー
ト
層
に
関
し
て
は
そ
れ
を
ア
テ
ナ
イ
側

(
75
)

の
有
力
者
が
甜
助
し
た
と
偽

ク
セ
ノ
ポ

ン
は
語
る
。
然
る
に
、
彼
ら
が
、
少
な
く
と
も
叛
乱
を
指
吸
、
支
援
し
た
と

い
う
事
実
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
帝
国
護
持
は

(
76

)

ア
テ
ナ
イ
に
と

っ
て
全
国
民
的
関
心
事

で
あ

っ
た
。
偽

ク
セ
ノ
ポ
ン
の
二
項
対
立
的
把
握
は
過
度
に
奔
る
と
言
わ
ず
ば
な
る
ま

い
。

『国
制
』

一
章
十
五
よ
り
す
る
と
、

ア
テ
ナ
イ
人
民
に
と

っ
て
は
同
盟
市
民
の
搾
取
激
烈
な
る
を
良
し
と
す
る
。
そ
れ
ら
が
底
辺
の
生
活
に
沈
倫
す
れ
ば
陰
謀
を

(
77
)

企
て
る
逞
も
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
著
者
の
胸
中
に
あ
る
の
は
主
と
し
て
年
賦
金
で
あ
ろ
う

(9
お
日
讐
帥
①
同ω喜

①
8
ぎ
)。
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス

(
78
)

簸
沓
瑚ぱ慧
謹
麹
耀
勃濾
P劉
船
嫉
秘
編
雛
隙繕
欝
狩
勤
蛸
耀
鰭
猷
㎜

(
80
)

イ
グ
ズ
に
よ
れ
ば
四
三
〇
年
代
に
お
い
て
年
賦
金
は
四
〇
〇
タ
ラ
ン
ト
ン
を
鍮
え
な

い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
同
盟
諸
邦
に
と

っ
て
金
額
自
体
と
し
て
は

(
81
)

(82

)

著
大
な
も

の
で
は
な

い
。

ペ
ル
シ
ア
支

配
下
に
お
い
て
も
そ
の
程
度
の
徴
収
は
あ

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

(
83
)

五
世
紀

の
エ
ー
ゲ
海
は
殊
に
四
五
〇
年
以
降
、
交
易
が
昌
運
を
迎
え
た
と
さ
れ
る
の
で
あ

っ
た
。
ア
テ
ナ
イ
に
よ
る
海
賊
掃
蕩
等
、
寄
与
す
る
と
こ
ろ
大
だ

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
以

っ
て
按
ず
る
に
、
同
盟
ポ
リ
ス
も
搾
取
さ
れ
る
の
み
の
関
係
と
は
称
し
難

い
。
偽
ク
セ
ノ
ポ
ン
は
こ
の
よ
う
な
側
面
に
対
し
て
も
殊
更
に

(84
)

目
を
塞
ぐ

の
で
あ
ろ
う
か
。
も

っ
と
も
、
大
戦
期
に
入
る
と
、
逐
年
、
ア
テ
ナ
イ
の
苛
敏
諒
求
甚
し
き
と
化
す
が
。

一
章
十
六
以
下
、
同
盟
市
民
に
対
す
る
裁
判
強
制
に
関
し
て
そ
れ
に
随
伴
す
る
利
益
が
列
挙
さ
れ
る
。
先
ず
供
託
金

胃
旨
き
①
冨

で
あ
る
が
、
偽
ク
セ
ノ
ポ
ン
の

筆
致
よ
り
す
る
と
、
そ
れ
よ
り

一
年
分

の
陪
審
員
手
当
が
充
当
さ
れ
る
如
き

で
あ
る
。
プ
リ

ュ
タ
ネ
イ
ア
と
は
主
と
し
て
私
益
に
関
る
裁
判
に
お
い
て
原
被
告
双
方

よ
り
預
託
さ
れ
た
も
の
。
金
額
は

一
〇
〇
か
ら

一
〇
〇
〇
ド
ラ
ク

マ
間
の
係
争
事
に
お
い
て
は
三
ド
ラ
ク

マ
、

一
〇
〇
〇
1

一
〇
〇
〇
〇
ド
ラ
ク

マ
問
に
あ

っ
て
は

(
85
)

そ
の
十
倍
に
上
る
。
と
こ
ろ
で
、
陪
審
員
手
当
の
総
額

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス

『蜂
』
(六
六
三
行
)
よ
り
す
れ
ば
年
間

一
五
〇
タ
ラ
ン
ト
ン
。
た
だ
、

偽
ク
セ
ノ
ポ

ン

『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』



大
手
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大
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集
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(86
)

(87
)

こ
れ
は
も
と
よ
り
誇
大
。
そ
の
実
額
は
例
え
ば
四
〇
タ
ラ
ン
ト
ン
程
度
で
あ
ろ
う
か
。
プ
リ

ュ
タ
ネ
イ
ア
の
合
計
額
に
関
し
て
は
掃
測
を
巡
す

べ
く
も
な
い
が
、
同

(
88
)

盟
市
民
の
裁
判
の
み
か
ら
で
は
到
底
四
〇
タ
ラ
ン
ト
ン
に
は
達
し
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
偽
ク
セ
ノ
ポ
ン
は
こ
こ
で
は
椰
楡
し
て
い
る
の
み
で
あ
ろ
う
。

一
章
十
七
に
叙
さ
れ
る
利
得
に
も
難
点
が
あ
る
。
ゴ
①惹

8
ω毎

が
関
税
で
あ

っ
た
と
し
て
、
裁
判
に
召
喚
さ
れ
る
者
が
多
量

の
商
品
を
持
参
し
た

の
か
。
ま
た
、

(
89
)

伝
令
が
何
故
に
潤

っ
た

の
か
な
ど
疑
問
が
生
ず
る
。
全
体
に
、
こ
れ
ら
収
入
に
関
し
て
も
偽

ク
セ
ノ
ポ
ン
の
視
点
は
余
り
に
も
卑
小
に
傾
く

の
で
は
な

い
か
。
こ
の

(90

)

点

に
お

い
て
も
ト

ゥ
キ

ュ
デ
ィ
デ
ス
と

の
差
違
は
顕
著
と
言
わ
ず
ば
な
る
ま
い
。
も

っ
と
も
、

エ
リ
ュ
ト
ラ
イ
や
カ
ル
キ
ス
に
関
す
る
法
令

(]≦
置
O
詔℃

)
や

「貨

幣
統

一
令
」

(]≦
E
α
)、
「
ク
レ
イ

ニ
ア
ス
法
令
」

(冨
口
①
)
な
ど
よ
り
窺
知
さ
れ
る
よ
う

に
、
海
上
同
盟
諸
国
に
対
し
、
ア
テ
ナ
イ
は
司
法
そ
の
他

の
面
に
お

い

て
相
当
程
度
容
啄
の
度
を
深
め
て
い
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
裁
判
に
付
随
す
る
収
入
も
或
は
増
加
し
た
か
も
し
れ
な

い
。
裁
判
強
制

の
実
数
が
臆
度
の
域
す
ら
鍮
え
る

の
は
憾
み
多
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
91
)

総
じ
て
、
『国
制
』

一
章
十
四
-

二
十

に
関
し
て
は
喜
劇
的
色
調
が
看
過
し
難

い
。
搾
取
、
抑
圧
さ
れ
る
同
盟
諸
国
民
と
傲
岸
な
る
ア
テ
ナ
イ
民
衆
と
の
対
比
が

隊
辞
繕
羅
蕪
戦
纈
姉鐸
響
無
㎞鯉
諜
礁
な麟

篇
雛
聲
鰹
鵬
簿
慰
に
㎜

し
ょ
う
じ
ん

す
る
小
人

の
姿
を
如
実
に
描
い
て
余
薙

が
な

い
の
で
あ

っ
た
。

一
章
十
八
に
お

い
て
は
、
同
盟
市
関
係
の
裁
判
が
ア
テ
ナ
イ
に
て
実
施
さ
れ
な
い
場
合
、
同
盟
民
は
海
外
に
渡
る
将
軍
、
三
段
擁
船
長
、
使
節
の
み
に
敬
意
を
表

い
で

す
る
で
あ
ろ
う
と
記
さ
れ
る
。
そ
れ
ら

に
任
じ
ら
れ
る
の
は
名
門
富
裕
者
多
数
と
な
す
の
で
あ

っ
た
。
民
衆
は
海
外
に
出
ず
と

の
由
で
あ
る
。
「家
郷
に
座
し
な
が
ら
、

(
93
)

(
94
)

船

に
て
航
行
せ
ず
し
て
」
で
あ

っ
た
。

さ
り
な
が
ら
、

一
章
十
四
に
は

「
(諸
市

へ
)
出
航
し
」
と
あ
る
。
主
体
は
ア
テ
ナ
イ
人
民
で
あ

っ
て
そ
れ
が
誹
誇
を
事
と

(
95
)

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

一
章
十
九
、
海
外
資
産
と
諸
役
の
故
に
民
衆
と
そ
の
従
僕
が
期
せ
ず
し
て
操
舵
術
を
習
得
し
た
と
な
す
。
対
外
資
産
に
は
ク
レ
ル
キ
ア
も

包
含
さ
れ
た
筈

で
あ
る
か
ら
、

一
般
人
も
ア
テ
ナ
イ
と
外
地
を
往
来
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

「海
外
で
の
諸
役
」
を
め
ぐ

っ
て
は

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

『ア
テ
ナ
イ
人

の
国
制
』
二
十
四
章
三
に
そ
の
数
七
百
と
あ
る
。
こ
れ
は
過
大
視
さ
れ
る
事
も
あ
る
。
た

だ
、
ア
テ
ナ
イ
よ
り
同
盟
諸
邦
に
は
プ

ル
ラ
ル
コ
ス
、

エ
ピ
ス
コ
ポ
ス
、

ア
ル
コ
ン
の
他
に
も
相
当
数

の
役
人
が
派
遣
さ
れ
た
模
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
七
百
は

い

(96
)

ざ

知

ら

ず

、

そ

れ

で
も

多

量

に
上

る
事

は

確

か

で

あ

る

。

か

つ
、

そ

れ

ら

は

、

通

常

、

一
年

任

期

で

あ

っ
た

ろ
う

。

そ

れ

を

ペ

ン
タ

コ
シ

オ

メ

デ

ィ

ム

ノ

イ

、

ヒ

ッ



(
97
)

ペ
イ
ス
の
み
に
て
充
当
す
る
の
は
困
難

で
あ

っ
た
ろ
う
。
か
く
し
て

一
章
十
六
は
同
十
九
と

の
矛
盾
も
回
避
し
難
い
。
「郷
里
に
座
し
つ
つ
」
は
民
衆
の
権
力
、
安

楽
を
格
別
に
強
調
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な

い
か
。
偽
ク
セ
ノ
ポ
ン
と
し
て
は
自
己
の
信
念
を
吐
露
す
る
の
で
は
な
く
、
場
面
場
面
に
お

い
て
効
果
的
な
る
立
言
を

な
す
の
み
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
98
)

一
章
十
九
を
承
け
て
、
二
十
に
お
い
て
は
以
下
の
如
く
記
さ
れ
る
。
ア
テ
ナ
イ
の
庶
民
は
「航
海

の
経
験
と
訓
練

日
①
蚕
Φ
と
に
よ
り
て
優
秀
な
る
操
舵
手
と
化
す
。
」

(99

)

い

「大
衆
は
生
涯
に
亘
り
予
め
訓
練
を
積
み
し
故
、
乗
船
す
や
瞬
時
に
し
て
艦
船
を
駆
る
を
得
る
。
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
異
な
ら
ず
や
。

一
章
五
な
ど
に
お

い
て
作
者
は
慢
罵
を
恣
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
下
層
の
衆
は
無
知
、
悪
疎
、
自
堕
落

の
化
身
で
は
な
か

っ
た
の
か
。
か
く
な
る
愚
衆
が
秀
逸
な
る
海
員
た
り
得
た

(
㎜
)

(
期
)

の
か
。
実
際
、
三
段
擁
船
は
相
当
の
技
偏
を
必
要
と
し
た
。
習
練
が
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
優
秀
な
る
海
軍
を
支
え
た
の
で
あ
る
。
重
装
歩
兵
の
評
判
と
は
裏
腹
で
あ

っ

(
201
)

た
。
こ
こ
で
、
重
大
な
る
齪
齪
が
生
じ
る
。
作
者
は
自
ら
の
議
論
を
根
本
よ
り
損
壊
せ
し
め
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
彼
に
と

っ
て
は
そ
の
場
に

(301
)

お
け
る
真
実

の
み
が
重
要

で
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
。×

×

×

二
章
八
、
こ
こ
で
は
以
下
の
如
き
が
語
ら
れ
る
。

ア
テ
ナ
イ
人
は
凡
ゆ
る
種
類
の
言
葉
を
聞
い
て
、

一
つ
を

一
方
よ
り
、
別

の
も
の
を
他
よ
り
選
択
し
た
。
他
の

ギ
リ
シ
ア
人
が
自
身

の
言
葉
、
生
活
様

式

(或
は
食
事
)、
衣
服
を
優
先
す
る
の
に
対
し
、
ア
テ
ナ
イ
人
は
全
ギ
リ
シ
ア
人
と
バ
ル
バ
ロ
イ
よ
り
混
合
さ
れ
た
も
の

を
用

い
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
言
語
に

つ
き

一
言
の
み
触

れ
る
が
、
ア
ッ
テ
ィ
カ
に
は
他
処
よ
り
多
く

の
語
が
流
入
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
「
凡
ゆ
る
言
語
」
や
、

(聖

更

に

は

「
全

ギ

リ

シ

ア
人

と

バ

ル

バ

ロ
イ

よ

り

混

合

さ

れ

し

言

語

」

は
尋

常

を

欠

く

。

こ

れ

は

カ

リ

ン
カ

を

し

て
言

わ

し

め

れ

ば

ぐ
卑
ひq
①
芝
p
匡
晦
巨

ひq
匹
①
『
壽

げ
同
ゴ
①
騨

で
あ
る
。
或
は
む
し
ろ
虚
誕
と
称
す
べ
き
か
。

(
囑
)

二
章
十
四
に
お

い
て
は
ア
ッ
テ
ィ
カ
島
喚
な
り
せ
ば
と
語
ら
れ
る
。
そ

の
場
合
、
敵
に
躁
躍
さ
る
事
な
き
な
り
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
現
今

身
昌
、
ア

(
601
)

テ
ナ
イ
人

の
う
ち
農
民
と
富
裕
者
は
む
し
ろ
敵
に
詔
う
。
他
方
、
民
衆
は
彼
ら
の
も
の
が
焼
却
も
破
壊
も
さ
れ
ぬ
事
を
承
知
す
る
の
で
、
敵
に
阿
る
事
も
な
く
催
れ

ず

に
生
き
る

巴
①
○
ω
N像
。
籠
城
作
戦
が
こ
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

偽
ク
セ
ノ
ポ
ン

『ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』

(103)
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こ
れ

を

め

ぐ

っ
て

は
先

ず

「
民

衆

」

α
Φ
目
o
ω
。

こ

れ

は

こ

こ

で

は

無

産

大

衆

、

即

ち

テ

ー

テ

ス

に

限
定

さ

れ

る
と

思

料

さ

れ

る

。

農

夫

は

そ

れ

に

は
含

ま

れ

な

い
。

デ
　
モ
ス

こ
の
箇
所
に
お

い
て
農
民
は
上
流
富
裕

層
と

一
括
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
な
る

「民
衆
」
は
通
常

の
用
法
と
は
抵
悟
を
来
す
。
『国
制
』
に
あ

っ
て
も
、

(
701
)

一
章
二
で
は
デ
ー
モ
ス
は
テ
ー
テ
ス
を
中
心
と
す
る
か
の
如
き
で
あ
る
が
、
他
処
で
は
、
そ
の
点
、
曖
昧
で
あ
る
。

二
章
十
四
に
お
い
て
格
別
の
使
用
が
な
さ
れ
る

(
照
)

の
は
下
層

の
放
騨
を
際
立
た
せ
ん
と
す
る
底
意
が
あ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
テ
ー
テ
ス
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
失
う
べ
き
何
物
も
持
た
ぬ
故
、
敵

の
来
冠
を
迎
え
て
も
真
に
泰
然
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス

(901
)

(
『
①α
N゚
)
に
よ
れ
ば
、
該
時
期
、

一
般
民
衆
も
僅
か
の
所
有
を
奪
わ
れ
て
苦
痛
を
覚
え
た
。
市
部

の
居
住
条
件
も
悪
化
し
た
。
そ
の
中
に
あ

っ
て
、
疫
病
が
狙
獄

を
極
め
た
。
当
然
、
テ
ー
テ
ス
に
も
発

死
す
る
者
が
多
数
を
算
え
た
筈
で
あ
る
。
ま
た
彼
ら
は
艦
船
に
搭
乗
し
た
。
厳
し
き
訓
練
に
も
耐
え
、
戦
闘
に
も
従
事
し
た

(m
)

(
m
)

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
を

「憂
催
な
し
に
生
き
る
」
と
記
す
の
は
事
実
に
反
す
る
。

「農
民
や
富
裕
者
が
敵
に
誼
を
通
ず

る
」
と
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ル
キ
ダ
モ
ス
戦
争
中
に
は
そ
の
よ
う
な
事
実
は
知
ら
れ
て
い
な

い
。
農
民
に
関
し
て
は
、

(
㎎
)

そ
蒲
翫

P
い
鰍

髪

鞘

嶽

け
断
縮

籍
謄

ギ
志

髪

誓
約
の導

同
+
全

豆馳
な
ど
であ
っ董

垂

に迄

鵬

亘
れ
ば
際
限
な
き
程
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
こ
こ
で
は
省
略
に
付
す
る
。
如
上
の
み
で
も

『国
制
』
の
特
徴
は
判
知
す
る
に
足
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
綜
覧
す
る
に
、
『国
制
』

の
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
像
は
極
端
に
奔
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
歪
曲
、
偽
言
の
類
に
は
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
が
あ

っ
た
。
そ
れ
ら

は
何
れ
も
民
主
政
を
罵
倒
し
尽
す
体

の
も

の
で
あ

っ
た
。
こ
の
点
に
お

い
て
作
者

の
意
図
は
奈
辺
に
存
し
た

の
か
。
解
釈
の
可
能
性
は
二
つ
あ
ろ
う
。

一
つ
に
は
、

愚
衆
の
悪
虐
に
対
す
る
盆
怒
が
奔
出
し

て
悪
罵
を
連
ね
る
結
果
に
畢

っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
彼

の
頑
迷
固
随
は
度
し
難
き
も
の
と
な
ろ
う
。
本
稿

の
論
調
よ
り
す
る
と
こ
の
種

の
解
釈
は
既
に
し
て
然
ら
ざ
る
も

の
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
点
、
確
証
を
得
る
た
め
に
、
以
下
、
三
箇
所
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

そ
の

一
は

一
章
二
十
、
水
軍
の
訓
練

で
あ
る
。
こ
れ
は
嚢
に
扱

っ
た
。



(聖

三
章
七
。
こ
こ
で
は
判
決
を
下
す

の
は
少
数
者
た
る
べ
き
と
い
う
説
が
議
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
採
用
し
た
場
合
、
法
廷
の
数
を
縮
減
し
な

い
限
り
、
各
法
廷
に
お

(
511
)

け
る
陪
審
員
は
少
数
と
な
る
。
さ
れ
ば
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
買
収
は
容
易
と
な
り
、
正
義

の
裁
き
は
遥
か
に
少
数
と
化
す
、
と
記
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
少
数
者
が

(
611
)

裁
く
と
は
寡
頭
政
原
理
で
あ
る
。
偽
ク
セ
ノ
ポ
ン
は
そ
れ
を
真
向
か
ら
否
認
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
宛
然
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と

っ

て
誰
が
主
権
者
た
る
べ
き
か
は
重
大
な
問
題
で
あ

っ
た
。
そ
の
議
論

の
過
程

に
お
い
て
大
衆
は
能
く
判
断
し
、
少
数
者
よ
り
も
腐
敗
し
難

い
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
偽
ク
セ
ノ
ポ

ン
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
同
じ
く
民
主
政
擁
護
論
を
展
開
す
る
結
果
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

今

一
つ
、
三
章
十
二
。
こ
こ
に
お
い
て
は
民
主
政
下
、
不
当
に
市
民
権
を
剥
奪
さ
れ
た
者
は
少
数
を
算
え
る
の
み
と
叙
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
続
く
十
三
、

(田
)

「不
当
な
る
職
務

の
執
行
、
適
切
な
ら
ざ

る
発
言
や
行
為
、
こ
れ
ら
か
ら
ア
テ
ナ
イ
に
て
は
市
民
権
剥
奪
さ
る
。」
と
言
わ
れ
る
。
か
く
し
て
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
は
安

泰
と

い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
刮
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
著
者

の
本
来
的
立
場
か
ら
は
正
反
対
で
は
な

い
か
。
ア
テ
ナ
イ
に
お

い
て
は
民
主
政

の
下
、
権

力
行
使
が
正
当
に
行
わ
れ
る
と
主
張
す
る
事
に
な

っ
て
し
ま
う
で
は
な

い
か
。

以
上
三
箇
所
に
お

い
て
作
者
は
自
ら

の
議
論
を
殿
損
す
る
。
こ
れ
は
何
を
以

っ
て
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
該
著
書

の
冒
頭
を
想
起
し
よ
う
。
そ
こ
で
は
作
者
自
身

は
是
認
せ
ぬ
が
民
主
政
擁
護
論
を
展
開
す
る
旨
記
さ
れ
て
い
た
。
然
る
に
、
彼

の
実
際
な
し
た
事
は
ア
テ
ナ
イ
民
主
政
治
を
極
悪
非
道
の
体
系
と
し
て
描
出
す
る
事

で
あ

っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
彼
は
仮
面
を
二
重
に
被
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
的
で
あ
る
。
彼
の
民
主
政
論
に
も
、
当
然
、
仮
構
た
る
側
面
が
あ

っ
た
。

(
811
)

そ
れ
は
彼
に
と

っ
て
も
過
度
に
シ
ニ
カ

ル
、
人
工
的

で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
徹
し
切
れ
な

い
要
素
が
上
記
三
箇
所
と
な

っ
て
現
れ
た
の
で
は
な

い
か
。

こ
れ
に
よ

っ
て
観
る
に
、
彼
は
狂
信

者
な
ど
で
は
な
か

っ
た
。

『国
制
』
は
往

々
に
し
て
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
り
、
ま
た
皮
肉
、
嫌
味
も
散
見
さ
れ
た
。
こ
れ
は
精

(911
)

神

の
余
裕
を
物
語
る
。
彼
は
気
質
的
に
は
反
民
衆
的

で
あ
る
が
、
民
主
政
を
そ
れ
な
り
に
認
め
る

一
面
も
存
し
た
。
彼
に
は
ま
た
、
寡
頭
派

の
裏
面
も
見
え
た
。
党

派
精
神
に
埋
没
し
な

い
と
い
う
点
で
も
彼
は
拗
ね
者

で
あ

っ
た
。
超
然
と
し
た
立
場
よ
り
民
主
派
、
寡
頭
派
双
方
を
冷
笑
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
事
を
な
す
た
め
に
は

一
定
の
知
性
を
具
備
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

ソ
フ
ィ
ス
ト
的
と
は
上
に
叙
し
た
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
に
は
用
語

(
021
)

法

や
価
値
の
相
対
化
よ
り
も
瞭
々
た
る
も

の
が
あ

っ
た
。
彼
は

ソ
フ
ィ
ス
ト
運
動
な
ど
新
思
潮

の
洗
礼
を
受
け
、
そ
れ
ら
を
武
器
と
し
て
慧
眼
と
は
言
わ
ぬ
迄
も
、

相
当
冷
徹
な
る
認
識
に
達
し
得
た
の
で
あ
る
。

(
121
)

詮
ず
る
と
こ
ろ
、

『国
制
』
に
数
多
き
誇
張
、
虚
語
は
遊
戯
精
神
の
所
産
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
当
然
、
意
図
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。
さ
れ
ば
、
吾
人
と
し
て
は

偽
ク
セ
ノ
ポ

ン

『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』
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そ
れ
を

ソ
フ
ィ
ス
ト
流
演
示
的
作
品
と
な
す
べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
『国
制
』

の
措
辞
語
法
、
布
置
結
構
、
拙
劣
に
過
ぎ
る

か
ら
で
あ
る
。
公
開
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
全
般
に
彫
琢
を
施
す
べ
き
で
あ

っ
た
ろ
う
。
或
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
習
作
、
草
稿

の
類
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
か
す
る
と
、

(
221

)

閑
人
に
よ
る
筆
の
す
さ
び
、
個
人
的
書

簡
な
ど
で
あ

っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
点
は
永
遠
の
謎

で
あ
ろ
う
。

何
れ
に
せ
よ
、

『国
制
』
は
ペ
ロ
ポ

ン
ネ

ソ
ス
戦
争
下
の
ア
テ
ナ
イ
と
い
う
衆
愚
政
的
状
況
の
顕
在
化
し
た
時
期
に
お
け
る

一
知
識
人
の
内
面

の
記
録
と
も
言

い

得
る
。
そ
の
点
、
同
時
代
の
操
触
者
と
較
量
す
る
の
も
興
な
し
と
は
し
な
い
。
こ
の
作
は
相
当
に
屈
折
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
、

い
わ
ば

「裏
か
ら

見
た
ア
テ
ナ
イ
史
」
で
あ

っ
た
。
そ
の
意
味
で
も

こ
れ
は
価
値
を
失
わ
な
い
の
で
あ
る
。

(
1
)

(
2
)

(
3
)

(
4
)

(
5
)

(
6
)

(
7
)

(
8
)

(
9
)

註

本

稿

に
お

い
て
は

『国
制

』

と
略

記

す

る
。
ま

た

以
下

の
論

著

は
著

者
名

の
み

に

て
示

す

。
国
゜
閑
巴
一爵

P

b
討

笥
§

織
嚢
§

魯

ぎ

ミ
帖題
ミ

凄
◎
毒

≧

自
O
』
壺

鴇

汀

号
N齢

屋
昌
ユ
bd
①
臣

戸

巳

罠

旧
口
書
聞
二
ωO
貫

寒

鴨
G
Q蕊

ミ

ミ
帖o
ミ
亀

ミ
鴨
』
ミ
§

旨

議

"
O
O
O
Φ
⇒
げ
P
ひq
①
昌

巳

ω
刈
旧
〉
°
類

O
O
8

8
ρ

爵

Φ

O
匡

O
自
ひq
鉾

O
戸

§

ミ

穿

⇔
§

§

O
ミ
簿

§

ミ
遷

o
ミ
織
ト
ミ

ミ

ミ
蚕

O
×
♂
『
α

巳

①
卜。

(題

B

ω
ε

箪

目
口

逡

O
)

旧
旨

r

]≦
9。
『
雫
"

』
°
寄

o
ユ
①
ρ

寒

鳴
6
N亀

9

誉

§
討
、"
O
昏

a

卜。
O
O
O。
旧
O
°
<
8
ぴ
P

雰

§

§

き

ミ
ミ
}ぎ

§

b
爵

諄

さ

綾
ミ
蹟

織
ミ

』
ミ
鳴ミ
ミ
L
)
p
「日

ω鼠
象

N
O
δ

゜

口
」
≦
q
目
①
学
ω
q
薗
び
ぎ
ひq
"
醇
曾

ミ
黛
厭ミ
マ
肉
o
ミ

N籔
8

b
紺

ミ
駐

ら
ミ

恥さ

忌

ミ

ミ

恥
ミ
ミ

亀
ミ

ト
ミ
鴨
ミ
§

き

篭
ミ
轟

§

博
ω
ロ
O
箪

企

H
O◎
○。
♪

①
㊤
-刈
9

国
⊆

]≦
Φ
<
Φ
5
き

δ
ら譜
ミ
ミ

ミ
§

、
ミ
、§

O
鴨逡
ミ
も
ミ
鳴

F

目
巴
す

H
O。
㊤
㊤

博
ら
8

-お

ら

脳
〉
°
聞
ロ
吋
ρ

罠

Φ
..9

α
9

同ひq
母
o
げ
、、℃
9

9
ミ

6
ご
ミ
ミ

こ

ミ
』
ミ

蝋鴨
ミ

O
ミ
ミ
魯

冨

置
Φ
昌

一
㊤
○。
ら

(曾

§

ミ

ミ

Q
§

魯

ミ

、§

Q

員

昌
㊤
竃

)
鴇

6

0。山
旨

他

。

こ

れ

ら

の

中

に

も

、

当

然

、

偏

差

は

見

受

け

ら

れ

る

。

⊂
°
〈
8

ξ

臣
9
目
o
註

寧

竃

0
9
一Φ
&

o
ヰ
h
工
§

、ミ
ミ
題

ミ
ミ
織
工
ミ
§

炉
じu
①
臣

口

昌
。゚
㊤
ω

(7
閣餌
O
げ
自
『
信
〇一く
°
じd
Φ
『嵩
】日
目
㊤
①
①
)
藁

コ

〉
昌
目

゜
刈
卜。
°
こ

れ

は

如

上

の
学

説

と

は

直

角

に

交

叉

す

る

。

か

く

両

端

あ

る

際

、

ゴ

ム

な

ど

も

述

べ

る

よ

う

に

、

真

理

は

何

れ

に

も

な

き

が

通

例

で

あ

る

。

O
o
日

日
ρ

α
食

内
』

O
Φ
冒
①
δ
b
蝋鴨
曾

壷
ミ
W
竃

ミ

⑦
ミ
ミ
鳴
亀
ミ

』
ミ
§

§

寒

、
ミ
覇

導
田

昌
N
9
ω
O
げ
『痒

①
口
ω
博
お

○0
8

㊤
P

「
「
凶
ω
O
戸

目
O
トっ
-
目
O
OO
鴇
目
①
QO
°

O
①
蒔
Φ
5

ミ
)°
亀
跳

㊤
トの
-㊤
QO
°

O
O
目

日

ρ

切
卜○
°

O
h

国
゜
=

o
巨

℃
N
①
詳

信
昌
ユ

N
≦
①
o
評

⊆
興

窃

Φ
ロ
自
o
×
①
昌
o
冒
ゴ
o
昌
鉱
ω
o
げ
Φ
口
』

ミ

鳴
ミ
ミ

§

ぎ

ミ

ミ
8

D

澗
島

藁

㊤
α
ρ

GQ
ら
゜

密

団
昌
吋
9。
w
b
討

跨

§

織
嚢
§

ミ
》誉
oミ

詠
ミ

鳴
卜
◎
轟

」〈

自
O
卜
曇

鴇
ら
甲
α
㊤
馴
己
書
℃
「
9
Φ
ひq
O
日
①
昌
9
N
屋
『
O
ω①
屋
ユ
O
×
①
旨
O
O
げ
O
旨
鉱
ωO
げ
Φ
⇒
〉
①
=
Z
≧

◎
Z

口

O
>
目

一♪

ミ
団§

ミ

砺
ミ
ミ
§

昌
OQ
口

○◎
㊤
ρ

㎝
○◎
面
⑩
゜

本

稿

註

(
1

)
。

(106)



(
10
)

(
11
)

AA

1312口 口

AA

1514口 口

　

19口

　 　 　
181716口 口 口

AA

2120口 口

 

(
22
)

AA

2423口 口

　

28口

　 　 　
272625口 口 口

同

註

(2

)
。

`

…
耳

§

興

卑

諺

8

ω
α
①
目

ぎ

碁

ω
ω
興

巨

ヨ

9

2

寄

一鉱
犀

α
Φ
二

)
Φ
日

。
ξ

巴

①
茸

α
α
巽

】)
巴

①
ひq
巨

ひq
鳶

巽

竃

&

<
Φ
二
げ
①
邑

H
、.

(]円
ユ
゜
7
臼
①
図
①
5

魯

゜
ら帖、°
ら
O
bO
ぎ

=
P
°
昌
)
°

o
h
ζ
邑

①
〒
Q。
自
薗
び
ぎ
ひq
鴇
愚

゜
昏鋒

嵩

α
-嵩

S

冗

談

を

見

出

す

者

は

ア

ン

グ

ロ

・
サ

ク

ソ

ン

系

に

多

き

か

と

の
感

が

あ

る
。

本

文

九

四

ペ

ー

ジ

。

ミ

ュ

ラ

ー

・
シ

ュ
ト

リ

ュ

ー

ビ

ン

グ

も

本

文

九

四

ペ

ー

ジ

。

ζ

゜
日
お
F

勺
の
歯゚

①
口
0
9

0
戸

∪
°
蓼

醇
絹

ミ

誠
曾

ミミ
ミ
さ

鳶

卜。
窓

ぎ

①
U
(』

口

㊤
①
N

H
㊤
ざ

゜
ま

た

写

凶ω
o
戸

旨

N

9

ミ

鈍

ら
。゚
口

O
ド

更

に

○

冨

α
⊆
P

貯

ら
§

肋ミ

ミ

軌§

亀
、

』
§

ミ

ζ

§

.ミ

簿

さ
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愚
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§

㌔

巴

巴

零

ρ

声
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゜
内
巴
ぎ
ざ

①
ω二
Φ
の
窪
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三

口
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ω
9

ω
勺
ω
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喜
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9

ω
窪

ω
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×

①
ヨ
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ω
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ロ
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ユ
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①
゜
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①
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Φ
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..ω
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ρ
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R
ぼ
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Φ
①
ω
8
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3

a
ゴ
巳

巨
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巳
日
①
」
げ
宮

ω。
三
①
Φ
馨
8

三
Φ
日
o
。
邑

⇒
α
2
9。
只
Φ
巨

曾
①
昏
9
一9。
ω
ω
。
。
§

団2

岳
σ
巳
①
目

ρ
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°
口
。
ヨ
び
δ
壽

お
爵

①
O
ミ

9
雪

§
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ω
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巳
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歯
①
8

嘗

8

.監

§

ミ

篤ミ

き

ミ
§

)
曽
巳

爵

琴
旨

置
①
ω
渉

「
。
・
喜

0
8

霞

蜜
∪
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8
「
葺
①
O
ミ

9
誉

§

四
寄

塗

①
血
-

』
9

ω
8

＼
=
Φ
冨

Z
芭

ω8

＼
容

甑
塁
叶魯

(①
α
ω
)゚
き

駐

節
き

、§

恥
゜
鱒
ミ

§

ミ

ぎ

ミ

ミ
乙

ミ

瀞
§

ミ
韓

O
ε

8
訂

ひq
8

N
8
ρ

ホ
ー

ン
ブ

ロ
ウ

ア
ー
は

カ

リ

ン
カ

の
躍

跡
を
履

む

と

こ
ろ
少

な
し

と
し

な

い
。

勾
゜
O
ωぴ
。
ヨ
ρ

§

鳴
O
ミ

9

督

§
誉
鴇
ぎ

巳

8

8

0
企
コ

ら
゜

ζ
霞
雫
寄

o
自
①
ω
゜
殊

に

一
五

ペ
ー
ジ

。

こ
れ
ら

は
該
著

を

同
時

代

の
作

と

す

る
。

§

鉢

9

>
書
昌

密

房
程
○
ρ
自
討
ミ
遷

隷

愚

鳴
ら
ミ

題

§

雰

さ゚

謡
愚
討
§

げ
』
ミ
§
ミ
§

き

ミ
巴
3

∪
陶ω
ω
゜
〉
α
①
一9。
匡
①
b。
O
O
H
を
参

看

し
得

な
か

っ
た

の
は
重

々
遺

憾
と

す

る
と

こ

ろ
で
あ

る

。

9

『
°
ζ
p
目

b

漕
b
§

鑓

ミ
§

織
§

防
§
ミ
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巴

ぎ

ト。
8
N
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㊤
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壽

ぴ
①
5
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県

そ

の

他

中
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Φ穿

Φ
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9

貫
母
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げ
Φ
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ζ

①
ω
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>
旨
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ξ
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Φ
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蒔
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昌
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N
霞
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①
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o
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ロ
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ユ
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ω
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旨

゜
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O
げ
円゚
ぎ
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ミ
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°。

博
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O
O
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添

な

ど

。

b。
』

9

ヨ
Φ
o
⇒
8
信

⊆
①
ヨ

o
F

こ

の
意

味

は

本

文

に

記

し

た

如

く

で

あ

ろ

う

。

た

だ

、

こ

れ

と

酷

似

す

る

表

現

が

二

章

十

九

に

あ

る

。

こ

れ

と

の
関

連

は

ま

た

解

釈

上

、

難

物

で

は

あ

る

。

9

0
Φ
蒔
Φ
5
愚

゜
ミ

゜
G。
N
匿

ヨ

゜
一
゜

二
章

二

十

は

…

…
ユ
、Φ
ひq
O
で

始

ま

る

が

、

こ

れ

は

強

調

を

意

味

す

る

の

で

あ

ろ
う

。

o
h
密

臣

吋
9。
b

紹

書

き
ミ
゜
ら
H

近

年

で

は

ヨ

O
°
聞
o
「
「①
ω戸

寒

鳴
肉
ミ
鳴寒

ミ

鳴
9

0
ミ
簿

b
§

°
らミ

§

8

巳

8

巳

①
ρ

卜。
ま

二
)
°
Q。
8
0
耳
o
P

§

鳴

Ω
o
旨
詩
ミ

』
ミ
§

賊§

b
§

ミ

ミ

§

○
昏

「
α

目
㊤
㊤
ρ

目
①
㊤
゜

時

期

は

ア

ル

キ

ダ

モ

ス

戦

争

中

で

あ

ろ
う

。

本

篇

註

(
501
)
。

ホ

ー

ン

ブ

ロ
ウ

ア

ー

は

こ

の
点

を

論

究

す

べ

き

で

あ

っ
た

。

∩
}O
目

【口
①
鴇
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㊤
-ら
一
゜

き
軌織
゜
ら
目ーら
刈
゜
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偽
ク
セ
ノ
ポ

ン

『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』



大
手
前
大
学
論
集

第

13
号

(
2
0
1
2
)

(
29
)

(
30
)

(
31
)

　

34口

　 　
3332口 口

　

38口

　 　 　
373635口 口 口

 

(
39
)

(
40
)

こ
れ

は

o
年

①
ω
8
詑
ぴ
①
圧
ω
8
押
ひq
Φ
目

巴
9

巨
o
屋
忽
9

な
ど
と

表

現
さ

れ

る
。

下

層
民

は

0
8

2
9

0
げ
①
畔
o
諺

な
ど

で
あ

る
。

こ
れ

ら
用
語

の

一
覧
表

は

マ
ー

1ー
ロ
ウ
ズ

(
目
コ
ー嵩
卜。
)

に
あ

る
。
p
ひq
卑
げ
9

Φ
ω叶巨
o
凶
と

犀
艮

〇
一
を

対

比
せ

し
め

る

の
は
ギ

リ

シ
ア

の
詩

文

に
お

い
て
昔

時

よ
り
行

わ

れ
る
事

が
あ

っ
た
。
上

流
富

裕
層

と

下
層

民
を

か

く
区

別
し

た

の

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
語
彙

に

関
し

、

五
世
紀

に
入

っ
て
変
化

が
生

じ

た
と
唱

え

ら
れ

る
。

こ
れ

ら

の
表

現

が
多
彩

と

化

し
、

か

つ
、

意
味

が
強

調

さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。
例
え

ば

ア
リ

ス
ト

パ
ネ

ス

「
騎
士
』

や

「蛙
』

に
お

い
て
は

犀
巴
o
貯
9
ひq
讐
げ
9

Φ
⊆
αq
Φ
昌
Φ
凶ω
や

0
8

①
『
o
同
な

ど
が
用

い
ら
れ

る
。

以
上
、

芝

川

治

『
ギ

リ
シ

ア

「
貴

族
政

」
論
」

(晃

洋
書

房
、

二
〇
〇

三
年
)

一
二
〇
1

一
一
ゴ
ニ
ペ
ー
ジ

。

こ
れ

ら

の
用
語

は
上

流
階
級

の
民
衆

に
対

す

る
侮
蔑

に
由

縁
す

る
と

の
説
を

な

す
者

が

い
る

(Φ
゜
噂

竃
鎚
雫
穿

o
ユ
Φ
ρ

①
O
)
。

さ
り
な

が

ら
、
現

実

に
は

、
偽

ク
セ

ノ
ポ

ン
と

は
思
想

、
傾
向

を

異

に
す

る

ア
リ

ス
ト
パ

ネ

ス
が
そ

れ
ら

を
使

用
す

る

の

で
あ

る
。

こ
の
種

の
語

は

ア
リ

ス
ト

テ
レ

ス
や
プ

ル
タ

ル

コ
ス
な

ど
後

世

の
著
作

家

に
お

い
て
も

使
用

さ

れ
続
け

る

の
で
あ

る
。

偽

ク
セ

ノ
ポ

ン

に
お

い
て

二

つ
の
階
層

を
示

す
語

は
多

様

で
あ

る
が
、

そ

れ
ぞ

れ
同

一
の
社

会

層
を

示
す

と
し

て
支

障

は
な

い
。
上

流
富

裕
者

、
有

力
者

と
衆

庶

、
貧

民

で
あ

る
。

『国
制

』

の
場

合
、

例
え

ば

ひq
①
目

巴
o
同
が
旧
貴

族
を

意
味

す

る
と

し

て
、
覧
o
ロ
ω凶o
凶
や

身

昌
9
日
Φ
口
o
凶
か
ら

区
別

せ

ん
と
す

る
向

き
も

あ

る

(Φ
ぬ
内゚
巴
ぎ
吋
斜
㊤
。゚
鴇

卜。
ら
孚
卜。
ミ

)
。

さ
れ
ど

、
そ

れ
は

然
ら

ず
と

な
す

べ
き

で
あ

る
。

実
際

、

『国

制
』

一
章

二
及

び

二
章
十

八

に
お

い
て
は
、
そ

れ
ら

が
、
事

実

上
、
同

一
視

さ

れ
る

の
で
あ

る
。

ひq
お
8

ω評
忽
P
ひq
8

ロ
ω
ち
乙
o
ω
な

ど

の
表

現

は
頻

出
す

る
。
ζ
輿
雫
穿

o
α
Φ
ω
藁

謬
ら
刈
。゚
°

ゴ

ン
ペ

ル
ツ

(富

゜
O
。
日
b
Φ
尽

O
ミ
.ミ
ミ
題
ミ

b
§
譜
こ
訣
じd
巴

ぎ

巨

自
汀

一〇
獣
ひq
お
b。
N
自

O
)
は

「国
制

』
の
著
者

を
敵

の
要

塞
を

偵
察

す

る
将
校

に
讐

え

て

い
る
。
㍉

『
(自
9

懇
鉾
謡
帖無
巽
。蕪

露
趨難
紹
髭
纏
肇
露
陶
繋
灘
四矩
露
叫鋒
巽
鑑
鋸
帥難
鋒
懸
葬

馨
82露
奨

㎜

8

耳
①
血
昌
Φ
「
α
①
ω
び
葺
興

ひq
Φ
げ
p
ね
叶①
口
聞
Φ
ぎ
α
①
ω
惹

「α
、゚.
ゴ

ン

ペ
ル

ツ
に
と

っ
て
は

真
面

目
が

肝
心

と

い
う

わ

け

で
あ

る
。

一
章
九

の
良

き
政
体

①
§

o
日
冨

に

関
し

て
も
階

級
的

視
点

が
優

越
す

る
。

一
章

二

の
筆
致

よ

り
す

る
と

ア
テ
ナ
イ
海

軍

を
支
え

る

の
は
貧

民

の
み

と
な

る
が

、

こ
れ
も
多

少

と
も

傾
向

的

で
あ
る
。
壽

び
負

刈
一
゜

一
章
九

に
お

い
て
は
狂

徒

目
巴
⇒
o
日
①
昌
9

9
耳
耳
o
b
9

と

ま

で
表

現

さ
れ

る
。

こ
れ

は

シ

ュ
ミ
ー
ト

(ヨ

Qo
魯

巳

ρ

O
禽
らミ
さ
譜

織
ミ

晦
、簿
らミ
物
き
§

鳶
欝
ミ
、ミ
鴇
↓
Φ
臣
炉

bd
き
ユ
ρ

ζ
二
⇒
畠

①
旨
昌
逡

ρ

昌
罐

ぎ

8
書ω
)゚

に
よ
れ

ば
内
面

の
激

情

が
奔
然

と

し

て
噴

出

し
た
も

の
。

た
だ

し
、

9

誤

屋
民

宅
゜
ω
⑩
゜
G。
咽
ζ
9。
雫

寄

o
α
Φ
ω為

G。
角

二
ωo
貫

卜。
O
卜。
旧

壽

ぴ
璽

○。
ω
゜

一
゜
㎝
゜

ヨ

閑
゜
勺
葺
島

Φ
9

§

笥
O
ミ
簿

鱒
o
討

ミ

ミ
ミ

炉
bd
Φ
蒔
9
2

一
㊤
刈
目
鴇
○。
○。
-○。分

目
藁
㊤
謹

藁
卜。
①
-目
○。
卜○
°

佐

藤
昇

『民

主
政

ア
テ
ナ
イ

の
賄

賂
言

説
』
、

山

川
出
版

社
、

二
〇
〇

八
年
、

=
二
九
-

一
七

七

ペ
ー
ジ

。
ま

た
、
〉
「同の8
9

°』
ミ

㎝
㊤
ω-①
H
㊤
゜

偽

ク

セ

ノ
ポ

ン
は

デ

マ
ゴ

ー
グ

に
は
触

れ

な

い
。

彼

と
し

て
は

民
衆

が
万

般

に
亘

っ
て
自

ら
意

識

的

に
行

動

す

る
と

い
う

図

像
を

得
た

い
の

で
あ

ろ
う

。

こ

の
点

も
作

為

的

で
あ

る
。

H
」

ω
゜

H
°
ら
の

2

博
葺

o
算
①
ω
は
貧

民
が

富
裕

と
化

す

る
事

を

意
味

す

る
も

の
で
は

な

い
。
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(
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50口

　 　
4948口 口
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5251口 口

　

57口
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ヘ
ラ

ク
レ
イ

ァ

(≧

一ω
け
き

、°
目
ω
O
ら
げ
GQ
一ーω
ら
)
や

メ
ガ

ラ

(§

鉢

お
宝

げ
。゚
ら
山
㊤
)
な

ど
。

ペ
ロ
ポ

ン
ネ

ソ

ス
戦
争

中

で

は
ケ

ル
キ

ュ
ラ

(9

爵

゜
目
゜
°。
昌
)
や

ア
ル
ゴ

ス

(§

鉢

≦

°
①
ド
ω
)

の
例

が
参
考

を
供

す

る
。

偽

ク
セ

ノ
ポ

ン
の
口
吻

(一
゜
一
)

よ
り

す

る
と

、

ア

テ
ナ
イ

の
国
制

の
み

が
全

ギ
リ

シ

ア
中

で
際

立

つ
か

の
如
く

で
あ

る
。
然

る

に
、
輩

度

の
民

主

政
は

他
処

に
も

見

ら

れ
た

の
で
あ

る
。

H
°
崔
゜

臣

爵

』

°
°。
N

な
お
、

本
篇

一
〇
〇

ペ
ー

ジ
。

O
h
賊ミ
鉢

自
゜
ら
一
゜
目
゜

註

(
31
)
。

原

文

で
は
目

的
語

は
明

示

さ
れ

な

い
が
、

こ

の
文

に
は
そ

れ
を

補
綴

す

る
必
要

が
あ

る
。

そ

の
際
、

打

郷

の
対

象

と
な

る

の
は
奴

隷

の
み
な

の
か
、
或

は
在

留
外

人

を
も

包

含

す

る

の
か
。

カ

リ

ン
カ

(旨
α
)
、

ブ
リ

ッ
シ

ュ

(N
罐

)

は
前

者
を

採

る
。

確

か

に
、
在
留

外

人

殴
打

な
ど

を

喋

々
す

る

の
は
奇

異

で
あ

る
。

た

だ
、

服
装

、
容

姿

に
関
す

る
文

章

に
在

留

外
人

出
現

す

る

の
を

思
え

ば
、
後

者

説

の

マ
ー

1ー
ロ
ウ
ズ

(刈
ら
)
も
無

下

に
斥

け

る
べ
き

で
は

な

い
。

写

本

の

巨
8

冨
日
び
き

8

日
①
口
胃
葺

餓

富
ω
巷

o
嘗

自
9
ω
は
損

壊
す

る
。
修

訂

の
試

み
は
多

々
あ
れ

ど
も

(①
゜
ひq
°
げ
ぎ
巴

帥
日
び
9
口
o
日
①
口
げ
鋤
の
胃
葺

Φ
凶
蜜
ω
巷

0
9

0
B
の
゜

需

巨

o
す
く
冨
ρ
竃
鎚
雫
寄

o
ユ
Φ
ω
)
、

大
意

は
通

ず

る
。
9

じu
①
o
げ
二
ρ
諺
Z
o
件Φ
o
⇒
勺
ω
Φ
信
ユ
o
歯
Φ
⇒
o
喜

o
P

き

鳴
9

義
ミ
ミ
、画§

ミ

ミ
鴨
』
ミ
§

賊§

亀

」

ド
O
◎
ら
ρ

お
㊤
ρ

α
①
ら
-α
①
①
゜

離

、疑

馨

露

輸

読

講

)憶
味
上
9
王
証
叩は
ア
テ
ナ
イ
兆

。.
。
.一、..
魯

.帖.
、、P
、、ド

㎜

一
人
称

の
使

用
も

許
多

に
上

る
。

こ
こ

で

の

凶ω
①
ひq
o
二
曽
は

、
文
脈

よ

り

し

て
、

「
平
等

」

の
意

に
近

接
す

る
と

す

べ
き

で
あ

る
。
芝

川

「
ギ

リ

シ

ア
史

の
批

評
を

め
ぐ

っ
て

(
三
)
」
、

『大

手
前

大
学

論
集

』

=

一、

二
〇

一

一
年

、

三
六

ペ
ー

ジ
註

(
58
)
。

】)
Φ
目

豪゚
゜
Q。
旧
コ
窪
ε
ρ
砺
融
も壽
§

暉

①
゜

閑
巴
ぎ
評
P

匿
中
匿
S

な

お

9

勺
ω
*゚

』
ミ
゜
ぎ

ト
ド

○。
°こ

こ
に
お

い
て
は
服
飾

類

に

つ

い
て
も

語

ら
れ

る
と
見

ら

れ
る
。

奢
修

品

の

ア
テ
ナ

イ

へ
の
舶
載

繁

し
と

い
う

の

で

あ

ろ
う

。
喜

劇
よ

り
す

れ
ば

、
そ

れ
ら

は

一
般

人
も

着
用

し

た
。
〉
膏

8
嘗

≧゚

さ
」
切
ご

忘
愚
゜
昌
お
目
ら
嵩
①
藁

嵩
。゚
胴
曾

』
b。
㊤
咽
寒

塁

竃
b。
馬

6
9

謹
b

①
P
G。
昌
㊤
゜
こ
れ

は

『国

制
』

一
章

十

と

は
撞
着

を
来

す
。

一
体

に
、

奴
隷

の
実
相

に
関

す

る
最
良

の
史

料

は

ア
リ

ス
ト
パ
ネ

ス
と
思
考

さ

れ

る
が
、

そ

こ
か
ら

は
市

民
と

奴
隷

と

の
混

同
は
生

じ

難

か

っ
た
と

判
断

さ
れ

る
。

∪
①
巳

゜
顔

H
ミ

ーら
○。
嚇
い
目

」

ρ

〉
一ωo
巨

p

H
」

卸

〉
匪
8

巴
o
ω
鴇
≦

』

①
①
b
9

い
網
犀
゜
9

°

】)
Φ
目

×゚
)自
゜
ら
○○
°

O
h
>
「同の8
9

°
≧
さ
絹

゜
こ
れ

に

つ
い
て
は

内
巴
ぎ
吋
P

旨
卜。
-旨
ω
゜

こ
れ
と
詔

G。
じd
の
男
女

間

の
平
等

一ω
8

0
日
ご

な

る
記
事

は

そ
れ

ぞ
れ

『国
制

』

一
章
十

と

十

二
を

想
出

せ

し
め

る
。

『蛙
」

記

○。
-翻

α
に
叙

さ

れ
る

の
は
奴

隷
根

性

の
典
型

と
見

ら

れ
る
。

偽
ク
セ
ノ
ポ

ン

『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』
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(
72
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76口

　 　
7574口 口

∪
①
目

顔゚

【書
ら
㎝
-ら
①
書

]≦
p
「
〒
穿

o
血
①
ρ
誤

゜

一
゜
目
O
の
①
宮
o
げ
〇
二
8

と

①
ひq
o
9

話
ωo
を

め
ぐ

っ
て
は

閑
巴
ぎ
犀
P

旨
ら
-旨
9

ζ
旨
8

扇

卜。

(冨
8

ξ

)
°

一
章
十

九

の

「
従
者

」

は
奴
隷

を

意
味

す

る

の
で
あ

ろ
う

が

、

こ
こ

で
は
そ

れ
は
主

人

に
従

順
な

る
が
如

し
。

こ

の
表

現
は

衝
撃

的

で
あ

る

(竃
母
雫
穿

o
ユ
Φ
ω
』
刈
)
。

そ
れ
だ

け
効

果
を

高

め
ん
と

す

る

の
で
あ

ろ
う
。

℃
ω
ヌ゚

ト゚
ミ

き

ト
目
」
メ
密

自
昌
犀
P

目
bO
㊤
占
G。
9

×
①
p

き

こ
斜
ら
゜
崔
ら
伊
≧

ωo
げ
陶p

H
』
メ

9

]≦
9。
『学
寄

○
α
Φ
ω℃
ミ
ー刈
○。
°

偽

ク

セ
ノ
ポ

ン
は

、
ト

リ

エ
ラ

ル

コ
ス
が
船

員

に
給
与

を
支
給

し

た
か

の
よ
う

な

言
辞
を

弄
す

る
が
、

こ
れ

は
通

則

で
は
な

い
。

O
o
目
日
ρ
ミ

ーら
○◎
°

臣

爵

゜
『

°。
○。
°
一
゜
こ
の
演
説

は
格

調
高

く

、
壮
重

な
も

の
で
あ

っ
た
。

ま

た
、

ト

ゥ
キ

ュ
デ

ィ
デ

ス
の
麗
筆

は
偽

ク

セ
ノ

ポ

ン
と

は
対

踪
的

で
あ

る
。

四
二
七
年

、

ア
テ
ナ
イ

に
降

服
す

る
迄

は
寡

頭
政

が
布

か
れ

て

い
た
と

見
ら

れ
る

(富

口
犀
゜
目
[
N
刈
-b⊃
○◎
)
。

史

料

の
関
係

上
明

確
を

期

し
難

い
が

、
四

五
〇
年

代

か
ら

四

〇
年
代

に

か
け

て
、

ミ

レ
ト

ス
に
は
紛

転

が
生

じ
た

。

ア

テ
ナ
イ

に
叛
旗

を
翻

し
た

事
も

あ

っ
た

し
、

そ

の

間

、
寡

頭

政
を

ア
テ

ナ
イ

が
認

容

し
た

時
期

も

あ

っ
た

の

で
あ

ろ
う
。

戸

ζ
Φ
貫
ひq
ρ

寒

鳴
』
ミ
§

軌§

肉
ミ
旨
受
辞

O
×
8
a

目
㊤
謬

藁

。゚
°。
w
α
①
卜。-α
①
㎝
旧
=
㍉
』
°
O
①
げ
蒔

ρ

N
霞

O
Φ
ω
o
匡
o
巨
①
ζ
濠

訪
ぎ

血
①
『
ζ
一#
①
血
①
ω
α
」
p
げ
島
二
巳

Φ
ヰ
ω
<
O
げ
r

§

ミ
畿
o
卜。
P

目
㊤
○。ρ

嵩
-°。
ド
更

に

勺
ω
㍉〆

』
ミ
゜
き

ト
。゚
」

ド

四
四

〇
年

頃

、

一
旦
サ

モ

ス
を
鎮
撫

し

た
後

に

ア
テ

ナ
イ
は

そ

の
地

に
民
主

政
を
樹

立

し
た

と

い
う

(爵

ロ
ド

H」

一9

°。
旧
コ
鼻

壽

3
卜。
α
)
。

そ

れ
以
前

の
体

制

は
寡
頭

政

で
あ

っ
た
。

紆

余
曲

折

を
経

て
叛

乱

を
完

全

に
鎮

圧

し
た

後
、

安

定
的

な

民
主

政

が
布

か

れ
た

θ

凶o
α
゜
肖
』

°。
°ら
)

の
で
あ

ろ
う

か

。

ト

ゥ
キ

ュ
デ
ィ

デ

ス

(自
゜
トの
H
)

に
よ

る
と
、

四

=

一年

段
階

に
お

い
て
サ

モ
ス
を

響
導

し

て

い
た

の
は

地
主
有

力
者

(αq
Φ
o
日
o
円
o
同)

で
あ

っ
た
。

そ
う

す

る
と

、
四

三
九
年

か

ら
四

一
二
年

に
到

る
迄

に

寡

頭
派

の
革

命

が
生

じ

て

い
た

の

で
あ

ろ
う

か
。

そ

れ
と

も
、

四

三
九
年

に
確

立
し

た

の
は
寡

頭
政

で
あ

っ
て
、

そ
れ

が
約

二
七
年

間

持
続

し
た

の
で
あ

ろ
う

か
。

そ
う

す

る
と

、
そ

れ

に
対
し

て

ア

テ
ナ
イ
と

し

て
は
宥

和
的

だ

っ
た
事

に
な

る
。
9

0
Φ
げ
跨
ρ

盟
蕊
貧

ζ
言

o
げ
Φ
旨
巳
○。
9

崔
O
臣
臆

旧
O
°
ω
匡
O
冠
ざ
ト

§

ミ
遷

亀

貯

ミ
8

Q。O
黛

」
◎。Q。し口
D

O
×
♂
a

巳

○。
N

旨

O
-H
蕗

゜

キ

オ

ス
は

四

一
二
年

の
離
叛

に
到

る
迄
も

寡

頭
政

ポ

リ

ス
で
あ
り
続

け

た
と

な
す
論

者

は
あ

る
。
9

=
o
ヨ

三
〇
≦
負

』

9

ミ
ミ
§
ミ
遷

§

寒

ミ
Q
亀
ミ
霧

戸

○
碁

『
α
卜。
O
O
°。
博

卜。
刈
-卜。
°。
°
た

だ

、

こ

の

件

に

関

し

て

は

史

料

が

錯

綜

し

、

断

案

を

下

し

難

い
。

ア

テ

ナ

イ

と

同

盟

諸

国

の
体

制

に

つ

い

て

は

9

即

じu
『o
。
貫

】)
乙

芸

Φ
〉
夢

Φ
昌
凶き

国
目
且
お

寓

o
日
9
①

】)
Φ
日

o
自

碧

見

』
°
ζ

P

Z
°
勺
巷

き

錠

犀
巴

鋤
P

戸

勺
鋤
蒔

興

(①
α
の
)
鴇

ミ

譜
愚
ミ
融
蒜

ミ
鳴
』
ミ
鳴ミ

Q
ミ
肉
ミ
驚

蚕

8

⇒
9

口
b。
8

P

崔

㊤
-δ

①
゜

こ
れ

に
関
し

、
近
年

に
お

い
て
は

O
°
円

竃
゜
号

ω
5

9

0
旦

9

①
O
匿

鑓
0
8
ε

h
子
Φ
≧

冨

巳
き

国
日
旨

①
鴇
§

ミ
ミ
o
G。
鴇
6
竃

以
来

、
論
争

が

戦
わ

さ
れ

た

の
で
あ

っ
た
。

諄

ぴ
P

㊤
①
゜

爵

q
匹

H
胡
尚
ρ

崔
ρ

こ

の
事

は

寡
頭
派

に
も
、
当

然

、
共

通

の
も

の
で
あ

る
。
§

鉢

自

゜
ら
。゚
°

(110)
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8281807978口 口 口 口 口

　

87
口

　 　
8685口 口

　 　 　
989796口 口 口

　 　 　 　 　 　 　 　
9594939291908988口 口 口 口 口 口 口 口

後

に
も
触

れ

る

(
一
〇

一
ペ
ー
ジ

)
が
、
海

上
帝

国

に
よ

っ
て
交

易

が
股
盛

を
来

し

た
。

そ

の
受

益
層

は

む
し

ろ
富
裕

者
階

級
を

中
心

と
す

る

の

で
は
な

い
か
。

「国
制

」

二
章

十

一
に
て

は

「
余

に
船

あ
り

」

な
ど
と

、
突

如

と
し

て

一
人
称

が
出

現
す

る
。

こ

れ
を
如

何

に
解

す

る
に
せ

よ
、
著

者

は
富
裕

層

に
属

し
、

そ

れ
ら

は
貿
易

に

よ

つ

て
利
益

を
得

る
事

少
な

か
ら
ず

と

し
た

の
で
あ

ろ
う

。

一
章
十

五

の

①
『ひq
p
N
Φ
ω誓
巴

は

ク

レ
ル
キ

ア
と
関

係
づ

け
ら

れ

る
事

が
稀

で
は
な

い

(O
h
爵

躍
昌
パ
曽
導
目
α
α
1目
α
①
嚇
「
「凶ωO
げ
導
トり
ト○
ω
)
。

ミ

ュ
テ

ィ
レ
ネ

の
場
合

、

そ

こ

の
ク

レ

ル

コ

ス
の
総
収

入
は
年

間

五

四
タ

ラ

ン
ト

ン
に
上

る
と
計
算

さ

れ

る

(日
ゴ
ニ
閃
゜
目
[°
㎝
O
°
卜○
)
。
僅

少

な
ら

ぬ
額

で
は

あ

る
。

げ
Φ
昌
9
げ
Φ
冨

ω8
昌
を

め
ぐ

っ
て
は

9

壽

び
負

㊤
N

H

°
㊤
①
゜
トの
゜

さ

賊鉢

口

゜
目
ω
゜
GQ
°

e

°
6
㌣

トの
器

゜

こ

の
支
払

は

同
盟
市

の
庶
民

に
と

っ
て
も

負
担

と

な

っ
た
筈

で
あ

る
。

こ

の
点

、

一
章

十
四

の
民
衆

庇
護

云

々
と

は
必
ず

し
も

首

尾

一
貫

し

な

い
。

]≦
Φ
碍
ひq
ρ
愚
゜
ら鐘

9
°

き
ミ

ト○
①
刈
゜

例

え
ば

「
ト

ゥ
デ
ィ

ッ
ボ

ス
法

令

」

(]≦
霧

㊤
)

で
は
年

賦
金

の
合
計

は

一
五
〇

〇

タ
ラ

ン
ト

ン
に
な

ん
な

ん
と

す

る
か

(ζ

Φ
お
αq
の
」
)
°
い
Φ
註

ρ
』

留

、ミ
、ご
ミ
駄

O
ミ
簿

§

討
適
もミ

ミ

。゚も
愚

、画§

勲

O
昏

『
α
お

①
P

お

ω
)
。

勺
o
=
信
〆

自

゜
GQ
O。
°

ω

]≦
9
霞
-穿

o
α
①
ρ

㊤
H
-露

書

q

偽

ク

セ

ノ

ポ

ン
を

史

料

と

し

て

用

い

る

に

は

注

意

が

必

要

で

あ

る

。

こ

れ

は

贅

言

の

要

な

き

に

し

も

非

ず

、

で

あ

る

。

9

い

=
°
い
甘

ω冨

ρ

b
翁

ミ

～帖題
ミ

肉
ミ

ミ

§

亀

ミ

さ

§

鳴
さ

譜
ミ
§

常

凶冒

凶ひq
一
㊤
O
只

Z
帥
島

α
≡

o
ド

ロ
ま

Φ
ω冨

凶日

お

○。
ら
)
導
○。
卜。
卜

O
h
]≦
O
=
Φ
円-Qっ
什三

げ
ぎ
ひq
鴇
愚

゜
ら
鐘

嵩

①
゜

密

団
昌
閃
P

δ

トっ
-δ

ω
旧壽

び
Φ
5

一
〇
〇
°

9

信
評
゜
【°
ミ

゜
9

』
」

Φ
勾
o
目
出
一ざ

汀

℃
ω
窪

α
?
×
曾

o
冒
げ
o
昌
Φ
件
雷

=
身

亀
⊆
ρ

お

§

き

゜
ω
ρ

お

①
トの
導
b。
8

°

カ

リ

ン

カ

(
目
9

)

は

一
章

十

七

を

ぎ

邑

ω
o
げ

と

な

す

。

O
h
竃

自

Φ
『-Qっ
貫
警

ぎ
ひq
鴇
愚

゜
ら
㌣

N
刈
-卜。
鉾

も

っ
と

も

、

ア

リ

ス

ト

パ

ネ

ス

の
場

合

、

対

象

は

ア

テ

ナ

イ

人

で

あ

る

が

。

一
゜
目
①
゜

写

本

通

り

げ
〇
二
Φ
犀
宮
Φ
o
巨
Φ
ω
と

読

む

。

壽

び
負

㊤
。゚
-逡

゜
9

閑
巴
ぎ
犀
P

崔
○。
μ
お

゜
更

に

、

≧

凶ω8
嘗

ト゚
ミ
勲

崔

卜。
卜。
°

O
h
]≦
帥
冥
-寄

o
α
①
ω
b

9

壽

び
①
お
昌
9

°

』
」
≦
°じu
巴
o
負

【日
b
①
ユ
鋤
=
≦
9
ひq
同の貫
讐
Φ
の
ぎ

芸

Φ
〉
島

Φ
昌
一き

団
目
冨
円
ρ

§

き
適
自
卜。
仰

一零

①
博
卜σ
○。
α
-卜σ
○。
刈
゜

カ
リ

ン
カ

(
目
9
)

は

こ

こ
に

ユ
ー

モ
ア
を
見

る
。

一
章

二
十

に
お

い
て

日
Φ
蚕

Φ
及

び
そ

の
類

語

は
三
度

も
使

用
さ

れ

る
。

偽
ク
セ
ノ
ポ
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『
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大
手
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大
学
論
集

第

13
号

(
2
0
1
2
)

10510410310210110099111110109108107106119118117116115114113112

写

本

の

Φ
三
ξ

ω
げ
o
ω
は

2

夢

Φ
o
ω
と

読

む

。

訓

練

に

つ

い
て

は

爵

=
ド

H
°
旨

目

ω゚
-企

崔

ω
゜
岩

℃
冨
け
壽

津
匡

゜
鳶

×
①
P

さ

ミ
゜
日

゜
㎝
゜
目
鉾

水

兵

も

自

ら

の
職

務

に

つ
き

衿

持

を

抱

い
た

模

様

。
〉
募

8
嘗

』゚
ら誉
」

爵

-一
①
。゚
鴇
雪

9

さ
愚

」

O
㊤
一
μ
O
㊤
。゚
°

×
①
口
゜
さ

ミ
゜
目

゜
9

HO◎-昌
㊤
゜

後

続
部

分
と

の
関
連

上

、

一
章

二
十

に
お

い
て
は
水

軍

を
讃
え

る
必
要

が
あ

っ
た
。

b。
O
ρ

ま

た
ト。
O
ω
。

こ

の
箇
所

も

制
作
年

代

決
定

の
た

め

に
引
証

さ
れ

る
事
多

し

と
し

た
。

こ
れ

が
現

実
を
指

す

か
、

そ
れ

と
も
単

に
理
論

的
可
能

性

を
示
す

の
み

(ρ

噂

=
°
⊂
」
霧
什巨
ω眞

b
暗
』
冬

綾
ミ
餐

ミ

亀
ミ

曾
ミ
ミ

◎
o
ミ

⑦
ミ
ミ
鴨
亀
ミ

』
ミ
§
ミ
L
出
ωψ

写
似
ぴ
霞

ひq
＼
bd
議
ひq
」
㊤
G。
G。
る
山
㎝
)

か
が

問
わ

れ
た

の

で
あ

る
。

こ
こ

で
は
多
言

を
費

す
事

は

し
な

い
が
、

こ

の
点

は
前

者

を
採

る

べ
き

で
あ

る
。

従

っ
て
、

『国

制
』

は

ア
ル
キ

ダ

モ

ス
戦

争

中
、

ペ

ロ
ポ

ン
ネ

ソ
ス
軍

に
よ

る
侵

冠

の
繰

返

さ
れ

た
時

期
、

若

し
く

は
そ

の
終

娘

後

も
な

お
そ

れ

の
予
測

さ
れ

た
頃

に
制
作

さ

れ
た
事

と

な

る
。

『国

制
』

は

不
動

の
海
上

帝
国

を
前

提
と

し

て

い
る

の
で
、

そ

の
年

代

は
デ

ケ
レ
イ

ア
戦
役

中

で
は

な

い
。

年

代

の
決

定

に

つ
き

一
言

し

て
お
く

。

こ
れ

に
関

し

て
は

、

『国

制
』

の
特
定

箇
所

を

現
実

と

照
合

せ

し
め

る
と

い
う

方
法

が

、
従

前
、

取

ら
れ

て
き

た
。

た

だ
、

こ

の
書

は

現
実

を
忠
実

に
模

写

せ
ん

と
す

る
も

の

で
は
な

い
。

こ

の
点

、
注

意

が
必
要

で
あ

る
。

9

0
0
日
ヨ
ρ

切
O
白

゜
然

る

に
、
籠

城
作

戦
自

体

の
記
事

な

ど
迄

は
虚
語

と

な

す

べ
き

で
は
な

い
。

如
何

な
偽

ク

セ
ノ
ポ

ン
と

錐
も
無

か

ら
有

は
作

り
出

せ
な

い
わ

け
だ
。

螺

藷

魏

翻

蔀

籠

舞

凌

葺

た
歪

舅」の
暮

凶は
テ
ク
ス
ト
修
訂
部
分
に
属
鷹

㎜

O
h
閑
帥
団
昌
犀
P

旨

①
-旨

N

臣

ロ
吋
゜
印

゜
α
トの
゜
一-トの
゜

O
o
目

日
ρ

ら
。゚
°
ま

た

、

本

篇

一
〇

三

ペ

ー

ジ

。

も

っ
と

も

、

悪

疫

蔓

延

中

、

若

し

く

は

そ

の
記

憶

覚

め

や

ら

ぬ

時

点

に

お

い

て

は

、

如

何

に

狙

介

な

る

著

者

と

し

て

も

そ
う

は

書

か

な

か

っ
た

で

あ

ろ

う

。

O
o
日
日
ρ

α
目
゜

更

に

註

(
501

)
。

ま

た

、

雷

屋
F

『

陣

゜
G。
°

O
o
巳

巳
ρ

暉

-ら
9

ア

リ

ス

ト

パ

ネ

ス

で

は

市

井

の

者

が

暇

笑

を

蒙

る

事

は

通

常

で

あ

る

。

先

行

部

分

と

の
接

続

は

明

瞭

を

欠

く

が

、

そ

れ

は

こ

こ

で

は

措

く

。

テ

ク

ス

ト

を

め

ぐ

っ
て

は

写

同ωo
戸

。゚
卜。
㎝
-°。
卜。
①
゜

〉
二
界

ぎ

N藁

トの
○。
9

G。
昌
-ω
G。
胴』
ミ
゜
ぎ

N°
自

』

°

O
h
団
゜
写

ぎ

滞

一
Z
o
8
ω
8

叶げ
Φ
Ω

o
ω
ぎ
ひ㊤
ω
①
6
鉱
o
屋

o
h
雰

窪

8

-×
8

8

ゴ
8

、ω
G
§

⇔ミ

ミ

帖§

ミ

ミ
鴨
』
ミ
§

ミ

誤

鴇亀

①
○。
藁

㊤
ミ

鴇
ω
目
P
ω
匿

゜

『
国
制
』

は
完

成
度

低
き

作

で
あ

っ
た
。

本

論
文

九
五

ペ
ー
ジ
。
勺
ω
歯゚

エ゚
ミ
゜
き

ト
b。
』

ρ
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(
221
)

「
善

」

や

「
正

」

は
相
対

化

さ
れ

る

の
で
あ

っ
た
。

ま
た

、
彼

に

は
道
徳

化

の
傾
向

が
見

ら

れ
な

い
。
彼

に
と

っ
て
は
私

利

の
追
求

が
す

べ
て
で
あ

っ
た

。

在

来
、

学

説
史

に

お

い
て
は

虚
構

を

そ
れ

と

し

て
認

識

し
な

い
憾

み
が
あ

っ
た
。

『
仕
事

と

日

々
』

に
て
訥

さ

れ
た

農
民

を

ヘ
シ
オ

ド

ス
自

身

と
看

倣
す

な

ど
そ

の
適

例
。

ピ

ン
ダ

ロ

ス
も

そ

の
祝

捷

歌

に

て
、
顧

客

の
需

め

に
応

じ
、

そ

の
神

話

的
系

譜

を
自

在

に
仮

作

し

た

の

で
あ

る
。

ソ
ロ

ン
の
詩

な
ど

も
多

く

は

政
治

的

発
言

で
も
あ

る
。

聴

者

に
与
え

る
効

果
を

も
計
算

し

て
作

し
た

の
で
あ

る
。

こ
れ
ら

を
額

面
通

り
受

取

っ
て
は

な
ら

な

い

の
で
あ

る
。
芝

川
、
前

掲
書

一
八

ニ
ペ
ー

ジ
註

(
81
)
、
一
六
八

ペ

ー

ジ

、

四
章
な

ど
。

こ

の
書

が
学

術
的

分
析

乃
至

は
政

治

的

パ

ン
フ
レ

ッ
ト

の
類

に
は
属

さ
な

い
事

、

こ
れ

は
、
最

早
、

言

を
侯

た
ぬ

と

こ
ろ

で
あ

る
。

こ

の
事

は
次

の
点

か

ら
も
補

強

さ
れ

る
。
即

ち
、

『国

制
』

か

ら

は
ど

こ
か

空
論

的
雰

囲
気

が

感

じ
ら

れ

る
。

こ
れ

は
本

論

で
は
触

れ

な
か

っ
た
が
、

こ

の
書

に

お

い
て
具
体

例

が
交

え

ら

れ
る

の
は

三
章

十

一
の
み
。
他

は

一
般
的

、

理
論
的

に
論

述

が
進

め
ら

れ

て

い
く

。

二
章

二
、
島

嗅

の
離
叛

な
ど

そ

の
好

例

で
あ

る

が
、
全

般

的

に
荘

洋

た

る

の
感

を
禁

じ
得

な

い
。
作

者

は

理
論

を
玩

弄
し

て

一
人

で
楽

し

む

の
で
あ

ろ
う

か
。

(113)
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