
ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
と
初

期

民

主

政

芝

川

ム
ロ

、マ

序

ギ
リ

シ
ア

に
お
け

る
民
主

政

で
あ

る
が

、
通
常

、

そ

れ
は

身

分
制
的

支

配
秩
序

を

打
破
す

る
事

に
よ

っ
て
成

立
し

た
と

さ
れ

る
。
前

古
典

期

に

お

い
て
は
貴
族

身

分

が
強

力

に
支

配

し

て

い
た

の
で
あ

る
が

、
時

を

経

て
そ

れ

は
頽
勢

に
向

い
、
逆

に
平

民

が
興
起

し

て
、

遂

に
自

ら
の
支

配
を
樹

立
す

る

に
至

っ
た
と

い
う

の
で
あ

る
。

こ
れ

は
学

説

史

に
お

い
て
殆

ど
例
外

な
し

に
主
張

さ

れ

て
き
た

と

こ
ろ

で
あ

る
。

こ
れ

に
関
し

、

ギ
リ

シ

ア
人
自

身

は
如

何
で
あ

ろ
う

か
。

果

し
て
、

如
上

の
学

説

に
根
拠

を
提

供
す

る

も

の
で
あ
ろ

う

か
。

本

稿

は
そ

の
う
ち

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス

を

取
上
げ

る
。

取

上
ぐ

べ
き

対
象

は
初

期

民
主

政

で
あ

る
。

言
う

ま

で
も

な

き
事
な

が
ら
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は
古
典

作

家
中

、

最
も

体
系

的

に
政
治

的
思

索
を
行

っ
て

い
る
。

こ
れ
は
政

治
理
論

と
し

て
も

さ
り

な

が
ら
、

ギ

リ
シ

ア

の
政

治
体

制

や
各
ポ

リ

ス
の
実

態

に

つ
い
て
も
示

教

す

る
と

こ
ろ
極

め
て
大

き

い
。
従

っ
て
、

こ
れ

は
歴
史

家

に
と

っ
て
も

貴
重

な
史

料

で
あ

り
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
に
通

暁
せ

ぬ
限

り
ギ

リ

シ
ア
民
主

政

の
成

立
史

を
も
満

足

に
構

成
す

る
事

は
出

来

ぬ
と
し

て

過
言

で
は
な

い
。

と

こ
ろ

が
、
従

来
、

こ
れ

は
誤
解

に
晒

さ

れ
て
き

た
。

近

代

の
歴

史
家

は

「
身

分
制
よ

り

平
民

支
配

へ
」

な

る
先
入

見
を

以

っ
て
ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
を
も

解
さ

ん

と
し

て
き

た

の
で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
初
期
民
主
政
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ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
と
初

期
民

主

政

本
稿

は
既
成

の
観
念
を
排
し
て
、
能
う
限
り
彼

の
思
念
を
忠
実
に
追
求
せ
ん
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
テ
ク

ス
ト
そ
の
も

の
に
立
返
り
、
そ
れ
を
綿
密

に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

本
論
文

一
ー

三
章

で
は
民
主
政

の
出
現
に
関
す
る
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
理
論
を
精
査
し
、
ま

た
古
期
に
お
け
る
民
主
政
の
実
例
を
考
察
す
る
。
こ
れ

に
加
え
て
、

四
章

で
は
そ
れ
ら
の
背
後
に
あ
る
思
考
を
探
る
。

こ
れ
だ
け
の
手
続
を
経

る
事

に
よ

っ
て
初
め
て
彼

の
初
期
民
主
政
像

は
鮮
明
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ

の
結
果
、
学

説
史

に
何
が
齎

さ
れ
る
事
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

一

本

章

で

は
国

制

継
起

に
関

す

る
ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス
の
理
論

を
扱

い
、

そ

こ
に
お
け

る
民

主

政

の
位

置
を

確

認
す

る
。

『政
治

学

』
で
は

二
箇

所

に
お

い
て
、
国

制

の

変
遷

が

一
種

図
式

的

に
提
示

さ

れ
る
。

そ

れ

は

『政

治

学
』

三
巻

十

五
章

旨
。。①
げ
。。
-
卜。
卜。
及

び
四
巻

十

三
章

一b。
竃
σ
一
①
-
卜。
。。
で
あ

る
。

こ

の
う

ち

前
者

に

お

い
て
は
、
当

初

、
ギ

リ

シ
ア

で

は
王
政

が
布

か
れ

て

い
た
と

し
、
以

下

の
如

く
続
け

る
。
「
し

か
し
多
数

の
者

が
徳

に
関

し

て
同
様

の
者

た

る

に
至

っ
た
時

、
最

早
、

王
を

耐

え
忍

ん

で

い
な

い
で
、

何

か

共
通

の
も

の
を

求

め
、

そ
し

て
国

制

を
制

定

し

よ
う

と
し

た
。

し

か
し

段

々
悪

い
者

に
な

っ
て

い

っ
て

公

共

の
財
産

か
ら
金
儲

け
を

図

っ
た

の
で
、

そ
う

い
う

と

こ
ろ

か

ら
寡

頭

政

が
生
じ

て
き

た
、

こ
れ
も

理

の
当
然

で
あ

る
。

と

い
う

の
は
富

を
彼

ら

は
尊

重

す

べ
き

も

の
と
し

た

か
ら
で

あ

る
。

更

に
寡

頭
政

か

ら
先
ず

借

主
政

へ
、

次

い
で
借

主

政

か
ら

民
主

政

へ
変

っ
た

。

と

い
う

の
は
賎

し

い
貧

欲

の

た
め

に
支
配

を
段

々
少
数

の
者

へ
と
常

に
移

し

て

い
き

な

が
ら
、

他
方

に
お

い
て
大
衆

を
段

々
強

く

し

て

い

っ
た
、

そ

の
結

果
大

衆

は
反
抗

し

て
、
民
主

政

が
生

ず

る

に
至

っ
た
か

ら
で
あ

る
。

　
ユ

　

し
か
し
ま
た
、
国
が

一
層
大
き
く
な
る
事
に
な

っ
た
の
で
、
お
そ
ら
く
民
主
政
よ
り
他
の
国
制
は
最
早
生
ず
る
事
が
容
易
で
な

い
の
で
あ
ろ
う
。
」

他
方
、
四
巻
十
三
章
な
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
、
そ
こ
で
は
国
民
権

に
与
る
べ
き
人

に
つ
き
論
じ
、
そ
は
た
だ
重
甲
武
装
を
有
す

る
者
に
の
み
賦
与

さ
る

べ
き

と
す

る
。
そ

の
関
連
で

マ
リ
ス
人
な
る
実
例

に
言
及
し
、
旨
零
菖

O
以
下
、
武
装
と
国
民
権

と
の
関
係

に
つ
き
歴
史
的
回
顧
に
転
ず

る
。
「
ギ
リ
シ
ア
人

の
間

で
は
、

王
政
後

の
最
初
の
国
制

で
は
、
国
民
権

は
戦
争
を
す

る
人

々
に
授
け
ら
れ
た
が
、
初
め
の
う
ち
は
騎
兵

に
限
ら
れ
て

い
た
、
…
…
し
か
し
国
が
大
き
く
な

っ
て
、
重

甲
武
装
を
有
す
る
人

々
が

一
層
強
力
に
な

っ
て
き
た
時

に
、

一
層
多
く

の
人
々
に
国
民
権
は
授
け
ら
れ
る
に
至

っ
た
。
そ
れ
故
、
今
日
我

々
が

「
国
制
」
と
呼
ん
で

(54)
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い
る
も

の
を
、

以
前

の
人

々
は
民
主

政

と
呼

ん

で

い
た
。

し

か
し
昔

の
国
制

が
寡

頭
政

的

で
あ

り
、

王

政

的

で
あ

っ
た

の
は
理

の
当

然

で
あ

る
、

と

い
う

の
は
人

口

が

少
数
な

た
め

に
、

そ

こ
で

は
中

間

的
部

分

は
多

数

で

は
な

か

っ
た
、

そ

の
結

果

、
人

数

は
少

い
上

に
、

戦

列

に
お

い
て
占

め

る
意

義

も
低

か

っ
た

の
で
、
彼

ら

は

支
配

さ

れ
る
事

に
甘

ん
じ

て

い
た

の

で
あ

る

。
L

こ
れ

ら

は
共

に
民
主

政

の
出

現
を

後
期

に
置
く

か

に
観

ぜ

ら

れ

る
。

然

る

に
、
事

態

は
し

か
く
簡

単

で

は
な

い
。

こ
れ

ら
は

少

か
ら
ず

難

点
を

含

む
も

の
で
あ

る
。

先
ず

三
巻

十
五

章

で
あ

る

が
、

そ

こ

で
当
初

に
布

か

れ
た

の

は
王
政

で
あ

る
。

そ

れ

に
続

い

て
生

ず

る
政

体

で
あ

る

が
、

そ

れ

は
何

か
。

貴
族

政

か

、
そ

れ

と
も

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
六
政
体

の

一
た

る

「
国
制

」

な

の
か
。

「
多

数

の
者
、

徳

に
関

し

て
同

様

た

る

℃
o
=
o
器

ゴ
o
∋
o
凶o
=
ω
℃
「
o
ω
鋤
「
0
8
=
に
至

り

し
時

」

の

「
多

数

」

に

着
目
す

る
な
ら

ば

、
そ

れ

は

「国

制

」
と
な

ろ
う

。

「
国
制

」
は
多

数

者

の
支

配
な

る

が
故

で
あ

る
。

そ

の
際

、

お
○。
①
σ
一
ω
の

℃
o
葺
Φ
す

も

「
国
制

」
を

示
す

術

語
と

　
　

り

な
ろ
う

。

た
だ

、

「国

制

」
は
徳

に
基

く
支
配

に
は
相

違
な

い
が
、

そ

れ

は
徳

目

の
凡

て

に
関

し

て
で

は
な

く
、

そ

の

一
部

分

た

る
軍
事

的
徳

に
即
し

て

の
み

の
事

で

あ
る
。

問
題

の

一
節

で
は
単

に

「
徳

に
関
し

て

買

○
ω

霞

卑
①
コ
」

と
あ

る

か
ら
、

こ
の
点

で
そ

れ
は

貴
族

政

を
指

示
す

る

と
解
す

の
が
適

切

で
は

な

い
か
。

た

だ
し
、

　
ヨ

　

上
記

一
節
中

、

「
多
数

O
O
=
○
ロ
ω
」
は
難
点

で
は
あ

る
。

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
に
あ

っ
て
、

貴
族

政

と
は

「
有

徳

者

少
数

に
よ

る
支

配

」
で
あ

る
か

ら
。

ま

た
、

「
支
配

を

5ー

段

々
少

数

の
者

へ
と
常

に
移

し

て

い
き
な

が

ら
」

は
王
政

に
続

く
国

制

よ

り
寡

頭
政

を
経

て
暦

主
政

に
至

る
過

程
を

示
す

も

の

で
あ

る

が
、

こ
れ
よ

り

し

て
も
問

題

価

の
国

制

は
寡

頭

政
よ

り
・王
権

者

数
、

多

き
事

と
な

る
。

『政

治
学

』

三
巻

十
五
章

は
プ
ラ

ト

ン
理

論
を

意

識
し

つ

つ
王
政

の
是
非

を
論

じ

た
も

の

で
あ

る
。

そ

こ
に
お

い
て
、

一
名

の
良

き

人

に
よ

る
王

政

と
、

よ
り
多

く

の
良

き
者

の
支

配

た

る
貴

族

政

が
比
較

考

量
さ

れ

る
。
そ

し

て
、
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は
後
者

に
左

祖
す

る
。
「
国

々
に
と

っ
て
貴
族

政

は
王

政
よ

り

望
ま

し

き
も

の

　
　

り

で
あ

る

だ
ろ
う

。
」

た
だ
、

彼

は
留
保

を
付

す

。
「
も

っ
と

も

、

こ
れ
は

〔
徳

に
関

し

て

〕
同

様

な
人

々
を

多

く
見

出
す

事

が
出
来

る
と

し

て

の
事

で
あ

る
。
」

か

く
、

論
、
有

徳

者

の
数

及

び
そ

の
現

実

に

お
け

る

存
在

に
及
ん

で

、

そ

こ
か

ら
王

政

の
発
生

に
転

ず

る

の

で
あ

る
。
以

前

は
人

口
少

く
徳

に
関

し

卓
越

す

る
人

は
稀

で
あ

っ
た
。
そ

の
た

め

に
王

政

が
行

わ
れ

て

い
た

の
で
あ

ろ
う

が

、

そ

の
後
、

徳
高

き
者

、

多
く

出

現
す

る

に

至

っ
た
と

い
う

の
で
あ

る
。

か
く

、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
が

　
ら

　

思
考

の
道
筋

を

追

う

て

い
く

に
、

「
有

徳
者

多

数

の
政
体

」
と

は
貴

族

政

と
な

さ

ざ
る
を

得
な

い
。

こ

こ
で

も

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

の
脳
裡
を

占

め

た

の
は
王

政

と
貴
族

政

の
比
較

だ

っ
た

の
で
あ
る

。

「多

数

」
な

る
表
現

は
そ

こ

か

ら
出
来

す

る

の

で
あ

ろ
う
。

『政

治
学

』
一
N
。。
O
σ
。。
-
躇

は

同
書

三
巻

十

五
章

の
議

論

よ

り
す

る
と
逸

脱

で
あ

る
。

上

記

の
関
連

よ

り
王

政

、
貴

族
政

の
出

現

に
触

れ
、

そ

れ

に
次

い
で
更
な

る
変

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
初
期
民
主
政

「
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
初
期
民
主
政

遷
説

き
及

ば

れ

た
る

に
過
ぎ

ぬ
。
旨

。゚
①
σ
卜。
N
よ
り
再

び
王
政

の
問

題

に
話

は
戻

る
。
従

っ
て
、
こ
こ
で
提

示

さ

れ

た
諸
国

制

遷
移

の
理
論

は
そ

れ
自
体

と

し

て
考
究

さ

ハ
　

　

れ

た
結

果

か
否

か
疑

問

が
残

る
。
ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
と
し

て
も

熟
慮

に
及

ん

で
は

か
く
な

る

理
論
を

固
持

し

た

で
あ

ろ
う

か
。
旨
。。
O
げ
。。
-
卜。
卜。
に
は

三
巻

十

五
章

全
体

の

論
調

に
規

定
さ

れ

た
側

面
少

し

と

は
し
な

い
の
で
あ

る
。

　
　

　

旨
。。
O
げ
。。
-
卜。
N
に
お

い
て
各
国

制

の
判
定

基
準

は
徳

目

に
置

か

れ

る
。
こ

こ
で

の
貴
族

政

は
富

、
自
由

な

る

要
素

の
混
合

し

た
形

態

で
は

な
く
、
徳

の
み
よ

り
成

る
真

ハ
　

　

正
貴
族
政
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
が
現
実

に
生
起
す
る

の
は
困
難

で
あ
る
。
ま

た
、

こ
の
貴
族
政
並

び
に
寡
頭
政

は
堕
落
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
原
因
は
統
治
者

　
　

り

の
悪
徳

に
帰

せ
ら

れ

る
。

こ
れ

ら
よ

り
し

て
も

、
一
ト。
。。
①
げ
。。
-
旨

は
倫
理

的

要
素

が
勝

る
も

の
で
あ

る
。

こ

の
点
、

『
ニ
コ

マ
コ
ス
倫

理
学

』
、
プ

ラ

ト

ン

『国
家

』
を

想

起

せ
し

め
る
も

の
が
あ

る
。

プ

ラ
ト

ン

『国

家

』

八
巻

に
て

は
、

周

知

の
如
く

、
諸
国

制

の
変

移

が

説

か
れ

る
。

そ

こ
で

は
理
想
国

よ

り

ス
パ

ル
タ
風
国

制

を
経

て
、
寡

頭

政
、

民
主

政
、

最

も
邪
悪

な

る
借
主

政

へ
と
達
す

る

の
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
も

と

よ

り
国

制

頽
落

の
理
論

で
あ

り
、
歴
史

的

現

実

を
追

わ

ん

と
す

る
も

の
で
は
な

い
。
『
ニ

コ
マ

コ
ス
倫

　
り

　

理
学
』

で
は
王
政
は
借
主
政

に
移

る
。
貴
族
政
か
ら
は
寡
頭
政
に
、
「
国
制
」
(
財
産
査
定
政
)
よ
り
は
民
主
政
に
向
う

と
さ
れ
る
。

こ
こ
に
描
出
さ
れ
た
る
も
国
制

の
廃
頽

で
あ

っ
て
、
良
き
国
制

よ
り
悪
し
き
そ
れ

へ
の
移
行
は
統
治
者

の
悪
徳

に
よ

る
と
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
『
政
治
学
』
お
。。
①
σ
。。
-
誌

は

『
国
家
』
と
は
国
制
継
起

の
順
を
異
に
す
る
。
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
は
諸
国
制
全
般

に
亘
る
推
移
を
論
じ
た
も

の
で

は
な

い
。
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
の
は

一
人
支
配
、
少
数
者
支
配
、
多
数
者
支
配
な
る
各

ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
変
化
の
み
で
あ

る
。
そ

の
そ
れ
ぞ
れ
と

『政
治
学
』
三
巻

　
　
　

十
五
章

に
お
け

る
各
国
制

の
変
化

と
は
大

い
に
異
な
る
。

『政
治
学
』
で
は

「
国
制
」
も
欠
く
。
ま
た
、

『政
治
学
』
三
巻
十
五
章

で
は
貴
族
政
よ
り
寡
頭
政
、
更
に

は
借
主
政

へ
の
移
行

は
堕
落

で
あ

る
が
、
そ
れ
は
そ

こ
で
終
結
を
見

る
も

の
で
は
な

い
。
そ

の
後
に
民
主
政
が
興
起
す

る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
点
で
そ

こ
に

描
か
れ
た
る
は

一
直
線
的
進
行
で
な
く
、
そ
れ
は
国
制
頽
落

の
理
論

と
称
す

る
は
得
な

い
。
『国
家
』
や

『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
と
は
相
貌
を
異

に
す

る
所
以
で
あ

る
。

『
政
治
学
』
旨
。。O
げ
・。
-
卜。
い。
に
は
倫
理
的
要
素
と
並
ん
で
人

口
論
な
る
契
機
も
現
れ
る
。
少
人
口
な

る
古
き
時
期

に
お

い
て
は
王
政
が
行
わ
れ
て

い
た
。
そ
れ
に
対

し
、
人
口
増
大

せ
し
昨
今
で
は
、
最
早
、
民
主
政
以
外
の
国
制
容
易
に
は
出
来

せ
ず
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
か
く
、
人
口
と
国
制

の
変
遷
を
関
連

せ
し

め
る
は
、
ア

ハ
ね

　

リ

ス
ト
テ

レ

ス
の
場
合

、
常

に
見

ら
れ

る
と

こ
ろ

で
、

四
巻

十
三
章

這
雪

σ
一
①
歯
○。
と
も
共

通
す

る
。
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次

に

『政
治
学
』
四
巻
十
三
章

に
箋
げ
一
①
以
下
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
最
初

の
国
制
は
騎
兵
よ
り
成

っ
た
と
さ
れ
る
。
馬
匹
飼
養

は
大
な
る
財
産
を
所
有
す
る
者

　
お

　

の
み
能

く
す

る

と

こ
ろ
で
あ

る
。

従

っ
て
、
最

初

の
国
制

と

は
強

力
な

る
寡

頭

政

で
あ

る
。

続

い
て
生
ず

る
重
装

歩

兵
を

中
心

と
す

る

政
体

は

「
国

制

」

で
あ

る
。

こ
の
点

は
、

今

日
言
う

と

こ
ろ

の

「
国

制

」

は
、
従

前
、

民

主

政

と
呼

ば

れ
た

と
あ

る

と

こ
ろ

か
ら
も

明

瞭

で
あ

る
。

こ
れ

は
、

以

前

よ
り
す

る

と

「
国
制

」

は
主

権

者
数

多

し

と
し

た

が
今

日

の
基
準

で

は
然

ら
ず

と

い
う

事

で
あ

る
。

こ
れ

は
、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
当
時

は
民
主

政

が
進

展

し

て

い
た
事
を
意

味
す

る
。
這

㊤
ぎ

一
中

へ
け

　

N
・。
で

は
人

口
増
加

が
趨

勢
的

に
把

え
ら

れ

て

い
る
が
、

そ

れ
と
更

な

る
戦
術

の
変
化

と
が
相

僕

っ
て
民
主

政
ポ

リ

ス
が
増

加
し

た
と
さ

れ

る

の
で
あ

ろ
う
。

か

く
し

て
、

四
巻

+
三
章

で
は
王

政
、

寡

頭

政
、

「
国
制

」
、

民
主

政

な
る
国

制
継

起

の
順

序

が
得

ら
れ

る
。
貴

族

政
、

借
主

政

は

そ

こ
に
は
出

現

し

な

い
。

三
巻

十

五
章

の
図
式

と

は
相

異
な

る
所

以

で
あ

る
。
一
・。
㊤
刈
σ
一
①
山

。。
に
お

い
て
国
制

変

化

の
動

因
と

な

る

の
は
人

口
増
加

と

戦
術

の
発
展

で
あ

る
。
前
者

は

一
N
。。
窪

。。
以

下
と

共
通

で
あ

る
が

後
者

は

そ
う

で
な

い
。

戦
術

云

々
は

一
ト。
。。
①
げ
。。
-
器

で
は

顧
慮

の
外

で

あ

っ
た
。
反

面
、

そ

こ
で

は
倫
理

的
要

素

が
強
調

さ

れ

て

い
た

が
、

こ
れ

は

一
ト。
零
σ
H
O
歯

。。
の
文

面

に
は
現

れ
な

い
。

そ
れ

ら

の
点

で
、

四
巻

十
三
章

の
方

が
現
実

的

と
称

す

る

は
得

よ

う

。

頭雛
ゼ嚢
諜
嚢
淵
鋸
謡
雛
楓霧
嚢
鋸
竪
舞
勝
%
疑
騙

卜懸
綬
螺

媒
∵

　
め

　

る

の
み
。

「
国
制

」
も

民
主

政
と

の
境
界

等
、

概

念
的

に
明

確

を
欠

く
憾

み

が
残

る
。

『政

治

学
』
一
い。
零
菖

①
-
・。
。。
に
お
け

る

年
代

で
あ

る

が
、

こ

れ
は
如

何

に
考

え

ら
れ

て

い
る

の
で
あ

ろ
う

か
。

少
し

前

に
叙

し

た
よ
う

に
、
王

政

に
続

い
て
昔

は
寡

頭
政

が
布

か
れ
て
い
た
と

い
九

ア
リ

ス
享

レ
ス
は
、
屡

々
、
往
昔

と
現
今
と
を
対
比
す

る
・
そ
れ
は
枚
挙
に
泊
迂
な
き

程
で
多

が
・
「昔
」
と

「
今
」
の
境
界
線

何
処

に
引

か
る
べ
き
か
、
必
ず
し
も
判
然
と
は
し
臨

ぴ

従

っ
て
、
重
装
歩
兵
戦
術
発
達
や
そ
れ
に
伴

つ
と
さ
れ
る
各
国
制
鯉
ハ廃

の
時
期
は
嚥

で
あ

る
・
寡
頭
政

の
衰
頽
や

「
国
制
」
の
出
現
、
そ
れ
の
民
主
政

へ
の
移
行

は
奈
辺

に
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
戦
術

の
変
化
や
国
制

の
交
替
に
関
し
て
は
ポ
リ
ス
に
よ

(
20

)

っ
て
も
偏
差
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。

『
政
治
学
』
一
ト。
雪
σ
一
①
歯
。。
は
国
制

の
推
移
を
本
来

の
主
題
と
す
る
も

の
で
は
な

い
の
で
あ

る
。
四
巻
十
三
章

に
て
は
た
だ
重
装
歩
兵
に
の
み
国
民
権
が
賦
与
さ
る

べ
き
と
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
旨
零
げ
H
①
以
下
は
そ

の
話

の
関
連
か
ら

一
時
的
に
歴
史
的
回
顧

に
転
じ

た
も

の
に
過
ぎ
な
い
。
従

っ
て
、
そ

こ
で
前
景
に
現
れ
る

の
は
重

装
歩
兵
制
な
ど
戦
術
の
変
化
と
国
民
権

と
の
関
係
な
の
で
あ

る
。
種

々
の
国
制
や
そ
の
変
化

に
つ
い
て
精
細
な
る
記
述
な

さ
れ
た
と
は
な
し
難
き
点
も
、
か
か
る
論

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
初
期
民
主
政

㎝
軸　

}

へ



ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
と
初

期

民
主

政

述

の
椀
鯉
よ
り
す

れ
ば
む
し
ろ
当
然

と
言
え
よ
う
か
。
倦
圭

政
は
そ

の
支
持
層
と
し
て
特
定

の
兵
種
を
措
定
さ

れ
る
も

の
で
は
な

い
。
貴
族
政
も
同
断
で
あ
る
。
そ

の
故
に
こ
の
二

つ
の
国
制
は

こ
こ
で
は
扱
わ
れ
な

い
の
で
あ
る
。

本
章

の
最
後
と
し
て
、

『政
治
学
』
五
巻
十
二
章

に

一
言
し
て
お
く
。

こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
プ
ラ
ト

ン

『国
家
』
に
お
け
る
政
体
変
遷
論

の
批
判
を
な
す

の

(
22

)

で
あ
る
が
、
そ

の
関
連
に
お
い
て
、
諸
国
制

が
殆
ど
凡
ゆ
る
方
向
に
変
化
す
る
か
の
如
き
叙
述
を
な
す
。
国
制
変
化
に
関
す

る
通
則
が
悉
く
否
定
し
去
ら
れ
る
か
の

(
23

)

感
も
生
ず
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
も
ま
た
問
題

は
残
る
。

以
上
を
以

っ
て
案
ず
る
に
、
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
理
論

に
お
け
る
民
主
政
出
現

の
時
期
に

つ
き
如
何
な
る
断
案
を
下
す

べ
き
か
。

こ
れ
は
問
題
あ
り
と
錐
も
、
三
巻

十
五
章

と
四
巻

十
三
章

の
テ
ク

ス
ト

の
上

で
は
、

と
も
か
く
も
、
そ
れ
は
後
期
に
置

か
れ
る
。
初
期
に
は
寡
頭
政
な
ど

の
少
数
者
支
配
が
優
越
し
た
と
さ
れ
る

の
で

あ

っ
た
。
そ

の
点

で
は
、
両
者
、

一
致
を
見
る
と

い
う
も

の
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
五
巻
十

二
章

で
あ
る
が
、
そ

こ
で
は
古
期
に
お
け
る
民
主
政
の
実
例
は
記
さ
れ
て

い
な

い
と
し
て
よ

い
。
し
て
み
る
と
、
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
と
し
て
、
大
勢
的
に
は
民
主
政
を
後
期

に
お
け
る
変
化
と
看
倣
し
た
事
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。
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(
4

)

(
5

)

(
6

)

(
7

)

註

『政
治
学
』

の
訳
文
は
原
則
的

に
山
本
光
雄
氏

の
も

の

(岩

波
版

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
全
集

)
に
よ
る
。

凄

卜

一
N
『
㊤
鋤
ω
O
Iσ
ω
゜

今
日
の
歴
史
家
は
貴
族
政
を

「特
権
身

分
の
支
配
」
な

る
意

で
使
用
す
る
が
、
そ

の
種

の
用
法

は
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
に
は
無
縁
で
あ
る
。
身
分
的
支
配
な
る
も

の
は
本
文

に
記
し
た
二

つ
の
図
式

に
も
全

く
現
れ
な

い
。

ぎ

ト

一
N
OQ
①
σ
㎝
1
①
'

そ
の
際
、
嵩
。。
①げ
一ω
の

℃
o
葎
Φ
冨

は
王
政
と
の
対
比
を
意

識
し
て
使

用
さ
れ
て
い
る
事

に
な
る
。

な
お
、
本
章
註
(
3
)
を
承
け
て

一
言
し
て
お
く
が
、
岩

田
拓
郎

(「
ア
テ
ナ
イ
と

ス
パ
ル
タ
の
国
制
」
、
岩
波
講
座
世
界
歴
史

1
、
昭
和
四
四
年
、

五
二
五

ペ
ー
ジ
)
氏

は

『政
治
学
』
お
。。O
σ
。。
山
卜。
に
出
る
貴
族
政
を
特
権
身

分

の
支
配
と
解
し

て
い
る
。
テ
ク

ス
ト
誤
解

の
典
型
例

で
あ

る
。
そ
の
他
、

こ
の
論
文
に
は
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
誤

読
、
歪
曲

が
数
多
く
見
出

さ
れ
る
。
碧
同ω二
昌
α
窪

(
同
論

文
五

一
六

五

一
九
ペ
ー
ジ
)
も
そ

の

一
例

で
あ
る
。
(
こ
の
点
は
拙
稿

「
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
と
古
ア
テ
ナ
イ

の
国
制

」
(『
西
洋
史
学
』

一
六
八
号
、
平
成
五
年
)
三
九

四

一
ペ
ー
ジ
参
照
。
)
こ
れ
で
は
歴
史
研
究
と

い
う
よ
り
は
創
作

に
接
近
し
て
し
ま
う
で
は
な

い
か
。
岩

田

氏
と
し

て
は
史
料

に
即
し
た
研
究
を
進

め
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

な
お
、
本
篇
四
章
註
(
14
)参
照
。

各
国
制

の
変
化
に

つ
き
、
『政
治
学
』
お
。。
Φσ
○。
-
躇

に
は
同
書

の
他

の
箇
所
と

の
矛
盾
が
多
く
見
出
さ
れ

る
。

以

下

、

=
'
幻
く
頃
①
r

ミ

肉
S
>
しu
O
>
鳶

口
O
>
＼
国

O
～<
り
切
①
ヨ

一
㊤
お

゜
(
閑
8

『
冒

け

Z
①
≦

く
o
蒔

一
㊤
刈
ω
)

嵩

ω
-
嵩

①

ぺ

:

ジ

参

照

。
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21
口

　 　

20ユ9
口 　

　

23
口

　

22
V

真

正

貴

族

政

に

つ

い
て

は

前

掲

拙

稿

「
ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス

と

古

ア

テ

ナ

イ

の
国

制

」

四

〇

ぺ

t

ジ
。

貴

族

政

よ

り

借

主

政

に
至

る

迄

、

支

配

者

数

が

順

次

減

少

し

て

い
く

点

も

図

式

的

た

る

の
識

を

免

れ

ま

い
。

肉
ミ
'
〉
ミ
5

<
=
H

一
P

『
政

治

学

』

に

胡

σ
一
-
卜。
で

は

逸

脱

せ

る

国

制

は

本

来

の
国

制

よ

り

時

間

的

に

後

に

置

か

れ

る

。

後

述

。

本

論

文

三

章

。

ミ

、
」

ω
卜。
一
Q
O。
山

一
.
ま

た

、

旨

。゚
㊤
げ
G。
甲

ω
○。
.

本

論

文

三

章

。

げ
巴

9
需

ゴ
翁。
凶巴

℃
o
=
8

凶巴

は

.窪

Φ

鋤
コ
6
凶①
三

〇
〇
5
ω
葺

⊆
二
〇
コ
。゚
、
の
意

で

あ

ろ

う

。

≦
、°

冒
゜
Z
①
≦
ヨ

髄
P

§

Q

ぎ

～ミ

凌

9

エ

誌

、ミ

鳶

〒
H
<
"
O
×
{
o
a

一
。。
○。
刈
山

㊤
O
N

一く

器

心
.
な

お

、

『
政

治

学

』

一
・。
竃

げ
旨

幽

。c
に

頻

出

す

る

℃
o
耳

o
冨

全

般

に

つ

い

て

も

き
ミ

」

<

卜。
器

歯

恕

゜

「
国

制

」

と

寡

頭

政

と

の

境

界

に
も

問

題

は

残

る

。

6
h

ミ

ト

}
ω
曽

鋤
旨

・}
ω
`

『
政

治

学

』

H
魅

↓
σ
曽

及

び

N
鼻
に

も

そ

れ

ぞ

れ

①
づ

8

6

雲

∩
7
巴
9
ω
、

プ
9

導

0
8

「
o
つ

と

あ

る
。

ヴ

ェ
ー

ユ
(
殉
.
≦
、①
拝

勺
プ
凶
o
ω
o
O
7
一Φ

卑

三
ω
ε

罵
ρ

肉
ミ

羅

欝

蕊

の
ミ

、
蒔
ミ

尽
ミ
融

気
翁
の
δ
ミ

×
炉

く
餌
づ
ユ
8

=
<
『
Φ
・O
Φ
づ
伽
く
①

一
㊤
の
9

旨

刈
)
に

よ

れ

ば

境

界

線

は

ペ

ル

シ

ア

戦

争

で

あ

る

。

し

か

し

、

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス

の

「
昔

」

は

更

に

荘

漢

た

る

も

の

で
あ

る

。

な

お

、

9

≦
N①
=

ψ
工

誉

ミ

馬

ミ

～
.ミ

蔑
竃
ミ

》
勺
餌
二
ω

毎
①
ρ

ま

O
'

も

っ
と

も

、

各

戦
術

の

様

態

や

変

化

の

時

期

に

つ
き

正

確

な

認

識

を

古

代

ギ

リ

シ

ア

人

に

求

め

る

の

は

酷

と

い
う

も

の

で

あ

ろ

う

。

鋤

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
と

国

制

の
変

遷

そ

の

も

の

に

つ

い

て

は

別

の

形

で

論

ず

る

予

定

で

あ

る

。

6

こ

う

い

っ
た

要

素

を

顧

慮

す

れ

ば

、
富

。。
①
σ
。。
-
躇

と

一
N
雪

σ
一
〇
歯

○。
と

の

相

違

は

↓
見

す

る

程

に

は

大

き

く

な

く

な

る

。
9

幻
覧
冷

斜

愚

゜
ミ

゜
寄

。。
-
一
謬

"
を

①
拝

ム

募

ミ
欝

Q
こ

.ミ
砺
ミ

蚕

。。
自

-
も。
軽
・。
幽
『
政

治

学

』

四

巻

+

三

章

の
背

後

に
あ

る

の

は

、

実

は

、

中

間

の
国

制

こ

そ

良

し

と

す

る

観

念

で

あ

る

。

「
国

制

」

が

強

調

さ

れ

る

の
も

そ

の

た

め

で

あ

ろ

う

。

こ

の
点

で

四

巻

十

三

章

は

ま

た

倫

理

的

で

あ

る

。

ぎ

ト

同
ω
}
①
叫
一
刈
-
ω
㊤
゜

結

局

の

と

こ

ろ

、

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス

は

政

体

の
遷

移

に

つ
き

如

何

な

る

理

論

を

是

と

し

た

の

で

あ

ろ

う

か
。

こ

の

点

、

リ

フ

ェ

ル

や

ヴ

ェ
ー

ユ

(
本

章

註

(
21

)
)

は

執

筆

時

期

に

よ

る

変

化

を

想

定

す

る

。

三

巻

十

五

章

よ

り

も

四

巻

十

三

章

や

五

巻

十

二
章

の

方

が

時

期

的

に

新

し

く

、

そ

れ

ら

は

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の

成

熟

し

た
思

考

を

示

す

と

い
う

の

で

あ

る

(
零

①
戸

卜

駐

ミ

鳴

ミ

、
、ミ
竃
ミ
ミ

一
ω
畠

)。

し

か

し

、

こ

れ

だ

け

で

諸

々

の

矛

盾

が
解

明

さ

れ

る

も

の

で

は
な

い
。

砕飾　}}}

　樹
{

　幽
帥

い"レ

 

一　

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
は
古

い
時
期
に
お
け
る
民
主
政

の
例
が
幾

つ
か
見
出
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
そ

の
う
ち
年
代
的
に
古
期

に
属
す
る
事
が
確
実
な
る
事
例

の
み

ア

リ

ス
ト
テ

レ

ス
と
初

期

民

主

政



ア

リ

ス

ト

テ

レ
ス
と

初

期

民

主

政

　
ユ

　

を
取

上
げ

る
。

先
ず

ア

テ
ナ
イ

で
あ

る
か
、

そ

こ

で
は
民

主

政

の
祖

は

ソ

ロ
ン
と
さ

れ

る
。

そ

の
国

制

は
第

一
種

民
主

政

と
考

え

ら
れ
、

改
革

の
年

代

は
五
九

四
年

で
あ

る
。

エ
リ

ュ
ト

ラ
イ

に
関

し
、

『
政
治

学

』
一
ら。
O
α
σ
一
。。
-
旨

で
は
以

下

の
如

く
報

ぜ

ら
る
。

「
し

か
し
ま

た

エ
リ

ュ
ト

ラ
イ

で

は
昔
王

族

と
呼

ば
れ

た

一
族

の
寡

頭

政
時

代

に

①
官

9
ω
8
コ

しロ
①
巴

己
8

0
一団σq
霞
。
三
"
俄

国

民

権

に
与

っ
て

い
た
人

々
は
立
派

な

政
治

を
し

て

い
た
け

れ

ど
、

そ

れ

で
も

民
衆

は
少
数

の
人

々
に
よ

っ
て
支

配

さ

れ
て

い
た
た

め
、

そ

れ
を

不
満

に
思

っ
て
国
制

を

変

え

た
。
」

こ
こ

に
は

「
昔

①
コ

8
凶ω

費
o
ゴ
巴
o
圃ω
o
汀

o
コ
o
団ω
」
と

あ

る
。

ま

た
、

王
族

じσ
9
ω
旨
色
9。
一
の
支

配

下

(
2

>

(
3

)

と
い
う

の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
は
王
政
に
次
ぐ
時
期
を
指
す

の
で
あ
ろ
う
。
も

っ
と
も
、

オ
ル
テ

ユ
ゲ
ス

一
派
に
よ
る
纂
奪
を
も
考
慮

に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

が
。
何
れ
に
せ
よ
、
相
当
早
き
時
点
に
お

い
て
民
衆

α
①
ヨ
o
ω
は
寡
頭
政
を
不
満
と
し
て
民
主

政
を
樹
立
し
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
少
数
者

に
よ
る
支
配
そ
れ
自
体
を

民
衆
は
否
認
し
、
自
ら
の
主
権
を
確
立
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
る

　

『政
治
学
』
一
ω
O
富

ω
一
-
ω
ω
に
お
い
て
は
ア

ン
ブ

ラ
キ
ア
に
関
し
、
民
衆
が
借
主

ペ
リ
ア

ン
ド

ロ
ス
を
そ

の
攻
撃
者
と
協
力
し

て
追

い
、
権
力
を
自
ら
の
手
中

に
収

め
た
旨
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ポ
リ

ス
の

一
部

た
る
民
衆

の
力
が
増
大
し

た
結
果
と
さ
れ
る
。
サ
ラ
ミ
ス
海
戦
後
の
ア
テ
ナ
イ
で
水
夫
と
し
て
勤
め
る
大
衆

の
勢

力
が
増
し
、
民
主
政
を
進
展

せ
し
め
た
の
は
そ
の
事
例

に
属
す

る
。
或

は
、
五
世
紀
末
シ

ュ
ラ
ク
サ
イ
に
て
民
衆
が
戦
争
勝
利

の
原
因
と
な

っ
て
国
制
を
民
主
政

に

0ー価

変
化

せ
し
め
た

の
も
そ
の
例

と
さ
れ
る
。
ア

ン
ブ

ラ
キ
ア
の
政
変

は
こ
れ
ら
と
同
列

に
置

か
れ
る

の
で
あ

る
。

ア
ン
ブ

ラ
キ
ア

に
お
け

る
攻
撃
者
と
は

お
一
H
餌
ω
中

　
ら

　

一
ω
一
一
σ
一
に
て
語

ら
れ

た

ペ
リ

ア

ン
ド

ロ
ス
の
稚
児

一
派

を
指

示

す

る

の
で
あ

ろ
う
。
こ
の
ペ
リ

ア

ン
ド

ロ

ス
は

コ
リ

ン
ト

ス
に

お
け

る
高
名

な

る
同
名

の
借

主

の
甥

で
あ

る
。
従

っ
て
、

そ

の
年
代

は

ほ

ぼ
確

実

で
あ

る
。

ペ
リ

ア

ン
ド

ロ
ス
失

脚

と

コ
リ

ン
ト

ス
に

お
け

る
プ

サ

ン
メ
テ

ィ

コ
ス
借
主

政
倒
壊

と
が
時

を
近

く
す

る
な

ら
ば
、

ア

ン
ブ

ラ
キ

ア

で

の
民
主

政

確
立

は

五
八

〇
年

頃

と

な

る
。

　
　

　

ア

ン
ブ
ラ
キ
ア
に
つ
い
て
は
今

一
つ
記
事
が
あ

っ
て
、
そ
こ
で
は
些
少
な
る
財
産
資
格
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
遂

に
は
無

一
文

の
者
が
役
職

に
就

い
た
と
い
う
。

　
　

ロ

こ
の
財
産
資
格
些
少
な

る
政
体
と
は
、
ペ
リ
ア

ン
ド

ロ
ス
後
の
民
主
政
を
指
す
可
能
性
が
あ
る
。

次
は
メ
ガ
ラ
な
る
が
、
そ
こ
の
民
主
政

に
つ
い
て
は

『
政
治
学
』
の
三
箇
所

が
問
題
と
な

る
。
先
ず

一
ω
O
害
ω
や
ω
ρ
「
ま
た
こ
れ
と
殆

ど
同
じ
よ
う
に
し
て
メ
ガ
ラ

デ

マ

ゴ

ゴ

イ

の
民
主
政
も
解
体
さ
れ
た
。
と
い
う

の
は
民
主
指
導
者

た
ち
は
財
産
を
没
収
す

る
事

が
出
来

る
よ
う

に
、
知
名

の
士
た
ち
を
多

く
追
放
し
て

い
っ
て
、
遂

に
は
追
放

者
た
ち
を
多
数
に
し
て
し
ま

っ
た
の
で
、

こ
れ
ら

の
人
々
は
国

へ
帰

っ
て
き
て
戦

い
、
民
衆
を
打
負

か
し

て
寡
頭
政
を
樹

立
し
た
か
ら
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
『
政
治
学
』

五
巻
五
章
、
民
主
政
解
体

の
項
に
現

れ
る
。

コ
ス
、

ロ
ド

ス
、

ヘ
ラ
ク

レ
イ
ア
、
キ

ュ
メ
と
共
に
民
衆
指
導
者

の
無
茶

に
よ

っ
て
変
化
し
た
民
主
政

の
例

で
あ
る
。

7

副



そ

れ

ら
で

は
知
名

の
士

(
ひq
口
o
「巨

o
凶)

が
結
束

し

て

民
主

政

の
打

倒

を
計

る
と

い
う
。

年
代

は
示

さ

れ

ぬ

が
、

そ

の
う

ち

ロ
ド

ス

の

一
件

は
学
説

史

に
お

い
て
、

屡

々
、

四
世
紀

に
置

か
れ

る
。

ハ
　

ね

次

は
、
一
ω
O
O
舘

刈
山
㊤
。

こ
れ

は
メ
ガ

ラ

に
て

亡
命
者

が
帰

国

し
、
民
主

政

を
打

倒
し

て
寡

頭

政
を

樹

立

し

た
事

を
意

味
す

る
。
従

っ
て
、
先

の

一
ω
O
参

逡

-
ω
㊤
と
内

容
的

に
同
質

で
あ

る
。

今

一
箇
所

と

し

て

は

一
ω
O
・。
σ
ω
O
-
ω
一
、

「
ま

た
メ

ガ
ラ

の
民

主
政

も
無

秩
序

や

無
政

府
状
態

の
た

め

に
敗

戦
し

た
時

、

崩

壊
し

た
。
」
こ
れ

は
オ

イ

ノ

ピ

ュ
タ
戦

役

後

の
テ
ー

バ
イ

に
お
け

る

民
主
政

崩

壊

と

並

ん

で
扱

わ
れ

る
。

双
方

土
ハ、
矯

激
な

る
民

主
政

の
無

法
を
富

裕

者

が
軽
蔑

し

て
攻

撃

す

る
事
例

に
算

　
　

　

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点

で
、
先
に
掲
げ

た

一
ω
設
げ
ω
や
ω
㊤
の
状
況
と
酷
似
す
る

の
で
は
な
い
か
。
以
上
三
箇
所
、
相
互

の
類
似
よ
り
し
て
、
そ
れ
ら
は
同

一
の
事
件

を
指
示
す
る
可
能
性
が
高

い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

メ
ガ
ラ
に
お
け

る
民
主
政

の
崩
壊

で
あ

る
が
、

一
つ
に
は
四
二
四
年

の
事
例

が
知
ら
れ
る
。

こ
の
時
、
亡
命
者

が
帰
国
し
、
極
端
な

る
寡
頭
政
が
布
か
れ
た
と

　
　

　

い
う
。

た
だ
、

こ

の
場
合

、

そ
れ
以

前

の
民
主

政

に

つ
き
無

法

、
放

将

の
類

は
報

告
さ

れ
な

い
。

ま

た
、

寡

頭

派

に
よ
る
政

権
掌

握

も

『
政
治

学
』
の
殊

に

一
ω
宝

σ
罐

　
　

　

-・。㊤
と

は
様

相

を

異

に
す

る
。

こ
れ

ら
を
勘

案

す

る

に
、

『
政

治

学
』

の
記

事

は
プ

ル
タ

ル
コ

ス
伝

え
る
放

縦
な

る
民
主

政

欝

o
冨
ω8

ω
色
Φ
ヨ
○
ξ

讐
冨

と
関

連

せ
し

(
レ

)

デ

マ

ゴ

ゴ

イ

め
る
を

良
し

と
す

る

の
で
は

な

い
か
。
プ

ル
タ

ル

コ
ス
に
よ

れ

ば
、

当
時

、

メ

ガ

ラ
で

は
民
衆

指

導
者

に
率

い
ら
れ
、

貧
民

は
富

裕
者

に
対

し
暴
虐

の
限

り
を

尽
く

n

(13
)

ω

し

た
と

い
う

。

こ
れ
は

『政

治

学
』

の

一
ω
8
げ
ω
O
-
ω
一
並

び

に

一
ω
宝
σ
ω
や
ω
㊤
を
連

想

せ
し

め

る
。
借
・王
テ

ア
ゲ
ネ

ス
放

逐
後
、

暫
時

の

「
穏

健
な

る

政
体

」
を
経

て

ハ
む

　

デ

マ

ゴ

ゴ

イ

か
く
の
如
き
民
・王
政
が
成
立

し
た
と
の
事

で
あ

る
か
ら
、
そ
の
年
代

は
六
世
紀
前
半
で
あ
ろ
う

か
。
そ

の
時
点

に
お

い
て
民
衆
指
導
者
が
跳
梁
し
、
貧
民
が
富
裕
者

　
め

ソ

を
圧

倒

し
て

最
終

種

の
民
主

政

が
成

立
し

た
と

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
は
考

え

た
事

に
な

る
。

な

お
、

『
詩

学
』

(
一
戯
恥
○○
①
ω
]rl
しQ
トこ
)
に
は
喜

劇

の
起
源

を

め

ぐ

っ
て
、

メ
ガ

ラ
人

が
そ

の
元
祖

た
る
を
主

張

す

る
旨

記

さ
れ

て

い
る
。

「喜

劇

は
自

分

た
ち

の
と

こ
ろ

に
民

主

政
治

が
成

立
し

た
折

に
生

じ

た
」

と

い
う

わ
け

で
あ

る
。

こ

こ
か

ら
し

て
も
、

早
き

時

期
、

ギ

リ

シ
ア
本

土

の
メ
ガ

ラ

に
て
民
主

政
行

わ

れ

た
と

の
伝
承

存

　
お

ソ

し

た
事

は
明

ら

か

で
あ

る
。

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
と

し

て
も

そ

の
伝
承

を
十

分

に
承

知
し

て

い
た

の
で
あ

る

。

　
レ

　

「
ま
た

ヘ
ラ
ク

レ
イ
ア
で
も
民
主
政
は
植
民
後
間
も
な
く
民
衆
指
導
者

の
故

に
解
体
さ
れ
た
。

」

こ
れ
は
前
述

の
メ
ガ
ラ
に
お
け
る
民
主
政
解
体

の
記
事

に
先
行

　
　

　

し
、
内

容
的

に
も

そ

れ
と
殆

ど
同

一
で
あ

る
。

ヘ
ラ
ク

レ
イ

ア

は

『政

治

学
』

に
五
度

現
れ

る
。

そ

の
う

ち

二
例

は
ト
ラ

キ

ス
の

ヘ
ラ

ク

レ
イ

ア

で
な
く

、
黒

海
沿

(
19

)

岸

の
そ
れ
を
指
す
。
他
三
箇
所
の
比
定
は
さ
ま
で
明
瞭

と
は
し
な

い
。
た
だ
、

こ
こ
で
問
題
と
す
る

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ア
、
上
掲

の
記
事

に
よ

る
な
ら
ば
植
民
地
開
設
時

(
20

)

に
民
主
政
治
を
行

っ
て
い
た
事
に
な

る
。
然
ら
ば
こ
れ
は
ト
ラ
キ

ス
の
そ
れ
で
は
あ
り
得
な

い
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
ス
パ

ル
タ
人

の
創
設

に
か
か
る
も

の
で
あ
る

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
と
初

期

民
主

政

姻榊一脚締}岬哨
}



ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
と

初

期

民
主

政

か

ら

。
問
題

の

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ア
は
黒
海
沿
岸

の
そ
れ
を
指
す
も

の
で
あ
籏

・
そ
れ
は
メ
ガ
ラ
主
導
下
に
開
か
れ
た
.
年
代

は
五
六
・
年
頃
で
あ
る
。
時
恰
も

メ
ガ
ラ

に

お
け
る
過
激
民
主
政
と
近
接
す
る
。
両
者

の
関
係
に

つ
い
て
も
議
論
は
な
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
何
れ
に
せ
よ
、
古
期

の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ア
に
て
過
激
民
主
政
行
わ

れ
た
と
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
考
え
た
事
に
は
先
ず
疑
を
客
れ
な

い
。

『
政
治
学
』
五
巻

五
章

一
ω
呂
螢
刈
山
O
、
「
し
か
し
古

い
時
代

に
お

い
て
、
同

一
の
人
が
民
衆
指
導
者

に
も
将
軍
に
も
な

っ
た
場
合
は
、
民
主
政
は
借
主
政
に
変

る
の

が
常

で
あ

っ
た
。

と
い
う

の
は
、
昔

の
借
主
た
ち

の
殆
ど
大
多
数

の
者

が
民
衆
指
導
者
か
ら
出
て
き
た
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
こ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、
昔
、
借
主

の
出

た
ポ
リ
ス
、
そ
れ
以
前
は
大
多
数
民
・王
政
で
あ

っ
た
事

に
な

る
。
し
か
し
こ
れ
は
事
実
認
識

は
さ
り
な

が
ら
、
五
巻
十
章

一ω
一
〇
菖
。。
山
一
な

ど
と
矛
盾
を
来
す
。

か

　
の

　

つ
、
五
巻
五
章

一
も。
O
留
刈
歯
。。
自
体

に
も
疑
わ
し
き
部
分
な
し
と
は
し
な

い
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
真
意
奈
辺
に
存
す
る
か
問
題

の
残
る
と

こ
ろ
で
は
あ
る
。

上
記
諸
例
と
は
趣
を
梢

々
異
に
す
る
が
、

ス
パ
ル
タ
に
も
触
れ
な

い
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
ス
パ
ル
タ
観
に
は
簡
単

に
概
括
を
許
さ
ぬ
も

の

が
あ
る
。
し
か
し
、
そ

こ
で
諸
国
制
の
混
合
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
従

っ
て
、
そ
こ
に
は
民
主
政
的
要
素

が
認

め
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
、

エ

ポ

。

イ

〔
23

)

〔
24

)

そ
れ
を
示
す

の
は
監
督
官
制
度

で
あ
る
。

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、

エ
ポ

ロ
イ
は
テ
オ
ポ

ン
ポ

ス
王

の
創
設
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。

プ

ル
タ
ル
コ
ス

『リ

ュ
ク

ル
ゴ

ス
』
伝
に
お
け
る
国
制
改
革

の
記
蓼

あ
る
が
・

こ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
リ

ュ
ク

ル
ゴ

ス
当
時
、

ス
パ
ル
タ
民
衆

の
間
に
は
犀

王
政

へ
の
希

求

が
存

し

た
。

当
時

、
民

衆

の
動
向

無
視

す

べ
か
ら

ざ
る

は
大

レ
:
ト
ラ

ー
関

係

の
記
事

よ

り
も

確

認

さ

れ

る
通

り

で
あ

る
。

こ
れ
ら

に

つ
き
、

プ

ル
タ

ル

コ
ス
は

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス

『
ラ

ケ
ダ

イ

モ

ン
人

の
国
制

』

に
依

拠
す

と

唱

え
ら

る
事
少

く

は
な

い
。

ス
パ

ル
タ
国
制

改

革

の
年
代

も
早

期

に
置

か

れ
る
。

以
上

よ

り
、

ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
に

と
り

て
も

リ

ュ
ク

ル
ゴ

ス
や
テ

オ
ポ

ン
ポ

ス
と

い

っ
た
古

い
時
期

よ

り

ス
パ

ル
タ

の
民

衆

は
自

立

せ
る
政
治

勢

力

で
あ

っ
た
事

に
な

る
。

×

×

×

上

に
掲
げ
た
る
諸
例
よ
り
す
る
と
・
ア
リ
ス
上

ア
レ
ス
に
お
け
る
古
き
塁

礎
・
そ

の
数
必
ず
し
も
僅
少
と
は
し
な

い
.

こ
の
点
、
本
稿
第

葦

に
て
示
し
た
理

論
的
考
究
1

も

っ
と
も
、

こ
れ
は
厳
格

に
受
止
む
べ
き
性
質

の
も
の
で
は
な
か

っ
た
が
ー

と
は
と
に
か
く
齪
酷
を
呈
す

る
か
に
観
ぜ
ら
れ
る
。

こ
れ
に
関
し
、

ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
思
考
は
如
何
に
解
さ
る
べ
き
か
。
早
期
民
主
政
は
彼

の
理
論

に
お

い
て
如
何
な
る
位
置
を
占
め
る
の
か
、
今
少
し
探
究
を
進
め
な
け

れ
ば
な
ら

な

い
。
次
に
、
角
度
を
異

に
し
て
分
析
を
続
け
る
事

に
し
よ
う
。

(62)
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註

前

掲

拙

稿

「
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

と

古

ア

テ

ナ

イ

の
国

制

」

三

五

ペ

ー

ジ

。

〉
み
7
①
P

ひ○
㎝
○○
騰
I
O
㎝
㊤
{
°

ベ
ル
ヴ

ェ

(閏
』

臼
く
ρ

b
器

⇒

ミ
ミ
ミ
。゚
曾
帖
魯
嵩

O
誉

き
§
糟
竃
口
琴
7
雪

一
霧
8

零

)
に
よ
れ
ば
国

制
継
起

の
順
は
王
政
ー

オ
ル
テ

ユ
ゲ
ス
等

の

「
借
主
政
」
1

ー

王

族

の
寡

頭

政

で

あ

る

。
然

る

後

に

α
①
ヨ

○
°・
の

支

配

が

位

置

す

る

。
ベ

ル

ヴ

ェ
は

こ

の

ユ
①
ヨ
o
ω
を

下

層

民

と

い
う

よ

り

は

土

地

所

有

者

を

意

味

す

る

と

見

る

が

、
そ

れ

は

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス

に

は

思

い

及

ば

ぬ

と

こ

ろ

で

あ

る

。

こ

れ

に

関

し

て

、

プ

ル

タ

ル

コ

ス

の

記

述

(
ミ
ミ

゜
°。
$

O

)

に

は

疑

わ

し

き

も

の

が

あ

る

。

O
b

勺
一二
辞
6
ミ

O
＼
°
刈
Φ
QQ

河

㌔
ご
ト

一
もQ
O
ω
餌
N
QQ
-
N
㎝
.

O
h
芝

①
凶だ

ト
篭
無
ミ
驚

ミ

隔
ミ
無
ミ
ミ

略
ま

㎝
゜

「
メ

ガ

ラ

に

お

い
て

～
緒

に

追

放

か

ら
帰

っ
て
来

て

倶

に

民

衆

相

手

に
戦

っ
た

人

々
し

云

々
。

こ

れ

は

役

の
任

命

と

の
関

連

で

語

ら

れ

て

い
る

。

帰

国

を

計

っ
た

人

々

は

勝

利

し

た

の

で

あ

る

。

そ

の
際

、

}
ω
8

び
ω
}
の

冨

詳
①
9

①
鴛

自

は

民

衆

派

が

帰

国

を

計

る

富

裕

者

に

敗

れ

た

事

を

意

味

す

る

と

解

さ

れ

る

。

な

お

、

冨

2

び
b。
O
山

9。
O
α
巴

の

ひq
8

『
帥∋

9

は

事

実

上

、

富

裕

者

と

同

義

で

あ

る

。

}
ω
O
害

・。
・の
に

は

ε

器

♂

°・
〇
二
・゚
冨
ω
Φ
9

0
三

四
ω
、

お

O
冨

①
も

に

は

θ
α
コ

且

○
=
ω
ご
5

と

あ

る

。

拙

稿

「
『
ア

テ

ナ

イ

人

の

国

制

』

二

+

一
章

」

3ー

(
『
大

手

前

女

子

大

学

論

集

』

十

八

号

、

昭

和

五

十

九

年

)

一
四

七

ペ

ー

ジ

。

ー6

日
,
二
π
゜
【
<
.
『
み

ω
響

コ

三

゜

き

メ

トの
霧

6
-
U
"
ω
O
ハ
国
-
閃
.

O
h
缶
゜
-旨

O
①
ゴ
蒔

P

的
ミ
鴇
砺
℃
】≦
自
=
9

①
昌

一
〇
〇。
9

一
〇
①

諺
昌
ヨ
゜
卜○
°

プ

ル
タ

ル

コ

ス

と

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス

、

語

句

の
類

似

も

指

摘

さ

れ

る

。

プ

ル
タ

ル

コ

ス

が

記

述

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

『
メ

ガ

ラ

人

の
国

制

』

に

依

拠

す

と
主

張

さ

る

事

も

少

く

は

な

い

。

即

勺
゜
い
Φ
m
o
P

ミ

§

ミ

゜
】
9

鋤
o
鋤

鋤
&

ピ
o
昌
魁
8

一
り
○。
ド

一
〇
心
山

O
窃
゜

「
放
縦
な
る
民
主
政
」
に
次

い
で
寡
頭
政
が
成
立
し
た
と

は
プ

ル
タ

ル
コ
ス
は
記
さ
な

い
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
民
主
政
は
長
期
に
亘

っ
て
持
続
す
る
も

の
で
は
な

い
。

早
晩
、
富
裕
者

の
踊
起
を
誘
発
す

る
で
あ
ろ
う
。

勺
】巳

゜

き

、
°

N
㊤
頓
O
-
b

°

オ

ウ

ス

ト

(
ω
」
°
O
o
ω
戸

↓
7
①

ζ

Φ
αq
簿
轟

o
{
↓
げ
①
鋤
σq
Φ
づ
①
ω

磐

自

日
7
①
o
αq
三

ω
噂
O
、

O
。。
'
一
雪

ρ

お

ω
山

逡

)

は

こ

れ

を

真

の
民

主

政

に

非

ず

と

す

る

が

、

こ

の

主

張

は

文

字

通

り

.勉

℃
ユ
o
ユ

げ
①
】一Φ
悔

で

あ

り

、

史

料

的

根

拠

を

欠

く

。

早

き

に

民

主

政

成

立

す

る

筈

は

な

し

と

の

近

代

の

歴

史

家

に

通

有

の

論

断

が

こ

こ

に
示

さ

れ

て

い
る

。

O

h
↓

°
=

=
α
ω
0
5

<
翫

一
}冨
∋

ω
》

↓
ゴ
①
o
ぴq
巳

Q。

磐

島

三

ω

℃
o
⑦
ヨ

。゚
噸
霧

卜。
ω
噂
一
㊤
O
ρ

㎝
よ

゜

㌘

ト

一
ω
O
恥
σ
ω
一
ー
ω
ω
゜

き

ミ

゜
H
ω
8

ご
ω
◎

一
ω
い○
刈
び
一
蒔

　一↑
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ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス
と

初

期

民

主

政

前

掲

一
ω
O
斜
げ
ω
一
-
ω
卜⇔

の
他

に

一
も。
O
α
菖

-
一
N

一
ω
8

9
ω
S

↓
げ
二
犀
゜
目
H

O
N
°

如

上

の

一
。。
宝

げ
ω
一

以

下

に

続

き

メ

ガ

ラ

が

扱

わ

れ

る

の

も

、

一
応

、

黒

海

沿

岸

説

に

と

っ
て
有

利

と

な

ろ

う

。

ヘ
ラ

ク

レ
イ

ア

の

比

定

に

つ
き

詳

細

は

2
Φ
≦
ヨ

雪

一く

'

ω
。。
メ

≦
、Φ
戸

卜
篭
。゚
、ミ
驚

ミ

、
、ミ
無
竃

鳶
噸
N
ミ

ー
旨

Q。
°

こ
れ

も

別

の

形

で

論

ず

る

予

定

で

あ

る

。

ぎ

、
°
一
bQ
刈
O
げ
O
l
bO
①
゜

き

ミ

」

ω
一
ω
鋤
N
①
山

。。
°
ヘ
ラ

ク

レ
イ

デ

ス

の

抜

葦

十

に

つ
き

て

は

≦

,①
拝

』

諜

、ミ
馬

ミ

N
、ミ
無
9
蚕

謹

ω
.

霊

三

゜
卜
罫

゜
切
よ

.

上

掲

以

外

に

も

そ

の
例

は

見

出

さ

れ

る

で

あ

ろ

う

。

エ

レ

ト

リ

ア

も

そ

の

中

に
算

え

ら

れ

る

か

も

し

れ

な

い
。

ぎ

、
°
一
ω
O
曾

。。
?

。。
①
゜

　
　

　

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
は
民
主
政
を
四
種
に
分
類
す
る
。
第

一
種

の
そ
れ
は
役
職

へ
の
就
任

が
財
産
級
に
相
応
す
る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
必
要
と
す
る
財
産
は

少
額

で
あ
る
。

こ
こ
で
は
役
職
選
挙
や
執
務
報
告
審
査
、
裁
判
に
は
万
人
こ
れ
に
当

る
が
、
重
大
な
る
役

に
は
選
挙
さ
れ
た
者

こ
れ
に
就
く
な
ど
と
さ
れ
る
。

こ
れ

は
農
民
を
中
心
と
す
る
ポ
リ
ス
に
お
い
て
成
立
す
る
。
第
二
、
第
三

の
変
種
を
経
て
最
終
種
に
達
す
る
と

こ
れ
は
過
激
民
主
政
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
大
衆
が
民
会

の

デ

マ

ゴ

ゴ

イ

政
令

に
よ

っ
て
支
配
し
、
民
衆
指
導
者
も
跳
梁
す
る
。

こ
れ
は
都
市

に
居
住
す
る
卑
し
き
民
を
中
心
と
す
る
。

(
2

)

(
3

)

民
主
政
の
変
種
中
、
時
間
的

に
最
古
な
る
は
第

一
種

の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
も
道
理
で
、

こ
れ
は
農
民
を
中
心

と
す

る
も

の
で
あ

っ
た
の
だ
か
ら
。
ギ
リ
シ
ア
の

　
　

　

ポ
リ

ス
は
そ

の
初
期
に
お
い
て
は
農
本
的
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
　

　

こ
れ
に
対
し
第
四
種
民
主
政
は

「時

間
的
に
は
最
後

に
生
じ
た
。
」
と
さ
れ
、
そ

の
理
由

が
述

べ
ら
れ
る
。
「
何
故
な
ら
国

の
人

口
が
最
初
か
ら
の
も
の
よ
り
遙
か

に
増
加
し
、
ま
た

〔国

に
〕
収
入
が
豊
富
に
存
す
る
故
、

一
方
で
は
人
数

の
力
が
勝

っ
て
来
た
た
め
に
凡
て
の
人

々
が
国
民
権

に
与
り
、
他
方
で
は
貧
乏
人
も
手
当

を
受
取

っ
て
閑
暇
を
持
ち
得
る
た
め
、
参
与
し
て
政
治
を
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
は
人

口
と
収
入

の
増
加
が
指
摘

さ
れ
る
が
、
類
似
の
記
述
は

一
認
O
①
嵩
-
一
。。
に

も
見
出
す
事
を
得

る
。
人

口
と
政
体
と

の
関
係

に
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
注
意
を
怠

ら
ぬ
と
こ
ろ

で
、
一
ω
圏
巴
歯

に
も

「
民
主
政
を
保
持
す
る
は
多
人
口
な
り
」
と
あ

(64)

 

7

d



　
　

　

る
。
人

口
増
大
に
伴

っ
て
中
流
、
殊
に
下
層
民
が
そ

の
数
を
殖
し
、
民
主
政
進
展
を
促
す
と

い
う
理
論
を
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
と
し
て
は
抱
懐
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

か
く
な
る
視
点
は
本
稿

一
章

に
て
取
上
げ
た

『政
治
学
』
三
巻
十
五
章
、
四
巻
十
三
章

に
も
顕
著
で
あ

っ
た
。

そ
れ
ら
で
は
人
口
増
加
と
、
従

っ
て
民
主
政
進
展
と

が
趨
勢
的

に
把
え

ら
れ
て

い
る
の
で
あ

っ
た
。
そ

れ
よ
り
す
る
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
当
時
、
第
四
種
民
主
政
が
頻
繁

に
成
立
し
た
事

と
も
な
る
。

人
口
増
加
と
は
同
時

に
都
市

の
拡
大
を
意
味
す

る
。
第

一
種
民
主
政
と
は
対
蹟
的
に
最
終
種

の
民
主
政

は
都
市
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
職
人
、
商
売

人
、
日
雇
取

ロ
　

ソ

り
な
ど
下
賎

の
徒
輩
が
ポ
リ

ス
を
潤
歩
し
、
政
治
を
左
右
す
る
。

民
主
政

の
各
種

は
ま
た
軍
制

の
変
化
と
も
関
係
す
る
。
軽
装
歩
兵
や
水
兵
は
貧
民
よ
り
成

る
も
の
で
、
そ
れ
ら
が
強
力
な

る
ポ
リ

ス
で
は
民
主
政
は

一
層

の
進
展

ハ
　

　

　
　

　

を
示
す
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
殊

に
ア
テ
ナ
イ

に
て
顕
著

で
あ
る
が
、
海
軍
力
発
展
は
民
主
政
治
が
過
激
化
す
る
重
大
原
因
の

一
つ
で
あ

っ
た
。

　
り

　

か
く
な

る
民
主
政
理
論
を
以

っ
て
す

る
に
、
本
稿
二
章
に
て
論
じ
た
早
期

の
民
主

政
は
必
ず
し
も
奇
異
と
す

る
に
は
足
ら
ぬ
。
人

口
少
く
農
本
的
な
る
時
期
で
も

第

一
種
民
主
政
な

ら
ば
成
立
す
る
を
得
る
事

に
な
る
。
も
と
よ
り
、
そ

の
頃
は
寡
頭
政
優
越
し
た
と
な
す

の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
ポ
リ

ス
の
状
況
に
よ

っ
て
は
穏

和
民
主
政

の
成
立
を
見
た
と
な
る

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
、
近
代

の
学
説
に
こ
こ
で

一
言
し
て
お
く
が
、
こ
れ
に
よ
る
な
ら
ば
、
ギ
リ
シ
ア
史

の
古
き
時
代
、
人

々
は
身
分
制
的
秩
序

の
下

に
隷
属
し
て

い
た
。
そ

　
　

　

れ
が
事
実

で
あ
る
な
ら
ば
、
当
時

、
如

何
な
る
形
態
の
民
主
政
と
て
も
成
立
す

べ
く
も
あ
る
ま

い
。
と
こ
ろ
で
、
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
に
お
け

る
第

一
種
と
第
四
種
民

主
政

の
対
比
で
あ

る
が
、
後
者
で
は
都
会

の
群
衆
が
政
治
を
左
右
す
る
た
め
、
そ
れ
が
悪
く
行
わ
れ
る
。
前
者

に
あ

っ
て
は
そ
の
中
心
を
な
す
農
民
が
積
極
的

に
は

政
治
に
参
与
せ
ぬ
た
め
、
そ
れ
が
良
く
行
わ
れ
る
。
こ
の
対
照
に
重
き

が
置
か
れ
る
の
で
あ

る
。
農
民
が
稀
に
し
か
民
会
な
ど
に
出
席

せ
ぬ
の
は
彼
ら

の
自
由
意
志

　
む

　

に
基

く
。

た

だ
た

だ
仕

事

に
忙

し

く
、

田
舎

に
居

住
し

て

い
る

た
め

と

い
う

、

そ

れ

だ
け

の
理
由

で
あ
る

。

こ
れ

は
ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
当
時

も

そ
う

で
あ

る

が
、
古

き

時
代

に
も
妥

当

す

る
。

現

に

『
政
治

学
』
六
巻

四

章

に

は
農

民

な
ど

に

つ
き

、
以

下

の
如
く

叙

さ

れ
て

い
る
。

「
彼

ら

は
仕

事
を
す

る

の
を

妨
げ

た
り
何

か
を
奪

い

〔
13

)

取

っ
た
り
す

る
も

の
が
な
け
れ
ば
、
昔

の
借
主
政
を
も
我
慢
し
た
も
の
だ
し
、
現
に
寡
頭
政
を
も
我
慢
し
て

い
る

の
で
あ
る
。
」
現
今

の
農
民
と
往
昔

の
そ
れ
と
が
全

く
同
様

に
把
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
民
主
政
の
各
種

に
関
す
る
理
論
よ
り
す
る
と
、
昔

の
農
民
は
身

分
的
隷
属
な
ど
の
下

に
は
な

い
わ
け

で
あ
る
。

か
く
し
て
、
ソ

ロ
ン
改
革
後
の
ア
テ
ナ
イ
に
て
穏
健
民
主
政
成
立
し

た
と
す

る
に
不
都
合

は
な

い
。
ア

ン
ブ
ラ
キ
ア
も
ま
た
、
借
主

ペ
リ
ア

ン
ド

ロ
ス
放
逐
後
、

些
少
な
る
財
産
資

格
に
基
く
政
体

が
成

立
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
第

一
種
民
主
政
に
算
え
ら
れ
る
。

　
け

　

然
ら
ば
メ
ガ
ラ
と

ヘ
ラ
ク

レ
イ

ア
は
如
何
か
。

そ
の
当
時

の
ポ
リ
ス
に
は
極
端
民
主
政
が
成
立
す

る
だ
け

の
条
件

は
整

っ
て

い
な
か

っ
た
の
で
は
な

い
か
。

こ
の

(65)

†
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ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス
と
初

期

民
主

政

(
15

)

点
、

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
理
論

、
必
ず

し
も
硬
直

的

と
は
し
な

い
。

第

一
種

民
主

政
は
新
し

い
時
代

に
お

い
て
も
成

立
す

る
場
合

が
あ

る
。
も

っ
と
も
、

そ
れ

は
農

本

的
ポ
リ

ス
の
話

で
あ
る

が
。
ま

た
、
第

一
種

か
ら
第

四
種

民
主

政

へ
、
或
は
逆

に
四

種

か
ら

一
種

に
変

転

す
る
可

能
性
も

記
さ

れ
る
。
「
法
律

を
守

る
民
主

政

…
…

(
16

∀

か
ら
法
律
を

支
配
す

る
そ

れ
ら

の
も

の

へ
変

る
事

も
、

ま
た
そ

の
逆

の
事
も

あ

る
。
」
こ
れ
は
政
体

の
別

が
社

会
的
条

件

の
み
で
は
必
ず

し
も

十
分
に
規

定
さ

れ
ぬ
と

い
う

事

で
あ

ろ
う

。
現

に

一ω
O
α
β。
"。
Q。
以
下

で
は
第

一
種

か
ら
第

四
種

へ
の
変
転

が
記
さ

れ
る
。
役

職
選
挙

を
め
ぐ

っ
て
民
衆
煽

動

が
行

わ

れ
、
遂

に
は
民
衆

が
法
律

の
主

人

と
化

し
て
し

ま
う
事

が
あ

る
と

い
う

の
で
あ

る
。
場

合

に
よ

っ
て
は
か

く
な
る
事
態

も
出
来

し

た
と

い
う

の
で
あ

ろ
う
。

(
17

)

メ
ガ
ラ

に
関
し

て
は
経
済

的
状
況

を
考
慮

に
入
れ

る

べ
き

で
あ

ろ
う

か
。

プ

ル
タ

ル

コ
ス
の
記
述

よ
り

す

れ
ば
、

当
時
、
貧
富

の
対

立

が
激
化
し

て

い
た
事

に
な

(
18

)

る
が
、

こ
れ
が
事
態

の
急
進

化
を
促

し
た

の
で
は
な

い
か
。
も

っ
と
も
、
急

進

民
主

政
成

立
し

て
も

長
期

に
亘

っ
て
持

続
し

た
も

の
で
は
な

い
が
。

(
1

)
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露
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山

N
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Q。
舘

ρ

一
ω
一
〇。
び
φ
-
一
〇。
一
㊤
び
。゚
ド

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス

は

『
政

治

学

』

富

り
一
ぴ
ω
㌣

ω
O
に

て

「
平

等

に

基

く

民

主

政

」

に
言

及

す

る

。

こ
れ

を

含

め

る

と

民

主

政

は

五

種

に

分

類

さ

れ

る
事

に
な

る
。

た

だ

、

こ

れ
は
塁

政
分
類
を
め
ぐ
る
後
の
議
論
か
ら
は
脱
落
す
ゑ

9

碧

三
σ・碧

霧
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裁
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碧

山
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゜
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鋤
ω
ω
゜
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8

押

巳

◎。
-
ω
ち

馬

ぎ

ト

轟

H
Q。
げ
甲

Q。
°
一
種

民

主

政

は

父
祖

伝

来

の

民

主

政

と

も

呼

ば

れ

る

。

暮
ミ

.
一
ω
O
α
魅

。。
歯

㊤
.
9

一
ト。
『
。。
σ
。゚
°。
窮

♂

ミ

゜
這

り
トの
げ
謡

幽

メ

昌

8

げ
N
◎。
歯

㊤
》
目
ω
一
〇。
ぴ
㌣

=

の

O
h

焼ひ
ミ

]

ω
O
留

一
。。
歯

ρ

「
そ

の
当

時

、

ポ

リ

ス

は

大

き

な

も

の

で

は

な

く

、

民

衆

は

そ

の

仕

事

に

忙

し

く

て

田

野

の
中

に

住

ん

で

い
た

」

云

々
。

「
そ

の
当

時

」

と

は

所

謂

初

期

借

主

の
頃

を

指

す

。

奪
ミ

゜
旨

O
O
げ
亀

山

卜。
㊤
ω
舘

゜
『
政

治

学

』

一
ω
O
矧

謬

に

は

冨
5

づ
①
o
富

3
づ

(
ユ
①
ヨ

o
す

葺

一彗

)

な

る

表

現

が

見

ら

れ

る

。

第

四

種

民

主

政

と

下

層

民

増

加

に

つ

い

て

は

『
政

治

学

』

器

一
㊤
げ
ゲ

器

ゆ

ぎ

ト

冨

㊤
⑦
菖

㌣

ω
ρ

一
ω
ち

g
鐸

山

戸
昌

謡

σ
甲

ω
゜
都

鄙

の

問

題

、

ア

テ

ナ

イ

に
関

し

て

も

重

要

で
あ

る

が

、

そ

れ

は

〉
け
ゴ
.
勺
o
囲

卜。
心
」

°

凄

卜

一
ω
層
一
①
一
ω
1
に

゜

♂
ミ

゜
に

録

9。
旨

山

伊

一
ω
O
心
"
bの
ト。
山

倉

毎

ミ
゜
答

卜

培

゜
H

『
政

治

学

』

四

巻

十

三

章

の
図

式

と

の

関

係

で

あ

る

が

、

こ
れ

に

つ

い

て

は

そ

こ

で

扱

わ

れ

る

重

装

歩

兵

戦

術

発

達

、

ひ

い
て

は

「
国

制

」

出

現

の
時

期

が

問

題

と

な

る

。

「
国

制

」

は

第

一
種

民

主

政

と

近

接

す

る

政

体

で

あ

る
。

従

っ
て

、

四

巻

十

三

章

に

お

い

て

「
国

制

」

出

現

が

比

較

的

「
昔

」

に
置

か

れ

る

も

の

と
す

る

な

ら

ば

、

そ

れ

と

本

文

に
記

し

た

理

論

と

の

矛

盾

は

ほ

ぼ

解

消

す

る

。

因

み

に
、

近

年

の
知

見

に

よ

れ

ば

重

装

歩

兵

戦

術

発

達

は

西

紀

前

七

世

紀

以

前

に

遡

る

。

1

嗣
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本

篇

四

章

参

照

。

ミ

、
°
一
トの
O
ω
話

㎝
山

P

一
ω
一
〇。
げ
α
-
一
ω
一
㊤
げ
H
°

奪

凡儀
゜
H
ω
同
○◎
σ
一
刈
ー
いO
O
°

エ
リ

ュ
ト

ラ

イ

が

民

主

政

の

如

何

な

る

変

種

に

属

す

る

か

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

の
記

述

よ

り

は

不

明

で
あ

る

。

き

ト

一
ト○
㊤
O
冨

○。
-
bO
P

一
ω
一
c。
9

-
一
ω
一
㊤
げ
一
゜

奪

ミ

゜
一
ω
O
①
σ
一
¢
I
N
H
°

コ

仁
叶

ミ

ミ

』

綜

P

こ

の
点

、

テ

オ

グ

ニ

ス

の

詩

句

も

参

考

に
供

さ

れ

る

。

こ

の

点

は

ヘ
ラ

ク

レ
イ

ア

も

同

様

。

ヘ
ラ

ク

レ
イ

ア

の

民

主

政

に

つ

い

て

は

メ

ガ

ラ

と

の
関

係

を

考

慮

す

べ

き

で

あ

ろ

う

か

。

{嶋

四

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
初
期
民
主
政
観
は
以
上

で
ほ
ぼ
尽
き
て

い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
で
は
未

だ
誤
解

の
余
地
が
残
る
か
も
し
れ
な

い
。
歴
史
家
の
頭
脳
に

は
旧
来

の
観
念

が
牢
固
と
し
て
巣
く

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
を
も

「貴
族

平
民
」
関
係
よ
り
解
し
て
し
ま
う
傾
き
が
あ
る
。

こ
の
点
を
解
消
す

る
た
め
に
、
本
章

で
は
近
代

の
学
説
を
念
頭
に
か
け

つ
つ
更

に
追
究
を
進

め
て

い
き
た
い
。
ギ
リ
シ
ア
民
主
政
を
め
ぐ
る
近
代
人
の
学
説

に
は
甚

だ
特
徴
的
な
も

の
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
対
比
し
た
場
合
、
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
思
考

は
い
や

が
上

に
も
明
瞭

と
な
ろ
う
。

た
だ
、
本
章

は
あ
く
ま
で
も
そ
の
事

の
み

を
目
的
と
す

る
も

の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
本
章

の
議
論
は
必
要
最
小
限

に
と
ど
め
る
。
か

つ
ま
た
、
近
代

に
お
け
る
個

々
の
論
者
を

一
々
明
記
す

る
必
要
な
ど
、
も

と
よ
り
、
あ
る
べ
く
も
な

い
。
以
下

に
掲
げ
る
の
は
今
日

の
ギ
リ
シ
ア
史
学
界

に
お
け
る
最
大
公
約
数
的
見
解

で
あ

る
。
若
干
の
項
目

に
亘

っ
て
、
そ
れ
ら
を
概
括

的

に
取
上
げ
て

い
く
事

に
す
る
。

序
に
も
記
し

た
よ
う

に
、
今
日
の
歴
史
家
よ
り
す
る
と
ギ
リ
シ
ア
史

の
初
期
は

「
貴
族
政
」

の
時
代
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
身
分
制
的
支
配
秩
序
が
厳
存
し
、
少
数

の
世
襲
貴
族

が
平

民
を
支

配
し
た
と

い
う
。
従

っ
て
、
そ
れ
ら
諸
家

の
場
合
、
早
期
に
お
け

る
民
主
政

の
存

在
に
懐
疑
的
た
る
事
稀
と
は
し
な

い
で
あ
ろ
う
。
「
時
期

早
き
が
故
に
民
主

政
成
立
す
る
わ
け
も
な
し
」
な
ど
と

い
う
観
念
を
抱
懐
す

る
事
少
し
と
し
な

い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ソ

ロ
ン
改
革
解
釈
に
際
し
て
そ
の
よ
う
な

　
　

　

観

念

が
先

入
見

と

し
て
作

用
し

て
き

た
事

、

こ
れ

は
否

定

し

難

い
と

こ
ろ

で
あ

る
。

「
当
時

、

民

衆

の
成

長

未

だ
し

」
な

ど

と

は
常

に
説

か
れ

る

と

こ
ろ

で
あ

っ
た
。

(67)
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ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

と
初

期

民

主

政

こ
れ
に
対
し
て
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
当
然

の
事
な
が
ら
、
本
稿
二
章
に
掲
げ
た
例
を
中
心
と
し

て
説
き
進

め
る
。
そ
の
う
ち
、
先
ず

デ

　

モ
ス

エ
リ

ュ
ト
ラ
イ
に
関
し
て
は
、
民
衆
が
自
身

に
よ
る
政
権
を
樹
立
せ
ん
と
し
て
寡
頭
政
を
打
倒
し
た
旨
語
ら
れ
て

い
た
。
そ
の
際
、
民
衆

の
行
動
は
完
全

に
自
覚
的

デ

　

モ
ス

デ

マ

ゴ

ゴ

イ

で
あ
る
。

メ
ガ
ラ
、

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ア
で
も
民
衆
が
権
力
を
掌
握
し
た
の
で
あ
り
、
民
衆
指
導
者

の
活
躍
も
示
さ
れ
た
。

ア

ン
ブ
ラ
キ
ア
、

メ
ガ
ラ
そ
し
て
お
そ
ら
く

は

ヘ
ラ
ク

レ
イ
ア
も
五

四
世
紀

の
民
主

政
と
同
列

に
置
か
れ
て
い
た
。

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
に
と

っ
て
、
こ
れ
ら
古
き
民
主
政
に
は
後
世

の
そ
れ
と
比

べ
て
本
質

的
に
何

の
相
違

も
な

い
の
で
あ
る
。
行
為

の
主
体
は
常
に
民
衆
で
あ
る
。

学
説
史
に
お

い
て
は

「
平
民
」
な
る
呼
称

の
用

い
ら
れ
る
事
が
あ
る
。

こ
れ
は
殊

に
伊
藤

貞
夫
、
清
永
昭
次
両
氏
等
、
本
邦

の
歴
史
家

に
顕
著
で
あ
る
。

こ
れ
は

大
略
六
世
紀
以
前

に
お

い
て
は
民
衆
は
貴
族

に
対
し
従
属
関
係
に
あ

っ
た
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
こ
れ
を

「
平
民
」
と
呼

ぶ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
そ
れ
以

降
、
民
衆
は
自
立
す
る
に
至

っ
た
。
か
く
し
て
こ
れ
は
最
早

「
平
民
」
た
ら
ず
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
伊
藤
、
清
永
両
氏

の
所
説
は
凡
そ
か
く
の
如
き
と
思
量
さ
れ

る
か
、
も
し

こ
れ
が
正
鵠
を
射

て

い
る
も

の
と
す

る
な
ら
ば
、

こ
れ
ら
は
ギ
リ

シ
ア
の
民
衆

に
関
し
新
旧
両
期
を
二
分
す
る
事

に
な
る
。

こ
れ
ら
両
氏

で
あ
る
が
、
「
平
民
」
な
る
呼
称
を
使
用
す
る
場
合
、
如
何
な
る
ギ
リ
シ
ア
語
を
以

て
そ
れ
に
宛

ん
と
す

る
の
で
あ
ろ
う

か
。
血
①
ヨ
o
ω
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
そ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
同

一
の
語

が
新

旧
両
期
の
差
違

に
応
じ
て
相
異
な
る
意
味
を
帯
び
る
事

と
な

っ
て
し
ま
う
。
α
①
ヨ
o
ω
は
古
典
期

の
民
衆
を
指
す

に
も
常

鋤ー6

に
使
用
さ
れ
る
語
だ
か
ら
。
こ
の
点
、
柳
か
不
自
然

の
感
を
免
れ
な

い
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
な
る
が
、
彼

に
あ

っ
て

血
Φ
ヨ
o
ω
或
は

且
Φ
島
o
ω
は
常

に
自
立
せ
る
存
在

と
し
て
の

「
民
衆
」、
「
大
衆
」
で
あ

る
。

『
政
治
学
』
、
『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』
よ
り

一
目
瞭
然
な
る
が
如
く
、

こ
の
用
法
は

一
貫
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
に
は

　
　

　

「
平
民
」
に
相
当
す

る
語
、
観
念
は
見
出
し
難

い
。

過
去
に
お
い
て
は
、
「
貴
族
勢
力
猶
強
大
な
る
に
お

い
て
は
云

々
」
な

ど
と
常
に
唱
え
ら
れ
て
き
た
。
古

い
時
期

に
貴
族
は
そ

の
支
配
装
置
を
駆
使
し
て
勢
力
を
揮

っ
た
。
支
配
装

置
と
は
部
族
、
或

は
取
分
け
プ
ラ
ト
リ
ア
に
他
な
ら
な

い
。
そ

こ
で
従
属
し
た
の
が

「
平
民
」
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。

か
く
な
る
支
配
ー

従
属
関

　
ヨ

　

係

こ
そ
が
前
古
典
期
社
会

の
土
台
を
な
し
て

い
た
と

い
う
。

か
く
の
如
き
認
識
は
従
来

に
お
け
る
学
説

の
文
字
通
り
根
幹
を
な
し
て
き
た
と
し
て
支
障
は
な

い
。
民

主
政
の
発
展
そ

の
他
、
ギ
リ
シ
ア
政
治
史

の
諸
現
象

が
こ
れ
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ

っ
た
。
本
章

の
論
述
も
殆
ど
凡

て
が
こ
れ
と
密
接

に
関
係
す

る
次
第

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

か
く

の
如
き

「
貴
族

の
権
力
基
盤
」

に
関
す
る
観
念
は
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
に
は
見
出
す
を
得
な

い
。
彼

に
と

っ
て
部
族
、
プ
ラ
ト
リ
ア
と
は
友
愛

に

基
く
集

団
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ポ
リ

ス
に
お

い
て
共
同
生
活
、
更

に
は
良
き
生
活
を
送
る
た
め
に
存
す
る
も

の
で
あ

っ
て
、
支
配
の
た
め
の
機
構

で
は
な

い
。
そ
も



そ
も
、
貴
族
有
力
者
を
頂
点
と
し
、
そ

の
下
に
庇
護
民
を
糾
合
す
る
縦
型

の
人
的
結
合
な
る
も
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
脳
裡
に
は
存
在
せ
ぬ
と
し
て
よ

い
の
で

五
観
・

本
論
文
二
章

の
例
で
あ

る
が
、
ア

ン
ブ
ラ
キ
ア
で
は
借
主
放

逐
後
に
民
主
政

が
導
入
さ
れ

た
の
で
あ

っ
た
。

エ
リ

ュ
ト
ラ
イ
で
は
そ
れ
は
寡
頭
政
を
打
倒
し

て
後

　
ら

　

と

の
事

で
あ

っ
た
。

メ
ガ
ラ

の
場

合
も

そ

の
点

は
お
そ

ら

く

同

様

で
あ

ろ
う
。

メ
ガ
ラ

、

ヘ
ラ

ク

レ
イ

ア

に
て
民
主

政
崩

壊

後
成

立
し

た
政
体

は
寡

頭
政

で
あ

っ
た
。

　
　

　

ソ

ロ
ン
改
革

前

の
ア
テ

ナ
イ

で
あ

る
が
、

『
ア

テ
ナ

イ

人

の
国

制

』
二
章

に
よ

る
な

ら

ば
、
そ

こ
で

は
貧

民

が
困

窮

し
富

裕

者

に
隷
属

し
て

い
た
。

当
時

の
国

制

は
寡

頭
政

で
あ

っ
た
と

い
う
。

他

方
、

『
政
治

学
』
一
・。
記
げ
ω
㎝
-
一
・。
置

鋤
ω
並

び

に

『
ア

テ
ナ

イ

人

の
国

制
』
三
章

よ

り
す

る
な

ら

ば
、

当
時

の
国

制

に
は
貴

族

政

と
認

め

ら
る

　
ア

リ

ベ
き

面

が
あ

る
。

こ
れ

ら
よ

り
す

る

と
、

民
主
政

と
対
抗

関
係

に
立

つ
政
体

は
借
主

政

、
寡

頭

政
、
貴

族
政

で
あ

る
。

中

で
も

頻
出

す

る

の

が
寡

頭

政

で
あ

る
。

古

期

に

お
き

て
も
、

ア

リ

ス
ト
テ

レ

ス
に
と
り
最

も
重

要

な

の
は
富

裕

者

と
貧

乏

人

と

の
対

立
抗
争

な

の
で
あ

る
。

上
掲

諸
例

で
は
身

分
制

的
支

配
な

ど
は
全

く
問

題
と

な

ら
な

か

っ
た
。

第

一
、

「特

権

身

分

の
支

配
」
を
表

す
概

念

が
ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス

に
は
存
在

し

な

い
で

は
な

い
か
。

初
期

民

主
政

を
樹

立

す

る

に
際

し

て
も
、

圧
伏

さ

れ

て

い
た

「
平

民

」

が

「
貴

族

の
権
力

基

盤

」
を
破

砕
す

る
と

い

っ
た
事

能
心
は
想

定

さ
れ

な

い
わ
け

だ
。

(8
v

㎜

従

来

、
ギ

リ

シ

ア
史

に
関

し
て

、
時

期

の
相
違

に
照
応

し

た
構
造

変

化

な

る
も

の

が
、

通
常

、

設
定

さ

れ
て
き

た
。

大

略
、

前
古

典
期

は
貴

族
支

配

の
時

代

で
あ

っ
て
、

そ

れ
を
彩

る

の
は
貴
族

対

平
民

の
身

分

闘
争

。

こ
れ

に
決
着

が
付

き
、

貴
族

の
没

落

が
決

定

づ
け

ら
れ

て
か

ら

は
平

民

の
世

と
な

っ
た
。

そ

こ
で
は
富

裕
者

と
貧
民

と

の
対
抗

関

係

が
主
軸

と
な

る

に
至

っ
た

と

い
う

わ
け

で
あ

る
。

他
方

、

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
で
あ

る
が
、

そ

の
政
治

分
析

の
手
法

は
時

期

の
如

何

を
問

わ
ず

常

に
同

一
で

は
な

い
か
。

彼

が

口

に
す

る

の
は
常

に
寡

頭
政

、

貴

族

政
、

民
主

政
、

借
主

政

で
あ

り
、

ま

た
富
裕

者

、
有

徳
者

、
貧

民

、
農

民
、

職

人
等

々
で

は
な

い
か
。

そ

の
間

、

自

ら
勢

力

の
消

長

は
あ

れ

ど
も
、

「
滅

ぶ

べ
き

階
層

」

は
見

出
す

を
得

な

い
の
で

は
な

い
か
。

そ

れ
も

理

の
当
然

で
あ

っ
て
、
富

裕

者
、

有
徳

者

、

貧

民
等

は
如

何
な

る
世

に
も

存
在

す

る

の

で
あ

る
。

本
論

文

三
章

に
て
叙

し

た
通

り
、

ア

リ

ス
ト
テ

レ

ス
に
と

っ
て
新

旧
両

期

を
画
す

る

の
は

人

口
増
、

都

市
拡

大
、

軍

制

の
変
化

で
あ

っ
た
。

そ

の
意
味

で
ギ

リ

シ

ア
人

の
歴

史

に
構

造
変

化
を

認

め

る

の
で
あ

る
。

か

く

て
、

「
現

今
」

に
は

民
主

政

の
増
加

を
見

る

の
で

あ

る
。

『政

治

学
』

四
巻

十

三
章

の
図
式

に

は
、

昔
、

人

々

は

「
支

配

さ

れ
る

事

に
甘

ん
じ

て

い
(9
)
た
。
」
と
あ

っ
た
。

そ

の
理

由

と
し

て

は

「
人
数

は
少

い
上

に
、
戦

列

に
お

い
て
占

め
る
意

義

も
低

か

っ
た

の

で
」
と
記

さ

れ

て

い
た
。

ア
リ

ス
ト

テ

レ
ス
に

と

っ
て
、

「
昔

」
と

は
ま

さ

に
そ

の
よ
う

な
時

代

で
あ

っ
た
。

　い

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
と

初

期

民

主

政



ア

リ

ス
ト
テ

レ
ス
と

初

期

民

主

政

ギ
リ
シ
ア

の
古
期

に
お
け
る
民
主
政
確
立

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
多
大
の
困
難

が
伴
う
と
、
従
来
、
考
え
ら
れ
て
き
た
。

こ
れ
は
貴
族
勢
力
か
ら
の
抵
抗
を
排
除

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
か
ら
と

い
う
。
例
え
ば
ク
レ
イ

ス
テ
ネ

ス
改
革

で
あ
る
。

こ
れ
は
ア
テ
ナ
イ
に
お
け
る
民
衆
支
配
の
嗜
矢
と
さ
る
事
少
し
と
し
な

い
の

(
10

)

で
あ
る
が
、
ク
レ
イ

ス
テ
ネ

ス
は
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
辛
苦
を
重
ね
た
。
氏
族
制
的
従
属
関
係
、

一
朝

に
し
て
改
変
さ
る
べ
き
も

の
で
は
な
か

っ
た
か
ら
と

い
う
。
ま
た
、
部
族
制
改
革
が
施
行
さ
れ
て
後
も
、
貴
族
勢
力
猶
数
十
年
間
持
続
す
る
な
ど

の
言
説
を
な
す
者
も
あ

っ
た
。

エ
リ

ュ
ト
ラ
イ
、
ア

ン
ブ
ラ
キ
ア
に
お

い
て
は
民
主
政

へ
の
移
行
、
比
較
的
簡
単
に
終
了
し
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
新
秩
序
確
立
の
た
め
に
多
年
を
要
し
た
と

の

感
は
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
記
述
よ
り
は
生
じ
な

い
。
『
政
治
学
』
の
五
巻
を

一
瞥
す
る
な
ら
ば
、
ポ
リ

ス
に
お
け
る
国
制
変
革

の
頻

々
と
し
て
生
ず
る
事
自
ず
と
了
解

　
　

　

さ
れ
よ
う
。

そ
こ
で
は
革
命
事
件
そ
れ
自
体
も
さ
り
な
が
ら
、
旧
体
制
よ
り
新
秩
序

へ
の
移
行

は
比
較
的
速
や
か
に
成
就
さ
れ
る
。

エ
リ

ュ
ト
ラ
イ
、
ア

ン
ブ
ラ
キ

ア
或

は
メ
ガ
ラ
、

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ア

の
例
も
そ

の
中

へ
算
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
何
れ
も

『
政
治
学
』
五
巻

に
属
す

る
の
で
あ

っ
た
。

ソ

ロ
ン
改
革
も

こ
の
点
で
は
大

同
小
異
で
あ
る
。

エ
リ

ュ
ト
ラ
イ
、
ア

ン
ブ
ラ
キ
ア
に
お
け
る
民
主
政
樹
立
は
淡

々
と
し
た
筆
致

で
描
か
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
は
数
あ
る
変
革

の

一
つ
に
過
ぎ
ぬ
と
の
事

で
、
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
に
は
何

の
感
懐
も
な

い
。
メ
ガ
ラ
や

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ア
に
お
け
る
民
主
政
崩
壊
に
関
し
て
も
同
断
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
日
常
的
事
件

に
属
す
る
。
民
主
政

(
12

)

成
立
に
歴
史

に
お
け
る
転
換
点
を
読

み
取

っ
て
、
そ
れ
を
特
筆
大
書
す
る
が
如
き
姿
勢
は
見
出
す
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

本
章

の
最
後
に
制
度

に

つ
き

一
言
し
て
お
く
。

ソ
ロ
ン
改
革
で
あ

る
が
、

こ
れ
は

「
重
荷
降
し
」
は
さ
り
な

が
ら
、
制
度
に
関
し
て
は
ア

レ
イ
オ

ス
パ
ゴ

ス
評
議

会
と
役
職
選
挙
と
を
残
置
し
、
法
廷
と
四
百
人
評
議
会
と
を
新
設
し

た
と

い
う
。

ソ
ロ
ン
体
制
下
、
ア
テ
ナ
イ
市
民
は
財
産
の
別

に
よ
り
四
等
級
に
分
け
ら
れ
た
。

そ
の
う
ち
役
職
就
任
資
格
は
上
位
財
産
級
に
限
定
さ
れ
、
第
四
級

の
者
は
民
会

と
法
廷

に
参
与
す
る
を
得
た
の
み
と
い
う
。
貧
民
は
役
職
選
挙
や
執
務
報
告
審
査

に

与

っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ア

ル
コ
ン
ひ
い
て
は
ア

レ
イ
オ
ス
パ
ゴ

ス
会
貝
就
任
資
格
は
、
明
記
は
さ
れ
ぬ
が
、
上
位
第

一
級
、

お
そ
ら
く
は
第

(
13

)

二
級

に
ま
で
認
め
ら
れ
た
と

い
う
も

の
で
あ
ろ
う
。

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
記
述
よ
り
す

る
ソ

ロ
ン
体
制

か
く
の
如
く
で
あ
る
が
、
今
日
の
歴
史
家
、
こ
れ
よ
り
何
を
引
出
す
か
。
役
に
関
し
て
言
う
な

ら
ば
、
上
級
官

職

へ
の
門
戸
は
財
産
級
の
導
入
に
よ

(.
て
、
爾
後
、
出
生
卑

し
く
と
も
富
裕
な
る
者

に
原
理
的

に
は
開
か
れ
た
。
然
る
に
、
そ
れ
は
事
実
上
貴
族
に
独
占
さ
れ
る
傾

向
あ
り
し
な
ど
と
す
る
。
民
会

へ
の
出
席
、
テ
ー
テ

ス
に
認
め
ら
れ
し
と
は
錐
も
、
強
大
な
る
貴
族
勢
力
を
前

に
し
て
そ
は
実
効
を
有
さ
ず
な
ど
と
も
唱
え
ら
れ
る

か
も
し
れ
な

い
。
当
時

は
ア
レ
イ
オ

ス
パ
ゴ

ス
会
強
力

で
、
実
質
的

に
国
政
は
貴
族

の
専
断
に
帰
す
る
と
こ
ろ
な
り
な
ど
と
な
す

の
で
あ
ろ
う

か
。

こ
の
点

で
、

ソ

(70)



　
け

　

ロ
ン
改
革
は
身
分
制
的
支
配
秩
序

に
風
穴
を
開
け

た
る
の
み
と
評
さ
れ
る
事
も
あ
る
。

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
で
あ
る
が
、

こ
れ
は

『
政
治
学
』
三
巻
十

一
章

に
て
、
国

の
主
権
者
た
る
べ
き
は
優
秀

な
る
少
数
者

か
そ
れ
と
も
大
衆
か
な
る
議
論
を
行
う
。

そ
こ
で
彼
は
役
人
選
挙
や
執
務
報
告
審
査
に
は
大
衆
を
参
加
せ
し
む
べ
き
と
の
主
張
に
与
す

る
。
現

に
若
干

の
国
制

で
は
低
位
財
産
級

の
者
に
も
そ
れ
ら
を
割
当
て

る
。

た
だ
し
、
重
き
役

に
就
く

の
は
上
位
財
産
級
の
者
に
限
定
さ
れ
る
と

い
う
。
そ
し

て
、
そ
う
し
た
現
実

の
国
制
の
代
表
格
と
し
て
名
を
挙
げ
ら
れ
る
の
は
ソ
ロ

ン
の
そ
れ
で
あ

る
。
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
に
と
り
て
ソ

ロ
ン
の
国
制
と
は
貧
富

が
程
良
く
按
排
さ
れ
る
体
制
な

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
立
派
な
人
が
役
職

に
就
任
し
、

　
に

　

各
要
素
適
度

に
混
合
さ
れ
て
渾
然

一
体
と
化
す
。
し

か
し
て
良
き
政
治
が
行
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
か
く
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
に
と
り
て
、

ソ
ロ
ン
改
革

の
精
髄
は
制
度

そ
の
も

の
の
中

に
現
れ
る
。
今
日
の
歴
史
家

と
は
見
解
を
異

に
す
る
所
以
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
あ

っ
て
財
産
級
と
は
国
制

の
根
幹
を
な
す
も

の
で
、
役
職

へ
の
就
任

は
財
産

の
多
寡

の
み
で
以

っ
て
決
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

従

っ
て
、
そ

こ
に

「
貴
族
身

分
」
と
か

「
平
民
」
と
か
の
介
在
す

る
余
地

は
な
い
。
財
産
級
は
穏
健
な
る
民
主
政
や
寡
頭
政

に
通
有

の
制
度
な

の
で
あ
る
。
財
産
が
変
動
す

れ
ば
、

当
然
、
所
属
す

る
等
級
も
変

る
。

ソ
ロ
ン
の
四
等
級
に

つ
い
て
は
、
従
来
、
名
称

の
由
来
、
前
代
に
お
け
る
そ

の
様
態
を
め
ぐ

っ
て
多
く

の
論
議
が
な
さ
れ
た
。
し

か
し
、
ア
リ

ス
ト

テ
レ
ス
に
と

っ
て
重
要
な
の
は
財
産
を
示
す
数
値

の
み
な

の
で
あ
る
。
猶
、
ア
レ
イ
オ

ス
パ
ゴ

ス
に
つ
き
付
言
し
て
お
く
が
、
学
説
史
に
お
い
て

Dσ

そ
れ
は
「
貴
族

の
牙
城
」
と
評
さ
れ
る
事

が
通
常
で
あ

っ
た
。
然
る
に
、
そ
れ
は
上
位
財
産
級

の
者
よ
り
成

る
。
そ
れ
故
に
、

こ
れ

は
富
裕
者

の
牙
城

と
し
て
も

「
貴

族
」
の
そ
れ
で
は
な
い
。

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
制
度
観

は
も
う
少
し
説
明
す
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

『政
治
学
』
一
ト。
。。
㊤
巴
㎝
山
。。
、
「
…
…
国
制
は
国

の
い
ろ
い
ろ
な
役

に
関
す

る
組
織
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
の
役
が
ど
ん
な
仕
方
で
国
民

の
間

に
分
た
れ
る
か
、
国
制

の
主
権
的
部
分
は
何
で
あ
る
か
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
体

の
目
的

は
何
で
あ
る
か
を
規

定
す

る
も

の
で
霧

・
」
こ
こ
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
国
制
と
は
役
、
ポ
リ

ス
の
主
権
者
、
ま

た
そ
の
目
的
を
規
定
す
る
。
主
権
者
や
目
的
は
役
や
制
度

の
上
で
形
を

取
る
。
『
政
治
学
』
お
㊤
O
箋

山
O
、
「
…
…
国
制

と

い
う

の
は
も
ろ
も
ろ

の
役

の
組
織

で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
役

は
凡
て
の
人

々
が
、
国
民
権

に
与
る
人

々
の
勢

力
に
よ

っ
て
、
或
は
彼
ら

に
何
か
共
通
な
等
し
さ
に
よ

っ
て
、
互

い
の
間
に
分
け
合
う
と
こ
ろ
の
も

の
な
の
で
あ

る
…
…
。
」
こ
こ
に
示
さ
れ
る
よ
う

に
、
役

評
議
や
裁

判
を
含
め
た
広
義

の
役

は
ポ

リ
ス
に
お
け
る
諸
階
層

の
関
係

に
よ

っ
て
決
定

さ
れ
る
。

例
え
ば
貧
民
な
り
富
裕
者
な
り

の
勢
力
が
優
越
し
て

い
れ
ば
、
そ
れ
が

役

の
上
で
表
現
さ

れ
る
。

こ
れ
を
逆
に
述

ぶ
る
な
ら
ば
、
制
度
、
就
中
、
役
を
見

れ
ば
階
層
関
係
が
理
解

さ
れ
る
事

に
な

る
。

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
国

制
論
は
貧
富

の
分
布
、
職
種
、
軍
制
、
生
活
様
式
等
多
彩
な
る
領
域

に
亘
る

の
で
あ
る

が
、
畢
尭
そ
れ
は
役
に
尽
く
と
し
て
も
あ
な
が
ち
過
言

で
は
な

い
。

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
と

初

期

民
主

政

　　一　
}



ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス

と
初

期

民
主

政

『政
治
学
』
四
巻
十
四
ー

+
六
章
に
お
い
て
は
各
国
制
を
組
織
す

る
方
法

が
論
ぜ
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
評
議
、
役
、
裁
判
な
る
国
制

の
三
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
詳

細
に
取
扱
わ
れ
る
。
評
議
を
例

に
取
る
と
、
そ
れ
を
行
う
者
が
全
員
、
少
数
者
、
そ
の
中
間

に
分
け
ら
れ
る
。

こ
れ
と
評
議

の
対
象

と
が
組
合
わ
さ
れ
て
、

一
つ
に

は
、
評
議

に
関
す

る
凡
て
を
全
国
民

に
委
ね
る
と
い
う
方
式

が
生
ず
る
。

こ
れ

は
民
主
政
的

で
あ
る
。

こ
れ

の
反
対

に
傾
け
る
が
寡
頭
政
的
様
式

で
あ

っ
て
、
そ
こ

で
は
評
議

は

一
部

の
手

に
任
さ
れ
る
。
両
者

の
中
間
に
位
置
す
る
が
貴
族
政
及
び

「国
制
」

の
手
法
、
と

い
う
も

の
で
あ
る
。
役
、
裁
判
に

つ
い
て
も
同
様

の
議
論

(
17

)

が
展
開
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
簡
単
な
紹
介
し
か
出
来
な

い
の
で
あ

る
が
、
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
分
析

は
遙
か
に
細
密
な
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
を
承
け

て
、
民
主
政
と
寡
頭
政
を
組
織
す

る
方
法

は

『政
治
学
』
六
巻

に
お
い
て
も
論

ぜ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
民
主
政
的
な
事
と
し
て
は
、
万
人
が
万

　
　

　

人
よ
り
役
を
選

ぶ
事
、
抽
籔

の
採
用
、
財
産
資
格

の
撤
廃
若
し
く
は
緩
和
、
民
会

の
権
限
拡
大
、
手
当
支
給
等

々
で
あ
る
。

こ
れ
ら
で
以

っ
て
貧
民

の
優
位
が
確
保

さ
れ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
寡
頭
政
を
組
織
す
る
手
法
は
六
巻

六
章

に
て
扱
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
話
題
と
な
る

の
も
専
ら
財
産
級
や
役
で
あ
る
。
富
裕
者
の
優
位

は

そ
れ
に
よ

っ
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
19

)

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
理
論
と
は
か
く
の
如
き
も

の
で
あ
る
。
結
局
、
そ
れ
は
役
、
制
度

に
集
約
さ
れ
る
。

こ
の
事
は
時
代
の
新

旧
を
問
わ
ず
妥
当
す

る
。
初
期
民
主

政
を
組
織
す
る
に
際
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ

に
相
応
し
た
制
度
改
革
を
行
え
ば
よ

い
。
さ
す
れ
ば
そ

の
中

に
貧
者
と
富
裕
者

の
力
関
係

が
表
さ
れ
る
。
制
度

の
外
に

勿σ

潜
む

「
猶
強
大

な
る
貴
族
勢
力
」
な

ど
は
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
と

っ
て
顧
慮
の
外
で
あ
る
。
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註

本
稿

二
章
註
(
15
)
(
メ
ガ
ラ
)。

ソ
ロ
ン
に
関
し

て
は
後
述
。

農

民
の
意

識
に
は
三
章

で
触
れ
た
。

近
年
、
か
か
る
解
釈
は
ブ

リ
オ

の
新
説

(
即

じU
o
ロ
『ユ
o
ゴ

葡
§
ミ
、寒
8

のミ

ミ

ミ
ミ
ミ
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職
ミ
鷺
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押

い
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勺
動
「回ω
一
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)
に
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っ
て
深
甚
な
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打
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を
受
け

た
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伊
藤
貞
夫
氏

(「
古
典
期
ア
テ
ネ

の
フ
ラ
ト
リ
ア
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(
『史
林

』
七
十

一
巻

五
号
、
昭
和
六
十
三
年

)

一

三

七
ペ
ー

ジ
)
は
旧
説

を
擁
護
せ
ん
と
す

る
が
、
そ

の
試
み
は

失
敗

に
終

っ
た
。
旧
来

の
学
説

は
潰
え
去
る
よ
り
他
は
な

い
。

前
掲
拙
稿

「
『ア
テ
ナ
イ
人

の
国
制
』
二
十

一
章
」

一
四
九

ペ
ー
ジ
。

プ

ル
タ

ル
コ
ス

(
§

＼
°
N
㊤
㎝U
)
の
①
ω
8

ぼ
8

①
ω
き

冨

β

9
昌
0
9
助仲①
す
ロ
と
は
穏
和
な
る
寡
頭
政
を
指

す

の
で
あ
ろ
う
。
本
論
文
二
章

メ
ガ
ラ

の
項
並

び
に
同
章
註

(
13

)
。

前
掲
拙
稿

「
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
と
古
ア
テ
ナ
イ

の
国
制
」

四
四
ー

四
六
ペ
ー

ジ
。
ま
た
、
』
、潮

国

卜

①
。

「
ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
と

古

ア

テ

ナ

イ

の
国

制

」

三

四

四

四

ぺ

ー

ジ
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『
政

治

学

』

一
ト。
㊤
刈
げ
b。
刈
幽

。。
に

つ

い

て

は

Z
Φ
≦
ヨ
効
P

H<
°
卜。
。。
駆
゜

こ

れ

に

つ

い
て

は

例

え

ば

プ

ラ

ト

リ

ア

と

区

と

の
関

係

に

つ

き

複

雑

巧

緻

な

る

説

の
提

起

さ

れ

る

事

が

あ

っ
た

。
拙

稿

「
ク

レ
イ

ス

テ

ネ

ス
改

革

を

め

ぐ

っ
て

二

)
」
(
『
大

手

前

女

子

大

学

論

集

』

二

十

号

、

昭

和

六

十

一
年

)

一
三

五

ペ

ー

ジ
。

「
同

(
二

)
」

(
『
同

論

集

』

二

十

二
号

、

昭

和

六

十

三

年

)

九

七

ペ

ー

ジ

。

『
政

治

学

』

旨

露

σ
=

歯

一
に

関

し

て

は

本

章

註

(
19

)
参

照

。

民

主

政

を

し

て

「
進

歩

的

」

と

断

ず

る

が

如

き

精

神

態

度

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス

に

な

き

は

言

を

侯

た

ぬ

と

こ

ろ

で

あ

る

。

細

部

は

別

と

し

て

、

ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス
考

え

た

と

こ

ろ

は

大

要

か

く

の
如

き

で

あ

ろ

う

。

こ

れ

を

め

ぐ

っ
て

は

前

掲

拙

稿

「
ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス

と

古

ア

テ

ナ

イ

の

国

制

」

三

四

四

六

ペ

ー

ジ

参

照

。

こ

の

線

に
添

う

解

釈

の

極

端

な

例

と

し

て

は

前

掲

岩

田

論

文

五

二

六

五

三

〇

ペ

ー

ジ

が

あ

る

。

聖

、
「
一
トの
○。
H
げ
ω
N
-
ω
♪

一
トの
○。
卜○
鋤
N
刈
-
ω
トこ
》
旨

ご

巴

α
幽

ザ

一
ω
一
Q。
げ
N
刈
山

ω
一
㊤
鋤
心
゜

他

に

『
政

治

学

』

旨

刈
。。
げ
。。
山

O
.

前

掲

拙

稿

「
ア

リ

ス

ト

テ

レ

ス
と

古

ア

テ

ナ

イ

の
国

制

」

四

二

四

四

ペ

ー

ジ
。

ぎ

、
」

ω
嵩

げ
嵩

山

ω
一
。。
鋤
ω
゜
こ

れ

ら

は

第

一
種

民

主

政

を

組

織

す

る

方

法

と

称

す

る

は

得

な

い
。

『
政

治

学

』
四

巻

十

四

十

六

章

に

関

し

て

言

え

ば
、

一
種

民

主

政

の

手

鋤

法

は

「
国
制

」、
貴
族

政
と

い
っ
た
中
間

の
国
制
の
そ
れ

に
近
接
す
る
。

σ

『
政
治
学
』
四
巻
五
章

に
露
σ
一
一-
曽

で
は
法
律

上
の
国
制

と
現
実

の
関
係

に
言
及
が
な
さ
れ
る
。
制
度
は
民
主
政
的
と
錐
も
事

実
上
寡
頭
政
的

に
運
用
さ
る
事
あ
り
、
或

は
そ

の
逆
も
生
ず
と

い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
国
制
変
革

後

に
多
く
生
ず
る
と

い
う

の
で
あ
る
が
、
そ
う
し

た
事
態

は
長
き
に
亘

っ
て
持
続
す

る
も

の
で
は
な

い
。

ウ榊}　}　
}欄　欄　働

結

以
上
、
ギ
リ
シ
ア
の
初
期
民
主
政
に
関
す
る
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
思
考
が
明
ら
か
に
な

っ
た
も
の
と
思
う
。
こ
れ
は
、
在
来
、
『
政
治
学
』
や

『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国

制
』
な
ど
よ
り
漠
然
と
読
取

ら
れ
て
き
た
も

の
と
は
乖
離
す
る
。
今
日
の
歴
史
学
者
は
ギ
リ
シ
ア
民
主
政
に

つ
き
論
を
立

つ
る

に
際
し
て
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
を
重
要

な
典
拠

と
し
て
き
た
。

こ
れ

は
殆

ど
す

べ
て

の
論
者
に
共
通
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
例
え
ば

『
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
』
か
ら
は
身
分
制
的
支
配

の
衰
頽
よ
り
平
民

の
勃

興
な
る
図
像
を
引
出
し

て
き

た
。
ソ

ロ
ン
や
ク
レ
イ

ス
テ
ネ

ス
の
改
革
事
業
も
そ

の
線

に
添
う

て
解
釈
さ
れ
て
き

た
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
理

}　　

ア

リ

ス
ト

テ

レ

ス
と
初

期
民

主

政



ア

リ

ス
ト

テ

レ
ス
と

初

期

民
主

政

解

に
は
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
か
ら
懸
絶
し
た
も

の
が
あ
る
。

こ
の
点
は
、
最
低
限
、
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
学
者
は
別

と
し
て
、
歴
史
家
は
例
え
ば
貴
族
政
や
寡
頭
政

の
概
念
、

こ
れ
す
ら
満
足

に
理
解
し
て
こ
な
か

っ
た
の
で
は
な

い
か
。
と
も

か
く
、
重
要
な
史
料
を
了
解
し
得

ぬ
の

で
は
十
全
な
る
歴
史
研
究
な
ど
期
す

べ
く
も
な

い
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
場
合
、
政
治
思
想

の
全
体
に
ま
で
分
け
入
ら
ぬ
限
り
、
そ

の
語
る
と
こ
ろ
は
十
分
明
瞭
と

な
ら
な

い
。
従
来
、

こ
の
点
の
努
力
到
ら
ざ
る
憾
み
が
あ

っ
た
。

か
く
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
初
期
民
主
政
を
め
ぐ
る
旧
来

の
学
説
は
再
検
討
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
と
な
ろ
う
。
そ

の
際
、
や
は
り
、
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
が

一
つ
の
重

(
1

)

要
な
手
懸
り
を
提
供
す
る
事

と
な

ろ
う
。
も
と
よ
り
、
彼

の
分
析

が
肯
繁

に
中

る
か
否
か
、

こ
の
点
も
問
題
で
あ
る
。
序

に
も
記
し
た
よ
う
に
、
本
稿
は
ア
リ
ス
ト

テ

レ
ス
語
る
と
こ
ろ
を
明
瞭

に
せ
ん
と
す
る
だ
け

の
試

み
で
あ

っ
て
、
そ

の
当
否
は
論
ず

る
と
こ
ろ
で
は
な
か

っ
た
。
ア
リ

ス
ト
テ

レ
ス
の
史
料
的
価
値
を
検
証
し
、

早
期
に
お
け
る
個

々
の
民
主
政
に

つ
き
適
確
な
る
認
識

に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
各
事
例
に
つ
き
数
多

の
史
料
を
蒐
集
較
量
し
、
綜
合
的
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
そ
の
た
め
に
は
多
量
の
論
孜

が
必
要
と
な
る
。

(
1

>

註

の

ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
、
倫
理
臭
強
き
は
問
題

で
あ

る
。

ま
た
、
彼
に
は
理
論
的
に
過
ぎ
る

一
面
も
あ
る
。
通
説
的

立
場
か
ら
す

る
と
、
彼
は
時
代
錯
誤
を
犯
し
た
と

σ

す

る
批
判
が
生
ず

る
か
も
し

れ
な

い
。
彼
は
自
身

の
時
代

を
以

っ
て
過
去
を
判
断
し
、
そ

の
た
め
に
前
古
典

期

の
社
会
構
造
を
適
確

に
把
握
し
得
な

か
っ
た
と
す

る
の
で

あ

る
。
旧
来

の
立
場
を
固
守

せ
ん
と
す

る
の
で
あ
れ
ば
、

か
く
論
じ
て
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
史
料
的
価
値
を
全
面
的
に
否
定
す
る
事

と
な
ろ
う
。


