
シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政

芝

川

治＊

要

旨
本
稿
の
対
象
は
シ
ケ
リ
ア
に
お
け
る
所
謂
前
期
僭
主
政
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
が
身
分
的
支
配
よ
り
発
し
︑
そ
れ
を
解
体
す
る
方
向
に
作
用
し
た
か
否
か
が
問
わ

れ
る
︒
こ
こ
で
取
上
げ
ら
れ
る
の
は
レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
の
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
︑
ア
ク
ラ
ガ
ス
の
パ
ラ
リ
ス
︑
テ
ロ
ン
︑
ゲ
ラ
の
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
︑
シ
ュ
ラ
ク

サ
イ
の
ゲ
ロ
ン
︑
ヒ
エ
ロ
ン
等
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
概
ね
寡
頭
政
よ
り
出
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
抬
頭
の
事
情
は
区
々
様
々
で
あ
る
︒
施
策
も
民
権
の
伸
張
に

寄
与
し
た
と
は
主
張
し
難
い
︒
所
謂
前
期
僭
主
政
の
特
質
を
昭
明
た
ら
し
む
る
た
め
に
は
後
世
の
そ
れ
を
も
含
め
て
綜
合
的
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
よ
る
と
︑
僭
主
政
は
大
多
数
の
時
期
に
お
い
て
発
生
す
る
の
で
は
な
い
か
︒
ポ
リ
ス
は
構
造
的
に
僭
主
政
を
生
ぜ
し
め
や
す
い
の
で
あ
る
︒

そ
れ
は
野
心
家
の
簒
奪
劇
に
過
ぎ
ず
︑
歴
史
上
の
特
定
の
潮
流
に
棹
さ
す
も
の
で
は
な
い
︒
こ
の
点
に
お
い
て
︑
個
々
の
事
象
に
歴
史
的
意
味
を
索
め
る
﹁
大

歴
史
﹂
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

キ
ー
ワ
ー
ド
：
パ
ラ
リ
ス
︑
ゲ
ロ
ン
︑
発
展
論
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シ
ケ
リ
ア
は
他
の
何
処
に
も
ま
し
て
僭
主
が
簇
出
し
た
と
さ
れ
る
︵
�
︶
地
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
そ
こ
に
お
け
る
古
期
の
僭
主
政
に
関
し
て
そ
の
歴
史
的
意
味
を
講

究
す
る
︒
そ
れ
は
例
の
如
く
︑
専
ら
﹁
古
典
学
説
﹂
の
是
非
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
こ
れ
は
包
括
的
記
述
を
企
図
す
る
も
の
で
は
な
い
︒

論
述
の
都
合
上
︑
話
が
前
後
の
国
制
史
に
ま
で
及
ぶ
事
は
あ
る
︒

一

先
ず
カ
ル
キ
ス
系
植
民
市
レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
︒
こ
こ
で
は
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
が
起
っ
た
が
︑
そ
れ
は
シ
ケ
リ
ア
僭
主
政
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︵
�
︶
︒
そ

の
抬
頭
は
ポ
リ
ュ
ア
イ
ノ
ス
﹃
戦
術
書
﹄
の
叙
す
る
と
こ
ろ
︵
�
︶
で
あ
る
︒
レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
人
が
メ
ガ
ラ
・
ヒ
ュ
ブ
ラ
イ
ア
と
干
戈
を
交
え
た
折
︑
パ
ナ
イ
テ
ィ

オ
ス
は
将
軍
と
し
て
貧
民

penetes
と
歩
兵
と
を
富
裕
者

euporoi
と
騎
兵
に
対
し
衝
突
せ
し
め
た
︒
戦
闘
に
て
後
者
が
利
得
を
貪
る
の
に
︑
そ
れ
ら
は
蔑
ろ

に
さ
れ
る
の
み
と
の
由
で
あ
る
︒
彼
は
閲
兵
の
機
を
利
し
て
馭
者
を
し
て
そ
の
油
断
せ
る
主
人
を
攻
撃
せ
し
め
︑
軽
装
歩
兵

peltastai
も
そ
れ
に
加
わ
っ
た
︒

か
く
し
て
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
は
僭
主
と
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

こ
の
記
述
な
る
が
︑
ペ
ル
タ
ス
タ
イ
云
々
は
時
代
錯
誤
で
あ
る
︒
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
の
職
掌
︑
各
兵
種
の
動
向
な
ど
細
部
や
︑
殊
に
彼
が
譎
謀
を
逞
し
く
す

る
な
ど
は
ポ
リ
ュ
ア
イ
ノ
ス
の
常
套
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
︑
容
易
に
は
信
を
置
く
能
わ
ざ
る
も
の
が
あ
る
︒
た
だ
︑
こ
の
件
に
関
し
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
を
引
証
し
よ
う
︒
こ
れ
の
﹃
政
治
学
﹄
1310b
29-31
よ
り
す
る
と
︑
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
の
僭
主
政
は
民
衆
指
導
よ
り
出
来
し
た
︒
ま
た
︑
同
書

1316a

34-37
に
よ
れ
ば
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
以
前
の
レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
は
寡
頭
政
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
ら
に
由
っ
て
顧
る
に
︑
ポ
リ
ュ
ア
イ
ノ
ス
は
大
綱
に
お
い
て
承
認
す
る
を
得
よ
う
か
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
︑
ポ
リ
ュ
ア
イ
ノ
ス
︑
共
に
政
治
の
基
軸
を

貧
富
の
対
立
に
置
く
の
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
に
て
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
は
一
方
に
与
同
し
た
︵
�
︶
︒
大
衆
煽
動
も
︑
当
然
︑
な
し
た
で
あ
ろ
う
︒
メ
ガ
ラ
と
の
対
立
も

レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
建
国
後
の
状
況
よ
り
し
て
も
肯
な
わ
れ
る
︵
 
︶
︒
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
が
寡
頭
政
に
お
い
て
将
軍
の
任
に
就
い
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
彼
は
有
産

者
層
に
属
し
た
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
そ
れ
以
上
︑
僭
主
と
し
て
の
支
配
期
間
︑
施
策
等
︑
一
切
不
明
で
あ
る
︒

ダ
ン
バ
ビ
ン
︵
!
︶
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
該
時
期
︑
シ
ケ
リ
ア
に
て
は
貧
民
の
不
満
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
︒
最
初
の
植
民
者
の
苗
裔
た
る
貴
族
層
が
土
地
と
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凡
ゆ
る
政
治
的
特
権
を
占
有
し
て
い
た
た
め
︒
こ
れ
は
シ
ケ
リ
ア
各
地
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
に
て
は
そ
れ
に
対
す
る
忿
懣
が
他
に

魁
け
て
奔
出
し
た
︒
こ
の
点
に
お
い
て
レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
は
進
歩
的
と
の
事
で
あ
る
︒

ロ
ウ
バ
ッ
ク
︵
�
︶
も
こ
れ
と
類
似
の
視
点
を
採
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
︑
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
は
富
裕
層
よ
り
土
地
を
没
収
し
︑
そ
れ
を
貧
民
に
配
分
し
た
︒
彼
の
政

権
は
短
命
に
畢
っ
た
が
︑
そ
の
後
導
入
さ
れ
た
国
制
は
単
な
る
回
帰
で
は
な
い
︒
従
前
よ
り
は
広
汎
な
る
基
盤
を
有
す
る
寡
頭
政
で
あ
っ
た
︒
か
く
し
て
︑
レ

オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
は
鞏
度
の
貴
族
政
よ
り
穏
健
寡
頭
政
へ
の
変
化
と
い
う
シ
ケ
リ
ア
一
般
の
趨
勢
に
棹
さ
す
も
の
と
さ
れ
る
︒
こ
こ
に
は
ダ
ン
バ
ビ
ン
と
倶
に
発

展
論
歴
々
た
る
も
の
が
あ
る
︒

時
代
は
下
る
が
︑
ゲ
ラ
に
お
い
て
和
平
会
議
が
四
二
四
年
に
開
催
さ
れ
た
後
︑
レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
に
お
い
て
は
内
紛
が
勃
発
し
た
︒
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
語

る
と
こ
ろ
︵
"
︶
で
は
︑
レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
に
て
は
多
数
を
市
民
と
し
て
登
録
し
︑
民デ

ー

衆モ
ス

は
土
地
再
分
配
を
策
し
た
︒
有
力
者
層

dynatoi
は
こ
れ
を
察
知
せ
ん
か

シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
人
を
援
軍
と
し
て
恃
み
︑
民
衆
を
放
逐
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
こ
れ
ら
は
各
地
を
放
浪
し
た
︒
有
力
者
の
側
は
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
人
と
協
約
を
締
結

し
︑
レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
の
人
煙
を
絶
っ
て
ま
で
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
市
民
権
を
獲
得
し
て
そ
こ
に
移
住
し
た
︒

後
日
譚
ま
で
は
措
く
と
し
て
︑
こ
こ
に
は
激
越
な
る
も
の
が
あ
る
︒
土
地
再
分
配
が
計
謀
さ
れ
る
し
︑
有
力
者
は
讎
敵
と
も
類
い
︑
か
つ
ま
た
民
主
政
下
に

あ
っ
た
と
な
し
得
る
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
身
を
投
じ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
ダ
ン
バ
ビ
ン
︑
ロ
ウ
バ
ッ
ク
の
論
法
を
以
っ
て
す
れ
ば
如
何
相
成
る
か
︒
こ
の
時
期

に
も
﹁
貴
族
政
﹂
の
構
造
的
危
機
を
措
定
せ
ざ
る
を
得
ま
い
︒
事
実
は
然
ら
ず
︒
貧
富
の
角
逐
は
ポ
リ
ス
の
宿
痾
に
し
て
︑
如
何
な
る
時
期
に
も
出
来
す
る
の

で
あ
る
︒
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
は
歴
史
に
足
跡
を
残
さ
な
い
︒
そ
の
ク
ー
デ
タ
は
日
常
的
次
元
を
踰
え
る
も
の
と
は
称
し
難
い
︒
同
種
の
事
件
は
︑
伝
承
を
欠
く

の
み
で
︑
現
実
に
は
少
な
か
ら
ず
生
起
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
の
一
件
に
著
大
な
る
意
義
を
賦
与
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
︒
ロ
ウ
バ
ッ
ク
の

援
用
す
る
碑
文
︵
)
︶
や
カ
ロ
ン
ダ
ス
︵

︶
も
論
拠
を
提
供
し
な
い
︒
そ
れ
ら
は
曖
々
然
と
し
か
言
う
べ
く
も
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
を
め
ぐ
る
史
料
状
況

10

は
闇
然
た
る
も
の
が
あ
る
の
で
︑
吾
人
と
し
て
は
禁
欲
的
姿
勢
を
貫
く
べ
き
で
あ
る
︒

パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
以
後
︑
長
期
に
亘
り
レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
の
内
情
は
知
ら
れ
な
い
︒
五
世
紀
初
期
に
ア
イ
ネ
シ
ダ
モ
ス
な
る
僭
主
が
現
れ
る
が
︑
こ
れ
は

ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
︑
ゲ
ロ
ン
の
傀
儡
︵

︶
で
あ
る
︒
後
世
に
お
い
て
は
︑
二
七
八
年
︑
エ
ペ
イ
ロ
ス
の
ピ
ュ
ロ
ス
が
シ
ケ
リ
ア
に
転
じ
た
際
︑
ヘ
ラ
ク
レ
イ
デ
ス
な

11

る
者
が
レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
を
支
配
し
て
い
た
︵

︶
︒
か
く
な
る
時
期
に
お
い
て
も
僭
主
は
現
出
す
る
の
で
あ
る
︒

12

シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政
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二

�
ア
ク
ラ
ガ
ス
︒
こ
れ
は
ゲ
ラ
人
に
よ
っ
て
拓
か
れ
た
と
い
う
︒
肇
国
の
年
次
は
五
八
〇
年
頃
で
あ
る
︵

︶
︒
植
民
者
に
は
ロ
ド
ス
人
も
包
含
さ
れ
て
い
た
も
の
と

13

思
考
さ
れ
る
︵

︶
︒
も
っ
と
も
︑
ゲ
ラ
自
体
︑
ロ
ド
ス
と
ク
レ
タ
の
共
同
建
設
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
が
︒

14

こ
こ
に
出い

で

た
る
は
パ
ラ
リ
ス
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
悪
虐
な
る
僭
主
の
典
型
と
し
て
世
に
著
く
︑
就
中
︑
青
銅
製
の
牡
牛
な
ど
人
口
に
膾
炙
す
る
も
の
で
あ
る
︒

そ
の
支
配
期
間
は
五
七
〇
年
頃
よ
り
十
六
年
程
度
で
あ
る
︵

︶
︒
こ
れ
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
先
ず
ポ
リ
ュ
ア
イ
ノ
ス
﹃
戦
術
書
﹄
五
巻
一
︑
一
︒
パ
ラ
リ
ス
は

15

ア
ク
ラ
ガ
ス
の
収
税
人

telones
で
あ
っ
た
が
︑
神
殿
建
立
の
責
任
者
と
な
っ
て
大
金
を
収
受
し
︑
数
多
の
外
人
︑
囚
人
を
雇
い
︑
石
︑
木
材
︑
鉄
よ
り
成
る

大
量
の
資
材
を
丘
ま
で
運
び
上
げ
た
︒
こ
れ
ら
が
盗
難
に
遭
っ
た
と
称
し
て
︑
彼
は
丘
に
柵
塁
を
築
く
事
と
な
っ
た
︒
彼
は
囚
人
を
武
装
せ
し
め
て
テ
ス
モ
ポ

リ
ア
祭
中
に
町
を
攻
撃
し
︑
大
多
数
の
男
を
殺
害
し
︑
婦
女
子
の
主
と
な
っ
て
︑
ア
ク
ラ
ガ
ス
を
掌
中
に
納
め
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

こ
れ
も
ま
た
ポ
リ
ュ
ア
イ
ノ
ス
に
常
な
る
パ
タ
ー
ン
を
履
む
︒
加
之
︑
同
書
六
巻
五
一
︑
ア
ク
ラ
ガ
ス
を
舞
台
と
す
る
話
と
同
工
異
曲
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑

主
役
は
テ
ロ
ン
で
あ
る
︒
彼
は
護
衛
兵
雇
傭
の
資
金
に
欠
乏
を
来
し
た
︒
神
殿
建
造
費
を
め
ぐ
っ
て
ア
ク
ラ
ガ
ス
の
ポ
リ
ス
を
弁
舌
巧
み
に
説
伏
し
︑
そ
の
工

事
を
自
ら
に
委
任
せ
し
め
た
︒
彼
は
そ
の
資
金
を
自
ら
の
護
衛
兵
の
た
め
に
充
当
し
た
︒
か
く
し
て
テ
ロ
ン
は
独
裁
権
力
に
達
し
た
と
の
由
で
あ
る
︒

こ
の
両
件
︑
細
部
に
は
差
違
僅
少
な
ら
ず
と
は
雖
も
︑
大
要
に
て
は
一
致
す
る
︒
共
に
市
民
を
瞞
着
し
た
上
で
の
権
力
奪
取
劇
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
お
い
て

そ
れ
ら
は

doublet
で
あ
る
︒
ダ
ン
バ
ビ
ン
︵

︶
や
デ
・
ワ
エ
レ
︵

︶
は
こ
の
中
︑
五
巻
一
︑
一
を
是
と
す
る
︒
ゼ
ウ
ス
・
ポ
リ
エ
ウ
ス
神
殿
は
開
設
当
初
の
植
民
市
に

16

17

相
応
し
く
︑
そ
の
建
設
地
も
ア
ク
ラ
ガ
ス
の
地
勢
に
合
致
す
る
︒
テ
ス
モ
ポ
リ
ア
祭
も
妥
当
な
る
し
︑
ポ
リ
ス
を
構
成
す
る
諸
地
域
出
身
者
間
の
軋
轢
が
相
互

不
信
を
醸
成
し
た
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
る
︒

こ
こ
に
お
き
て
も
比
照
さ
る
べ
き
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
︒﹃
政
治
学
﹄
五
巻
十
章

1310b
28-29
に
は
イ
オ
ニ
ア
の
僭
主
同
様
︑
パ
ラ
リ
ス
も
栄
誉

あ
る
役
よ
り
僭
主
と
な
っ
た
旨
語
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
﹁
栄
誉
あ
る
役

tim
e﹂
と
は
﹃
政
治
学
﹄
の
文
脈
よ
り
し
て
も
顕
職
に
他
な
ら
な
い
︒
然
ら
ば
︑
こ
れ
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は
ポ
リ
ュ
ア
イ
ノ
ス
の

telones
︵

︶

と
は
齟
齬
を
来
す
如
く
で
あ
る
︒
た
だ
︑
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
の
項
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
︑
ポ
リ
ュ
ア
イ
ノ
ス
﹃
戦
術
書
﹄

18

は
詳
細
に
亘
る
穿
鑿
に
堪
え
る
が
如
き
書
で
は
な
い
︒
上
掲
の
五
巻
一
︑
一
に
も
判
然
た
ら
ざ
る
箇
所
や
撞
着
が
散
在
す
る
︒
そ
れ
ら
に
拘
泥
す
る
の
で
は
な

く
︑
全
体
と
し
て
は
そ
れ
は
﹃
政
治
学
﹄
と
合
致
す
る
と
言
う
べ
き
か
︒

パ
ラ
リ
ス
の
就
い
た
役
職
は
寡
頭
政
に
お
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
︵

︶
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
﹃
政
治
学
﹄
五
巻
十
章

1310b
29-31
に
お
い
て
は
パ
ナ
イ
テ
ィ

19

オ
ス
︑
コ
リ
ン
ト
ス
の
キ
ュ
プ
セ
ロ
ス
︑
ア
テ
ナ
イ
の
ペ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
︑
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
を
民
衆
指
導
者
の
出
と
な
す
が
︑
パ
ラ

リ
ス
に
関
し
て
は
然
ら
ず
︒
こ
の
点
は
ポ
リ
ュ
ア
イ
ノ
ス
も
同
様
で
あ
る
︵

︶
︒
ア
ク
ラ
ガ
ス
の
場
合
︑
寡
頭
支
配
の
中
︑
一
人
の
野
心
家
が
翹
望
を
遂
げ
た
の
み

20

と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
︵

︶
︒

21

も
っ
と
も
︑
開
設
後
間
も
な
き
植
民
市
に
お
い
て
原
住
民
と
の
摩
擦
抗
争
は
喫
緊
の
課
題
︵

︶
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
パ
ラ
リ
ス
も
そ
の
後
︑
シ
カ
ノ
イ
征
伐
に
意

22

を
用
い
た
と
さ
れ
る
︵

︶
︒
こ
の
間
︑
強
力
な
る
指
導
者
が
必
要
と
さ
れ
た
と
い
う
事
か
︒
彼
は
ま
た
膨
張
政
策
を
採
り
︵

︶
︑
傭
兵
も
使
用
し
た
と
思
料
さ
れ
る
︵

︶
︒
こ

23

24

25

れ
は
帝
国
化
へ
︵

︶
の
濫
觴
と
評
し
得
よ
う
︒
パ
ラ
リ
ス
の
勢
力
が
シ
ケ
リ
ア
北
岸
の
ヒ
メ
ラ
に
迄
及
ん
だ
と
な
さ
れ
る
事
も
あ
る
︒
こ
の
間
︑
ス
テ
シ
コ
ロ
ス
の

26

寓
話
︵

︶
が
著
名
で
あ
る
︒
こ
の
詩
人
は
ヒ
メ
ラ
出
身
に
し
て
︑
あ
た
か
も
︑
パ
ラ
リ
ス
と
時
期
を
近
接
す
る
︒
こ
の
寓
話
に
対
し
て
諾
否
何
れ
の
態
度
を
取
る
︵

︶
に

27

28

せ
よ
︑
ヒ
メ
ラ
は
シ
ケ
リ
ア
西
岸
な
る
カ
ル
タ
ゴ
勢
力
圏
と
の
疆
域
に
位
置
す
る
︵

︶
︒
カ
ル
タ
ゴ
人
と
の
緊
張
が
高
ま
る
中
で
︑
ギ
リ
シ
ア
側
と
し
て
は
有
能
な

29

る
指
導
者
を
欲
し
た
な
ど
と
説
か
れ
る
場
合
も
あ
る
︵

︶
︒

30

パ
ラ
リ
ス
打
倒
の
陰
謀
に
関
し
て
は
少
年
愛
と
の
関
連
に
て
語
ら
れ
る
事
少
な
か
ら
ず
と
な
す
︵

︶
︒
然
る
に
︑
結
句
︑
そ
れ
に
成
功
し
た
の
は
ピ
ン
ダ
ロ
ス
・

31

ス
コ
リ
ア
︵

︶
に
よ
れ
ば
エ
ン
メ
ニ
ダ
イ
︑
ヘ
ラ
ク
レ
イ
デ
ス
・
レ
ン
ボ
ス
︵

︶
で
は
dem
os
で
あ
っ
た
︒

32

33

ヘ
ラ
ク
レ
イ
デ
ス
で
は
爾
後
の
体
制
︵

︶
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
る
︒
こ
れ
を
以
っ
て
す
る
な
ら
ば
︑
該
時
︑
国
事
を
司
っ
た
の
は
ア
ル
カ
メ
ネ
ス
︑
続
い
て
は
ア

34

ル
カ
ン
ド
ロ
ス
が
先
導
し
た
︒
こ
れ
ら
は
何
か
︒
僭
主
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︵

︶
︒
さ
り
な
が
ら
︑
ア
ク
ラ
ガ
ス
人
は
パ
ラ
リ
ス
を
除
去
し
た
後
︑
何
人
と
雖
も

35

灰
色
の
外
衣
を
纏
わ
ざ
る
べ
し
旨
議
決
し
た
と
い
う
︵

︶
︒
僭
主
の
従
者
︵
親
衛
隊
か
︶
を
連
想
す
る
が
故
で
あ
る
︒
パ
ラ
リ
ス
に
よ
る
苛
政
の
記
憶
鮮
烈
な
る
当

36

時
︑
ア
ク
ラ
ガ
ス
人
は
お
し
な
べ
て
僭
主
を
嫌
忌
し
た
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
時
点
に
て
︑
再
度
︑
僭
主
政
が
樹
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ア
ル
カ
ン
ド
ロ
ス

は

epieikes
と
形
容
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
﹁
立
派
な
﹂
を
意
味
す
る
︒
ヘ
ラ
ク
レ
イ
デ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
抜
萃
を
遺
し
た
の
で
あ
る
︵

︶
︒
こ
の
哲
学
者
が

37

シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政
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僭
主
に

epieikes
の
語
を
冠
す
る
事
は
通
常
で
は
な
い
︒
ア
ル
カ
メ
ネ
ス
︑
ア
ル
カ
ン
ド
ロ
ス
は
単
に
民
衆
を
主
導
し
た
の
み
か
︒
特
に
後
者
の
時
期
に
は

穏
和
な
る
政
治
が
行
わ
れ
︑
ア
ク
ラ
ガ
ス
は
繁
栄
を
謳
歌
し
た
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
︒

�
ア
ク
ラ
ガ
ス
に
お
い
て
知
ら
れ
る
次
な
る
僭
主
は
ア
イ
ネ
シ
ダ
モ
ス
の
息
テ
ロ
ン
︵
四
八
八

−

四
七
二
)
︵

︶

で
あ
る
︒
権
力
へ
の
道
は
ポ
リ
ュ
ア
イ
ノ
ス
の
伝

38

え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
信
憑
性
に
乏
し
い
も
の
で
あ
っ
た
︵

︶
︒
テ
ロ
ン
は
そ
の
兄
弟
ク
セ
ノ
ク
ラ
テ
ス
と
共
に
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
︑
ピ
ュ
テ
ィ
ア
︑
イ
ス

39

ト
ミ
ア
競
技
に
て
優
勝
を
納
め
た
︒
戦
車
競
争
に
お
い
て
数
次
の
勝
利
を
贏
得
︑
祝
捷
歌
の
作
成
を
シ
モ
ニ
デ
ス
︑
ピ
ン
ダ
ロ
ス
に
依
嘱
し
た
︒
テ
ロ
ン
が
擅

権
を
揮
う
以
前
に
も
そ
れ
は
行
わ
れ
た
か
ら
︵

︶
︑
彼
の
属
す
る
エ
ン
メ
ニ
ダ
イ
が
本
来
的
に
資
産
家
で
あ
っ
た
事
は
確
証
さ
れ
る
︒
ピ
ン
ダ
ロ
ス
は
﹃
オ
リ
ュ
ン

40

ピ
ア
祝
捷
歌
集
﹄
第
二
歌
︵
四
三

−

四
七
︶
に
て
︑
ポ
リ
ュ
ネ
イ
ケ
ス
の
子
息
テ
ル
サ
ン
ド
ロ
ス
を
テ
ロ
ン
の
遠
祖
と
し
て
立
て
る
が
︑
こ
れ
は
依
頼
主
の
た

め
に
美
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
系
図
を
仮
構
す
る
な
ど
造
作
も
な
い
事
で
あ
っ
た
︵

︶
︒
も
っ
と
も
︑
既
に
テ
ロ
ン
の
祖
は
政
治
に
お
い
て
重
き
を
な
し
て
い
た

41

か
ら
︵

︶
︑
エ
ン
メ
ニ
ダ
イ
が
名
門
た
る
事
は
疑
を
容
れ
な
い
︒

42デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
︵

︶
語
る
と
こ
ろ
で
は
︑
テ
ロ
ン
は
出
生
︑
富
︑
大
衆
へ
の
情
愛
に
お
い
て
シ
ケ
リ
ア
に
は
比
肩
す
る
者
が
な
か
っ
た
︒
彼
の
支
配
も
賞
辞
を
呈

43

せ
ら
れ
る
︵

︶
︒
彼
は
衆
人
の
輿
望
を
担
っ
て
独
裁
権
力
に
達
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︵

︶
︒
た
だ
︑
彼
が
傭
兵
を
用
い
た
可
能
性
は
排
除
は
出
来
な
い
︵

︶
︒

44

45

46

テ
ロ
ン
の
事
績
と
し
て
は
カ
ル
タ
ゴ
に
対
す
る
勝
利
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
こ
れ
は
ヒ
メ
ラ
へ
の
介
入
に
端
を
発
す
︒
テ
ロ
ン
が
ヒ
メ
ラ
の
僭
主
テ
リ

ロ
ス
を
放
逐
し
た
た
め
︑
こ
の
人
物
が
カ
ル
タ
ゴ
の
将
軍
ハ
ミ
ル
カ
ル
を
勧
説
し
た
と
い
う
︵

︶
︒
大
軍
を
発
し
た
カ
ル
タ
ゴ
を
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
ゲ
ロ
ン
及
び
テ

47

ロ
ン
が
ヒ
メ
ラ
に
て
撃
破
し
た
︵

︶
︒
こ
れ
は
徹
底
的
勝
利
で
あ
っ
て
︑
シ
ケ
リ
ア
に
お
い
て
カ
ル
タ
ゴ
が
蠢
動
を
開
始
す
る
ま
で
に
は
五
世
紀
末
葉
を
俟
た
な
け

48

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒

こ
の
後
︑
テ
ロ
ン
は
ア
ク
ラ
ガ
ス
を
美
麗
な
ら
し
め
︑
こ
の
町
は
繁
栄
を
続
け
た
と
い
う
︵

︶
︒
彼
は
ヒ
メ
ラ
を
も
版
図
に
収
め
た
︵

︶
︒
こ
の
間
︑
ア
ク
ラ
ガ
ス
に

49

50

社
会
的
変
動
を
惹
起
せ
し
む
が
如
き
が
僭
主
に
存
し
た
か
否
か
は
史
料
上
か
ら
は
詮
議
す
べ
く
も
な
い
︒
理
屈
を
述
べ
る
な
ら
ば
︑
僭
主
よ
り
し
て
無
用
の
混

乱
は
欲
し
な
か
っ
た
事
に
な
る
︒

大
手
前
大
学
論
集

第

号
︵
�
�
�
�
︶
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先
考
と
は
異
な
り
︑
そ
の
後
継
者
ト
ラ
シ
ュ
ダ
イ
オ
ス
は
暴
戻
で
あ
っ
た
︵

︶
︒
そ
れ
は
二
代
目
僭
主
に
屢
次
に
亘
っ
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
︑
彼
は
ア
ク
ラ
ガ

51

ス
に
お
い
て
も
不
評
嘖
々
で
あ
っ
た
︒
エ
ン
メ
ニ
ダ
イ
は
ゲ
ロ
ン
な
ど
の
一
族
た
る
デ
イ
ノ
メ
ニ
ダ
イ
と
姻
戚
関
係
を
結
ん
で
い
た
︵

︶
が
︑
ト
ラ
シ
ュ
ダ
イ
オ
ス

52

は
ゲ
ロ
ン
の
弟
ヒ
エ
ロ
ン
と
隙
を
生
じ
た
︒
彼
は
傭
兵
を
多
数
集
め
︑
ア
ク
ラ
ガ
ス
︑
ヒ
メ
ラ
よ
り
も
動
員
し
た
が
︑
敗
を
取
っ
た
︒
こ
こ
に
ア
ク
ラ
ガ
ス
の

僭
主
政
は
瓦
解
し
た
︵
四
七
一
年
か
︶︒

�
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
︵

︶
に
よ
る
な
ら
ば
︑
向
後
︑
民
主
政
が
布
か
れ
た
︒
た
だ
︑
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
に
あ
っ
て
は
概
念
的
思
考
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
︒
こ
の
場

53

合
も
︑
そ
れ
は
僭
主
な
き
体
制
を
意
味
す
る
の
み
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
の
間
︑
ア
ク
ラ
ガ
ス
は
亡
命
者
を
召
喚
し
︑
傭
兵
を
処
置
し
た
︵

︶
︒

54

こ
の
後
の
ア
ク
ラ
ガ
ス
史
に
つ
き
参
考
を
供
す
る
の
は
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
で
あ
る
︒
彼
の
父
は
メ
ト
ン
な
る
が
︑
そ
の
歿
後
︑
ア
ク
ラ
ガ
ス
に
は
僭
主
政
が

胚
胎
し
た
︒
そ
の
際
︑
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
は
政
治
的
平
等
を
選
好
し
て
ス
タ
シ
ス
を
中
止
す
べ
く
市
民
に
慫
慂
し
た
と
い
う
︵

︶
︒
こ
れ
を
以
っ
て
観
れ
ば
︑
僭
主

55

政
崩
壊
後
も
ア
ク
ラ
ガ
ス
の
内
政
は
安
定
せ
ざ
る
が
如
し
︒

ま
た
︑
彼
に
は
千
人
の
集
団
を
解
散
せ
し
め
た
と
の
伝
承
が
存
す
︵

︶
︒
千
人
や
数
百
人
が
為
政
者
と
な
る
の
は
ポ
リ
ス
に
お
い
て
稀
と
し
な
い
︵

︶
︒
こ
れ
は
寡
頭

56

57

政
た
る
が
通
常
で
あ
る
︒
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
は
そ
の
事
を
如
何
な
る
資
格
に
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
彼
は
評
議
員
の
如
く
で
あ
り
︵

︶
︑
有
産
階
級
に
属
し
て

58

い
た
︵

︶
か
ら
︑
﹁
千
人
﹂
の
中
に
名
を
連
ね
て
い
た
で
あ
ろ
う
︒
も
と
よ
り
︑
委
細
は
知
る
べ
く
も
な
い
が
︑
彼
は
名
門
出
身
︵

︶
に
拘
ら
ず
︑
民
主
的
傾
向
を
帯
し

59

60

た
︵

︶
と
の
事
で
あ
る
︒
彼
は
民
主
政
を
樹
立
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒﹁
千
人
﹂
は
三
年
間
持
続
し
た
の
み
と
の
由
で
あ
る
︒
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
盛
年
を
四

61四
四

−

四
四
一
年
と
す
る
︵

︶
な
ら
ば
︑
こ
の
事
件
は
そ
の
頃
に
設
定
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
然
ら
ば
︑
寡
頭
派
に
よ
る
革
命
は
四
四
〇
年
代
前
半
と
な
る
︵

︶
︒

62

63

ト
ラ
シ
ュ
ダ
イ
オ
ス
失
脚
後
︑
一
定
年
数
を
閲
し
て
か
ら
の
事
と
な
る
︵

︶
︒

64

な
お
︵

︶
︑
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
ア
ク
ラ
ガ
ス
に
は
ピ
ン
テ
ィ
ア
ス
︵

︶
な
る
僭
主
が
現
れ
て
い
る
︒

65

66

シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政
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三

次
い
で
ゲ
ラ
︒
入
植
の
年
代
は
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
︵

︶
に
よ
ら
ん
か
︑
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
開
設
後
四
十
五
年
︑
即
ち
六
八
九
／
八
年
で
あ
る
︒
植
民
の
中
心
を
な

67

し
た
の
は
リ
ン
ド
ス
な
ど
の
ロ
ド
ス
人
︑
次
い
で
ク
レ
タ
人
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
ぞ
れ
を
統
率
し
た
の
は
ア
ン
テ
ィ
ペ
モ
ス
︑
エ
ン
テ
ィ
モ
ス
で
あ
っ
た
︵

︶
︒
更
に

68

は
︑
ロ
ド
ス
対
岸
の
テ
ロ
ス
島
︵

︶
や
︑
ペ
ロ
ポ
ン
ネ
ソ
ス
勢
︵

︶
の
参
加
を
も
見
た
︒

69

70

ゲ
ラ
に
お
い
て
最
初
に
知
ら
れ
る
ス
タ
シ
ス
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
︵

︶
が
世
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
︒
紛
擾
が
生
起
す
る
に
及
ん
で
︑
そ
れ
に
敗
れ
た
者
が
マ
ク
ト
リ

71

オ
ン
な
る
地
へ
と
遁
走
し
た
︒
テ
リ
ネ
ス
な
る
地
下
女
神
の
祭
司
が
女
神
の
稜
威
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
ゲ
ラ
に
復
帰
せ
し
め
た
︒
こ
の
功
に
よ
っ
て
テ
リ
ネ
ス

の
子
孫
は
デ
メ
テ
ル
︑
コ
レ
の
祭
司
を
世
襲
し
た
︒
こ
の
人
物
が
ゲ
ロ
ン
の
先
祖
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

た
だ
︑
そ
の
系
譜
関
係
が
如
何
な
る
も
の
た
る
か
︒
こ
の
点
に
つ
き
諸
説
提
起
さ
れ
る
︵

︶
が
︑
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
記
述
が
茫
漠
た
る
も
の
︵
progonos,

72

apogonoi︶
な
る
が
故
に
確
言
し
難
い
︒﹁
リ
ン
ド
ス
年
代
記
﹂
︵

︶
も
依
倚
す
る
に
は
足
り
な
い
︒
そ
れ
は
歴
史
的
事
実
が
不
正
確
で
あ
る
か
ら
︒
か
る
を
以
っ

73

て
年
代
も
明
確
に
な
す
能
わ
ざ
る
も
の
が
あ
る
︒
そ
れ
は
七
若
し
く
は
六
世
紀
に
属
す
と
い
う
よ
り
他
は
な
い
︒

紛
紜
の
原
因
に
関
し
て
︑
一
つ
に
は
民
衆
が
寡
頭
支
配
層
に
対
し
興
起
し
た
と
の
説
︵

︶
は
な
さ
れ
る
︒
昔
時
の
シ
ケ
リ
ア
に
お
い
て
は
寡
頭
政
多
数
と
目
さ
れ

74

る
が
︑
ゲ
ラ
も
そ
の
撰
に
洩
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︵

︶
︒
或
は
︑
そ
れ
は
名
望
家
層
内
部
で
の
鬩
ぎ
合
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︵

︶
︒
そ
の
年
代
が
ゲ
ラ
建
設
後
︑

75

76

時
日
を
経
ざ
る
程
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
︑
出
身
地
を
異
に
す
る
者
︱
ロ
ド
ス
人
と
ク
レ
タ
人
︱
の
対
立
を
主
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︵

︶
︒
た
だ
︑
こ

77

の
問
題
も
史
料
の
現
状
よ
り
し
て
こ
れ
以
上
推
究
を
巡
す
の
は
由
な
き
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

テ
リ
ネ
ス
は
テ
ロ
ス
島
の
出
身
で
あ
っ
た
︒
そ
の
情
報
を
遺
す
の
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
で
あ
っ
た
が
︑
彼
の
筆
致
︵

︶
よ
り
し
て
も
︑
テ
ロ
ス
は
ゲ
ラ
植
民
に
関
し
て

78

付
随
的
と
の
感
を
禁
じ
得
な
い
︒
主
力
は
ロ
ド
ス
及
び
ク
レ
タ
勢
な
の
で
あ
っ
た
︒
テ
リ
ネ
ス
は
片
々
た
る
小
島
に
生
を
享
け
た
わ
け
で
あ
る
し
︑
本
来
的
に

は
︑
大
身
の
者
と
は
想
定
し
難
い
︵

︶
︒

79

ゲ
ラ
に
お
い
て
初
め
て
知
ら
れ
る
僭
主
政
は
ク
レ
ア
ン
ド
ロ
ス
の
そ
れ
で
あ
る
︒
そ
れ
の
樹
立
は
五
〇
五
年
と
さ
れ
る
︵

︶
︒
こ
の
頃
︑
ゲ
ラ
は
寡
頭
政
秩
序
の

80
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中
に
あ
っ
た
︵

︶
︒
ク
レ
ア
ン
ド
ロ
ス
の
場
合
︑
ド
リ
エ
ウ
ス
の
遠
征
や
セ
リ
ヌ
ス
に
お
け
る
エ
ウ
リ
ュ
レ
オ
ン
の
独
裁
権
奪
取
︵

︶
に
触
発
さ
れ
た
一
面
も
存
し
た
か

81

82

も
し
れ
な
い
︵

︶
︒
こ
の
間
︑
ゲ
ラ
の
社
会
経
済
情
勢
に
つ
い
て
は
材
料
を
欠
く
︵

︶
︒
ク
レ
ア
ン
ド
ロ
ス
は
専
権
を
揮
う
事
七
年
に
し
て
暗
殺
者
の
手
に
斃
れ
た
︵

︶
︒
こ

83

84

85

の
背
後
関
係
を
め
ぐ
っ
て
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
︒
斃
死
の
年
次
は
四
九
八
／
七
年
か
︒
爾
後
︑
地
位
を
襲
継
し
た
の
は
ク
レ
ア
ン
ド
ロ
ス
の
兄
弟
ヒ
ッ

ポ
ク
ラ
テ
ス
で
あ
っ
た
︒
こ
の
兄
弟
の
父
パ
ン
タ
レ
ス
は
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
の
戦
車
競
技
に
て
優
勝
し
た
︵

︶
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
ら
は
エ
リ
ー
ト
層
に
属
し
た
の

86

で
あ
る
︒

ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
戦
力
と
し
て
は
歩
兵
よ
り
も
騎
兵
が
著
名
で
あ
る
︵

︶
︒
殊
に
全
騎
兵
隊
長
官
に
任
命
さ
れ
た
ゲ
ロ
ン
は
数
多
の
戦
闘
に
お
い
て
赫
々
た
る

87

武
勲
を
示
し
た
︵

︶
︒
ア
イ
ネ
シ
ダ
モ
ス
は
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
親
衛
兵
と
し
て
ゲ
ロ
ン
の
同
僚
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
ク
ロ
ミ
オ
ス
も
同
様
で
あ
っ
た
︵

︶
︒
こ
れ
ら
も

88

89

騎
兵
部
門
に
お
い
て
部
将
を
務
め
た
か
︒
歩
兵
に
関
し
て
は
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
は
傭
兵
を
重
用
し
た
模
様
︵

︶
︒
そ
の
中
に
お
い
て
原
住
民
が
些
少
な
ら
ぬ
比
重
を

90

占
め
た
か
︵

︶
︒
こ
れ
ら
を
以
っ
て
惟
う
に
︑
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
信
に
値
す
る
の
は
富
裕
市
民
層
で
あ
っ
た
か
︵

︶
︒
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
戦
死
後
︑
ゲ
ラ
市
民

91

92

は
叛
旗
を
翻
し
た
と
い
う
︒
ベ
ル
ヴ
ェ
の
主
張
︵

︶
す
る
と
こ
ろ
で
は
︑
こ
れ
は
デ
ー
モ
ス
の
蹶
起
で
あ
る
︒

93

ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
は
カ
ッ
リ
ポ
リ
ス
︑
ナ
ク
ソ
ス
︑
ザ
ン
ク
レ
︑
レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
を
冒
し
︑
更
に
は
シ
ケ
リ
ア
原
住
民
を
圧
伏
し
た
︒
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に

対
し
て
も
ヘ
ロ
ロ
ス
河
畔
の
戦
闘
に
て
勝
利
を
納
め
︑
カ
マ
リ
ナ
譲
渡
を
条
件
と
し
て
和
睦
し
た
︵

︶
︒
そ
れ
ら
の
多
数
に
は
配
下
を
独
裁
者
と
し
て
派
遣
し
た
の

94

で
あ
っ
た
︒
パ
タ
イ
コ
ス
の
息
ア
イ
ネ
シ
ダ
モ
ス
に
は
レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
を
︑
ス
キ
ュ
テ
ス
︵

︶
に
は
ザ
ン
ク
レ
を
委
ね
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
︒
他
ポ
リ
ス

95

を
傘
下
に
納
め
︑
ザ
ン
ク
レ
で
は
住
民
の
奴
隷
化
︑
大
量
処
刑
を
も
厭
わ
な
い
︵

︶
︒
こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
帝
国
化
へ
の
指
向
が
顕
証
と
化
す
︒
ギ
リ
シ
ア
本
土

96

と
は
異
な
る
所
以
で
あ
る
︵

︶
︒
後
続
の
ゲ
ロ
ン
は
も
と
よ
り
︑
更
に
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
︑
ア
ガ
ト
ク
レ
ス
の
前
蹤
と
称
す
る
を
得
よ
う
︵

︶
︒

97

98

ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
を
襲
っ
た
ゲ
ロ
ン
︵
四
九
一
／
〇
︵

︶
︶
は
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
関
連
に
て
叙
す
と
し
て
︑
こ
こ
で
は
五
世
紀
末
葉
四
〇
六
／
五
年
の
ゲ
ラ
︒
ア

99

ク
ラ
ガ
ス
が
カ
ル
タ
ゴ
軍
に
よ
っ
て
蹂
躙
さ
れ
た
後
︑
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は
ゲ
ラ
に
派
遣
さ
れ
た
︒
そ
こ
に
て
富
裕
層
︵
euporotatoi,dynatotatoi︶
と

民
衆
は
紛
乱
の
渦
中
に
あ
っ
た
と
の
由
︵

︶
で
あ
る
︒
こ
れ
は
吾
人
に
知
ら
れ
る
ゲ
ラ
最
後
の
ス
タ
シ
ス
で
あ
る
が
︑
常
な
る
パ
タ
ー
ン
で
は
あ
る
︒
処
刑
や
財
産

100

没
収
が
継
起
す
る
の
で
あ
る
︒

シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政

（ ）9



四

�
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
移
る
︒
こ
れ
は
コ
リ
ン
ト
ス
を
母
市
と
し
て
七
三
三
年
に
植
民
さ
れ
た
︵

︶
︒
指
導
者
は
ア
ル
キ
ア
ス
で
あ
っ
た
︒
こ
の
町
が
王
若
し
く
は
僭

101

主
︵

︶
と
し
て
ポ
ッ
リ
ス
な
る
人
物
を
戴
い
た
と
の
伝
承
は
存
す
る
︒
こ
れ
は
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
草
創
期
に
属
す
の
で
あ
ろ
う
か
︒
た
だ
︑
こ
れ
は
葡
萄
酒
に
関
し
て

102語
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
︑
そ
の
実
像
は
測
知
す
べ
く
も
な
い
︵

︶
︒

103

ヒ
メ
ラ
は
六
四
九
年
︵

︶
︑
ザ
ン
ク
レ
を
中
心
と
し
て
建
設
さ
れ
た
︵

︶
が
︑
こ
れ
に
は
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
か
ら
ミ
ュ
レ
テ
ィ
ダ
イ
も
参
加
し
た
︒
こ
れ
は
党
争
に
破
れ

104

105

た
亡
命
者
と
言
わ
れ
る
︵

︶
︒
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
︑
ス
ト
ラ
ボ
ン
︵

︶
に
お
け
る
ミ
ュ
ラ
イ
も
問
題
を
提
供
す
る
︒
ま
た
︑
暫
時
の
後
︑
カ
ス
メ
ナ
イ
が
シ
ュ
ラ

106

107

ク
サ
イ
に
よ
っ
て
六
四
三
年
頃
建
設
さ
れ
た
︵

︶
が
︑
そ
れ
と
の
関
連
を
索
め
る
向
き
も
あ
る
︵

︶
︒
た
だ
し
︑
こ
の
件
に
関
し
て
は
こ
れ
以
上
の
情
報
が
欠
如
す
る
の

108

109

で
あ
る
か
ら
︑
徒
に
揣
摩
を
巡
す
べ
き
で
な
い
︒
事
実
と
し
て
確
認
す
べ
き
は
︑
古
期
の
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
お
い
て
内
紛
が
生
じ
︑
或
る
一
族
︵

︶
が
亡
命
の
憂
目

110

に
遭
っ
た
事
の
み
︒

﹁
パ
ロ
ス
大
理
石
碑
文
﹂
三
六
︒
こ
こ
に
お
い
て
は
サ
ッ
ポ
ー
の
シ
ケ
リ
ア
へ
の
亡
命
が
叙
さ
れ
る
が
︑
そ
れ
は
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
て
ガ
ー
モ
ロ
イ
が
権
力

を
掌
握
し
て
い
た
時
と
の
事
で
あ
る
︒
そ
の
年
次
は
六
〇
三
／
二

−

五
九
六
／
五
年
で
あ
る
︒
ガ
ー
モ
ロ
イ
は
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
お
け
る
最
初
の
植
民
者
の
子

孫
と
し
て
地
主
貴
族
層
を
形
成
し
た
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
支
配
は
五
世
紀
初
頭
に
到
る
迄
鞏
固
で
あ
っ
た
と
説
か
れ
る
事
も
あ
る
︵

︶
︒
さ
り
な
が
ら
︑﹁
パ
ロ
ス

111

大
理
石
碑
文
﹂
と
し
て
は
︑
記
年
の
た
め
で
あ
れ
ば
ア
テ
ナ
イ
の
ア
ル
コ
ン
の
み
で
十
分
と
な
す
︒
何
故
に
ガ
ー
モ
ロ
イ
を
特
記
し
た
の
か
︒
こ
の
時
点
に
て
︑

ガ
ー
モ
ロ
イ
を
め
ぐ
る
何
ら
か
の
事
件
が
生
起
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

ガ
ー
モ
ロ
イ
に
関
し
て
引
か
れ
る
の
は
ア
ガ
ト
ク
レ
ス
な
る
人
物
を
め
ぐ
る
挿
話
で
あ
る
︵

︶
︒
こ
の
ア
ガ
ト
ク
レ
ス
は
他
に
は
知
ら
れ
ぬ
が
︑
こ
こ
で
は
ア
テ

112

ナ
神
殿
建
築
の
た
め
の
監
督
に
任
じ
ら
れ
た
︒
然
る
に
︑
こ
れ
は
資
材
を
流
用
し
て
豪
華
な
る
私
邸
を
建
て
た
︒
そ
の
た
め
に
神
の
怒
り
を
買
っ
て
処
罰
を

蒙
っ
た
と
い
う
︒
ア
ガ
ト
ク
レ
ス
の
資
産
に
関
し
て
は
ゲ
オ
ー
モ
ロ
イ
が
処
置
を
判
定
し
た
と
の
由
で
あ
る
︒
こ
の
事
よ
り
︑
そ
れ
ら
が
裁
判
権
を
帯
し
た
の

大
手
前
大
学
論
集

第

号
︵
�
�
�
�
︶

18

（ ）10



は
知
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
支
配
層
に
亀
裂
が
生
じ
た
事
を
も
示
す
の
か
も
し
れ
な
い
︒
ユ
ア
︵

︶
な
ど
に
よ
れ
ば
ポ
リ
ュ
ア
イ
ノ
ス
語
る
パ
ラ
リ
ス
︑
テ
ロ
ン
に
よ
る

113

政
権
奪
取
劇
︵

︶
と
こ
の
話
は
類
似
の
相
を
呈
す
る
︒
ア
ガ
ト
ク
レ
ス
の
場
合
も
僭
主
政
を
企
図
し
た
に
は
非
ず
や
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
デ
ィ
オ
ド
ロ

114

ス
の
断
片
に
お
い
て
は
︑
こ
の
事
件
に
つ
き
︑
場
所
︑
時
期
︑
前
後
の
関
連
は
語
ら
れ
な
い
︒
舞
台
が
真
に
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
な
の
か
も
判
然
と
は
し
な
い
︒

痴
情
沙
汰
の
一
件
︵

︶
︒
こ
れ
は
明
確
に
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
事
例
に
属
す
︒
役
に
就
い
て
い
た
二
名
の
若
者
の
一
方
が
︑
他
方
の
愛
人
を
誘
惑
し
た
事
よ
り
対
立

115

を
生
じ
︑
遂
に
は
国
民
団
全
体
を
分
裂
せ
し
め
た
︒
そ
の
結
果
︑
国
制
は
変
転
し
た
︒
か
く
し
て
︑
些
事
よ
り
大
事
が
出
来
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
か
く

な
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
対
し
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
記
述
す
る
と
こ
ろ
は
︑
大
略
︑
同
一
で
あ
る
︒
た
だ
︑
そ
こ
で
は
評
議
会
が
言
及
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
最
善
の

国
制
が
覆
滅
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
事
件
で
あ
る
が
︑
時
期
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
﹁
古
時
に
お
い
て
﹂
と
さ
れ
る
の
み
︒
こ
の
際
︑
そ
れ
は
ゲ
ロ
ン
以
前
と
し
て
可
と
す
べ
き
か
︵

︶
︒

116

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
れ
が
有
力
者
間
の
紛
乱
で
あ
る
と
こ
ろ
を
強
調
す
る
︒
そ
れ
ら
が
国
政
を
領
導
し
た
如
く
で
あ
る
か
ら
︑
そ
の
体
制
は
寡
頭
政
と
な

る
︒
こ
れ
は
顚
覆
し
た
と
の
事
で
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
語
る
︵

︶
ガ
ー
モ
ロ
イ
支
配
の
没
落
と
は
様
態
を
異
に
す
る
︒
今
般
は
支
配
集
団
内
部
に
お

117

け
る
壊
頽
で
あ
る
︒
然
ら
ば
︑
そ
の
集
団
の
実
相
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
︒

プ
ル
タ
ル
コ
ス
に
お
い
て
は
最
善
の
国
制

he
ariste
politeia
が
潰
残
に
帰
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
第
一
に
は

aristokratia︵
こ
れ
は
も

と
よ
り
有
徳
者
の
支
配
︶
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
少
な
く
と
も
︑
そ
れ
は
穏
和
な
る
政
体
を
指
向
す
る
︒
次
に
記
す
よ
う
に
︑
ガ
ー
モ
ロ
イ
体
制
は
寡
頭
政

と
看
做
す
べ
き
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
分
類
す
る
第
三
種
寡
頭
政
に
近
接
す
る
如
き
で
あ
る
︵

︶
︒
こ
れ
は
﹁
最
善
の
国
制
﹂
と
は
表
現
し
得
な

118

い
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
︑
プ
ル
タ
ル
コ
ス
倶
に
ガ
ー
モ
ロ
イ
と
は
口
の
端
に
載
せ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
し
︑
そ
れ
ら
の
語
る
と
こ
ろ
︵

︶
ガ
ー
モ
ロ
イ
支
配
下
に
生
起

119

し
た
と
は
な
し
難
い
︒
そ
の
年
代
も
七
若
し
く
は
六
世
紀
に
属
す
と
し
か
言
う
べ
く
も
な
い
︵

︶
︒
畢
竟
す
る
と
こ
ろ
︑
昔
時
の
ガ
ー
モ
ロ
イ
に
つ
き
確
然
た
る
事

120

実
は
六
〇
〇
年
頃
に
お
け
る
そ
の
支
配
の
み
か
︒
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
も
ま
た
政
治
的
に
不
安
定
た
る
を
免
れ
な
か
っ
た
︵

︶
︒

121

ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
七
巻
一
五
五
に
て
は
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
よ
り
の
ガ
ー
モ
ロ
イ
放
逐
を
録
す
︒
そ
れ
に
続
く
一
五
六
に
お
い
て
は
シ
ケ
リ
ア
の
メ
ガ
ラ
人
や
エ
ウ

ボ
イ
ア
人
に
関
し
︑
富
裕
者

hoipachees
と
民
衆

ho
dem
os
と
の
対
抗
を
彼
は
見
る
︒
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
お
い
て
も
︑
ガ
ー
モ
ロ
イ
と
敵
対
す
る
の
は
民

衆
並
び
に
キ
ュ
リ
ュ
リ
オ
イ
な
の
で
あ
る
︒
か
く
観
ず
る
に
お
い
て
︑
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
脳
中
に
お
い
て
そ
れ
ら
富
裕
層
と
ガ
ー
モ
ロ
イ
は
同
列
に
捉
え
ら
れ
る

シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政

（ ）11



の
で
は
な
い
か
︒
従
っ
て
︑
そ
の
支
配
は
寡
頭
政
と
な
る
︵

︶
︒

122

ガ
ー
モ
ロ
イ
を
追
放
し
た
の
は
民
衆
と
キ
ュ
リ
ュ
リ
オ
イ
な
の
で
あ
っ
た
︵
四
九
〇
年
頃
か
︵

︶
︶︒
後
者
は
呼
称
も
一
定
し
な
い
が
︑
シ
ケ
リ
ア
原
住
民
を
中

123

心
と
す
る
隷
属
者
と
解
す
る
よ
り
他
な
か
ろ
う
︵

︶
︒
ガ
ー
モ
ロ
イ
は
カ
ス
メ
ナ
イ
に
亡
命
し
︑
こ
こ
に
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
お
い
て
民
主
政
が
樹
立
さ
れ
た
︒
然
る

124

に
︑
こ
れ
は
寸
時
に
し
て
頽
落
し
た
︒
そ
れ
は
無
秩
序
︑
無
政
府
状
態
に
陥
り
︵

︶
︑
ゲ
ロ
ン
の
侵
寇
を
前
に
な
す
術
も
な
か
っ
た
︒
こ
れ
は
四
八
五
年
に
置
か
れ

125

る
︵

︶
︒
ゲ
ロ
ン
と
し
て
は
ゲ
ラ
を
弟
ヒ
エ
ロ
ン
に
委
ね
︑
自
ら
の
本
拠
は
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
移
し
た
︒

126�
ゲ
ロ
ン
は
ガ
ー
モ
ロ
イ
を
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
復
帰
せ
し
め
た
︵

︶
︒
こ
れ
ら
は
ゲ
ロ
ン
の
許
と
は
雖
︑
少
な
く
と
も
そ
の
社
会
的
︑
経
済
的
地
位
は
保
持
し
た
と

127

見
る
べ
き
で
あ
る
︒
衰
運
の
定
め
に
あ
る
と
い
っ
た
階
層
で
は
な
い
︒
メ
ガ
ラ
・
ヒ
ュ
ブ
ラ
イ
ア
は
ゲ
ロ
ン
に
対
し
戦
争
を
起
し
た
が
︑
一
敗
地
に
塗
れ
た
︵

︶
︒

128

そ
れ
を
主
導
し
た
の
は
有
産
者
層
で
あ
っ
た
︒
然
る
に
︑
こ
れ
ら
は
咎
を
蒙
ら
ず
︑
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
移
さ
れ
て
市
民
と
さ
れ
た
︒
逆
に
︑
ゲ
ロ
ン
は
戦
争
に

は
責
を
負
わ
ぬ
民
衆
を
奴
隷
と
し
て
シ
ケ
リ
ア
外
に
売
却
し
た
︵

︶
︒
シ
ケ
リ
ア
の
エ
ウ
ボ
イ
ア
人
に
関
し
て
も
彼
は
同
様
の
処
置
を
取
っ
た
︵

︶
︒
メ
ガ
ラ
な
ど
で
は

129

130

貧
富
の
相
剋
が
激
化
し
て
い
た
が
︑
そ
の
中
に
て
ゲ
ロ
ン
は
一
方
を
選
択
し
︑
他
は
擯
斥
し
た
︒
彼
に
と
っ
て
民
衆
は
共
に
住
ま
う
に
は
不
快
こ
の
上
な
き
輩
︵

︶
131

で
あ
っ
た
︒

帝
国
化
へ
の
傾
斜
は
︑
ゲ
ロ
ン
の
場
合
︑
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
を
継
受
し
て
そ
れ
を
深
化
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
前
任
者
の
支
配
権
は
保
持
し
た
と
思
料

さ
れ
る
︵

︶
︒
カ
マ
リ
ナ
の
グ
ラ
ウ
コ
ス
も
ゲ
ロ
ン
に
従
属
的
で
あ
っ
た
︵

︶
︒
そ
の
失
脚
後
︑
カ
マ
リ
ナ
は
灰
塵
に
帰
し
︵

︶
︑
住
民
は
悉
く
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
移
徒
せ
し

132

133

134

め
ら
れ
た
︵

︶
︒
こ
の
上
︑
ゲ
ロ
ン
は
ゲ
ラ
よ
り
住
人
の
半
数
以
上
を
同
じ
く
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
移
転
せ
し
め
た
︵

︶
︒
メ
ガ
ラ
・
ヒ
ュ
ブ
ラ
イ
ア
と
エ
ウ
ボ
イ
ア
は
既

135

136

述
の
通
り
で
あ
る
︒
こ
の
他
︑
傭
兵
を
一
万
人
以
上
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
定
住
せ
し
め
︑
そ
の
市
民
権
を
賦
与
し
た
︵

︶
︒
か
く
の
如
く
︑
住
民
の
掃
蕩
︑
移
動
累
次

137

に
及
ぶ
︒
た
だ
︑
こ
の
場
合
︑
上
流
エ
リ
ー
ト
層
の
地
位
は
保
持
さ
れ
た
故
︑
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
社
会
構
造
は
甚
深
な
る
変
革
を
蒙
ら
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き

で
あ
る
︵

︶
︒

138
ゲ
ロ
ン
の
死
︵
四
七
八
／
七
︶
後
︑
ヒ
エ
ロ
ン
が
ゲ
ラ
よ
り
移
っ
て
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
︑
ポ
リ
ュ
ザ
ロ
ス
が
ゲ
ラ
の
そ
れ
ぞ
れ
統
治
の
任
に
就
い
た
︒
ヒ
エ
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ロ
ン
は
ゲ
ロ
ン
よ
り
威
圧
的
と
さ
れ
る
︵

︶
︒
彼
は
ナ
ク
ソ
ス
と
カ
タ
ネ
よ
り
住
民
を
レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
に
移
動
せ
し
め
︑
カ
タ
ネ
を
ア
イ
ト
ナ
と
改
称
し
た
︵

︶
︒
ヒ

139

140

エ
ロ
ン
は
イ
タ
リ
ア
方
面
に
も
着
目
し
た
︒
海
戦
に
て
エ
ト
ル
リ
ア
人
を
撃
破
し
て
い
る
︵

︶
︒

141

こ
れ
を
継
承
し
た
の
が
そ
の
弟
ト
ラ
シ
ュ
ブ
ロ
ス
で
あ
っ
た
が
︑
こ
れ
は
擅
恣
の
行
為
を
以
っ
て
鳴
る
︒
彼
は
不
法
に
も
多
数
を
処
刑
し
︑
追
放
︑
財
産
没

収
を
多
用
し
た
た
め
︑
資
産
家
層
を
も
含
め
て
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
全
体
が
背
叛
し
た
︒
ゲ
ラ
︑
ア
ク
ラ
ガ
ス
︵

︶
︑
セ
リ
ヌ
ス
︑
ヒ
メ
ラ
更
に
は
シ
ケ
ロ
イ
人
よ
り
の

142

来
攻
を
も
受
け
︑
ト
ラ
シ
ュ
ブ
ロ
ス
は
気
息
奄
々
︑
頼
れ
る
は
傭
兵
の
み
と
化
し
た
︒
彼
は
年
余
を
経
ず
し
て
︵

︶
地
位
を
退
き
︑
南
伊
ロ
ク
ロ
イ
に
退
去
し
た
︵

︶︵
四

143

144

六
六
／
五
年
頃
︶
︒
こ
こ
に
︑
ゲ
ロ
ン
︑
ヒ
エ
ロ
ン
に
よ
る
支
配
権
も
壊
滅
し
た
︒
カ
マ
リ
ナ
や
カ
タ
ネ
に
も
元
来
の
住
民
が
復
帰
し
た
︵

︶
︒

145

シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
お
け
る
自
今
の
国
制
︑
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
︵

︶
に
よ
れ
ば
民
主
政
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
︵

︶
よ
り
す
れ
ば
﹁
国
制
﹂
で
あ
る
︒
シ
ケ
リ
ア
他
市
に
お
い

146

147

て
も
僭
主
は
一
掃
さ
れ
︑
民
主
政
が
導
入
さ
れ
た
と
い
う
︵

︶
︒
こ
の
頃
︑
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
て
は
新
旧
市
民
の
角
逐
が
激
化
す
る
︵

︶
︒
ゲ
ロ
ン
の
下
で
登
録
さ
れ
た

148

149

傭
兵
が
︑
猶
︑
七
千
名
残
存
し
た
と
の
由
で
あ
る
︒
民
会
に
お
い
て
は
役
職
就
任
資
格
を
本
来
の
市
民
の
み
に
限
定
す
る
旨
︑
議
せ
ら
れ
た
︒
こ
れ
は
旧
傭
兵

を
排
除
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
曲
折
を
経
て
︑
結
句
︑
こ
れ
ら
は
離
去
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︵

︶
︒

150

か
く
な
る
動
向
は
シ
ケ
リ
ア
他
市
に
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
︒
四
六
一
年
︑
こ
れ
ら
は
亡
命
者
の
召
還
を
議
決
し
︑
傭
兵
を
メ
ッ
サ
ナ
︵
旧
ザ
ン
ク
レ
︶

に
遷
徙
せ
し
め
た
と
い
う
︵

︶
︒
全
シ
ケ
リ
ア
的
に
︑
ポ
リ
ス
は
旧
市
民
に
の
み
属
す
べ
き
な
る
観
念
の
下
︑
旧
態
に
復
し
た
の
で
あ
る
︒
僭
主
政
の
残
滓
を
払
拭

151

す
る
事
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
︒
こ
の
頃
︑
財
産
返
還
訴
訟
が
続
出
し
た
と
い
う
︵

︶
︒
そ
れ
は
も
と
よ
り
ト
ラ
シ
ュ
ブ
ロ
ス
な
ど
の
横
政
に
基
因
す
る
が
︑
そ

152

れ
が
如
何
な
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
︒
旧
支
配
層
が
一
変
す
る
程
の
打
撃
で
は
な
か
っ
た
か
︵

︶
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
語
る
︵

︶
︒﹁
良
好
な
る
統
治
下
に
あ
り

153

154

し
頃
の
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
人
︑
夥
多
の
僭
主
政
を
解
体
せ
し
﹂
と
︒
こ
れ
は
こ
の
時
期
を
指
す
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
国
制
の
理
解
︑
明
確

を
欠
く
憾
み
は
あ
っ
た
︵

︶
が
︑
﹁
良
好
な
る
統
治
﹂
と
は
穏
健
中
庸
な
る
政
体
以
外
︑
有
る
を
得
な
い
︒
こ
れ
を
以
っ
て
案
ず
る
に
︑
旧
来
の
社
会
的
羈
絆
を
切

155

断
し
た
形
に
て
民
主
政
へ
の
潮
流
が
澎
湃
と
し
て
現
出
し
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
ト
ラ
シ
ュ
ブ
ロ
ス
の
暴
逆
も
長
期
に
は
亘
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

�
以
下
は
本
篇
本
来
の
対
象
と
す
る
時
期
を
逸
脱
す
る
故
︑
略
筆
に
遵
う
︵

︶
︒

156

シ
ケ
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ア
の
僭
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四
五
四
／
三
年
頃
︑
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
て
不
穏
な
る
動
き
が
生
ず
る
︒
テ
ュ
ン
ダ
リ
ダ
ス
な
る
人
物
が
貧
民
を
糾
合
し
︑
僭
主
の
地
位
を
窺
窬
し
た
と
い
う
︵

︶
︒

157

こ
れ
の
鎮
定
に
お
い
て
主
動
的
役
割
を
果
し
た
の
は
上
層
有
力
者

hoichariestatoi
で
あ
る
︒
し
か
く
し
て
︑
僭
主
出
現
を
防
遏
せ
ん
が
た
め
︑
ア
テ
ナ
イ

の
オ
ス
ト
ラ
キ
ス
モ
ス
を
模
し
て
ペ
タ
リ
ス
モ
ス
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
︒
然
る
に
︑
有
力
市
民
は
追
放
を
危
懼
し
隠
遁
生
活
に
入
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
︑
卑

劣
漢
の
横
行
を
招
き
政
治
が
堕
落
す
る
結
果
と
化
し
た
︒
か
く
の
如
き
経
緯
を
以
っ
て
︑
ペ
タ
リ
ス
モ
ス
は
短
時
日
に
て
棄
擲
さ
れ
た
と
い
う
︵

︶
︒
こ
こ
で
︑

158

hoichariestatoi
の
僅
少
な
ら
ざ
る
者
︑
旧
ガ
ー
モ
ロ
イ
の
末
孫
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
そ
れ
ら
は
こ
の
時
点
に
て
政
治
を
嚮
導
し
︑
ま
た
公
衆
よ
り
必
要
と

さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
後
︑
数
十
年
を
閲
し
て
︑
ア
テ
ナ
イ
遠
征
軍
に
対
し
て
勝
利
を
納
め
た
後
︑
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
国
制
は
過
激
な
る
方
向
へ
と
歩
を
進
め
た
︒
そ
れ
は

デ
ィ
オ
ク
レ
ス
の
提
案
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
︵

︶
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
を
藉
り
れ
ば
︑
民
衆
が
戦
捷
の
因
を
な
し
た
が
故
に
︑﹁
国
制
﹂
が
民
主
政
に
変
転

159

し
た
︵

︶
︒

160カ
ル
タ
ゴ
人
が
攻
勢
に
転
ず
る
中
で
︑
四
〇
五
年
頃
︑
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は

strategos
autokrator
に
就
任
し
た
︒
こ
れ
を
以
っ
て
︑
彼
の
僭
主
政
は

開
始
し
た
と
な
す
べ
き
で
あ
る
︒
そ
の
死
歿
︵
三
六
七
年
︶
後
︑
天
下
︑
麻
の
如
く
乱
れ
る
︒
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
二
世
︑
デ
ィ
オ
ン
を
経
て
︑
各
地
に
小
僭

主
が
簇
生
す
る
︒
そ
れ
を
一
旦
︑
収
拾
し
た
の
は
テ
ィ
モ
レ
オ
ン
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
て
国
制
を
定
め
た
が
︑
そ
れ
は
穏
健
民
主
政
と
括
言

し
得
よ
う
︒
こ
の
後
も
混
乱
は
熄
ま
ぬ
が
︑
ア
ガ
ト
ク
レ
ス
の
僭
主
政
や
ピ
ュ
ロ
ス
王
招
致
︑
ヒ
エ
ロ
ン
二
世
を
経
て
ロ
ー
マ
支
配
に
到
る
︒
こ
こ
に
て
よ
う

や
く
シ
ケ
リ
ア
は
一
時
の
平
穏
を
得
た
か
︵

︶
︒

161

五

そ
れ
で
は
︑
シ
ケ
リ
ア
に
関
し
て
所
謂
前
期
僭
主
政
の
特
質
︑
歴
史
的
意
義
と
は
何
か
︒
そ
れ
は
﹁
貴
族
政
﹂
か
ら
﹁
平
民
﹂
支
配
へ
と
い
う
滔
々
た
る
大

流
に
お
け
る
過
渡
的
政
権
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

先
ず
︑
僭
主
が
社
会
構
成
︑
統
治
構
造
の
変
革
を
将
来
し
た
か
否
か
︒
こ
の
点
︑
候
補
に
上
り
得
る
の
は
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
︑
パ
ラ
リ
ス
︑
ト
ラ
シ
ュ
ダ
イ
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オ
ス
︑
ト
ラ
シ
ュ
ブ
ロ
ス
で
あ
る
︒
こ
の
中
︑
前
二
者
は
判
知
し
難
い
︒
後
二
者
は
こ
れ
を
首
肯
す
る
に
は
躊
躇
さ
れ
る
︵

︶
︒
そ
れ
ら
よ
り
も
社
会
を
震
憾
せ
し

162

め
た
の
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
や
ア
ガ
ト
ク
レ
ス
で
は
な
い
か
︒
学
説
史
に
お
い
て
特
筆
さ
れ
る
の
は
前
者
で
あ
る
︒

デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は
民
衆
煽
動
に
よ
っ
て
擅
権
を
得
た
後
︑
政
敵
の
鏖
殺
︑
追
放
︑
財
産
没
収
な
ど
矯
激
な
る
施
策
を
一
再
な
ら
ず
実
行
︒
そ
の
資
産
を

友
人
や
民
衆
に
授
与
︒
土
地
再
分
配
︑
奴
隷
を
解
放
し
て
市
民
権
を
与
え
る
︒
傭
兵
の
多
用
︑
そ
れ
も
シ
ケ
リ
ア
原
住
民
の
み
な
ら
ず
イ
タ
リ
ア
の
そ
れ
を
も

用
い
る
︒
そ
れ
ら
を
も
市
民
と
な
す
︒
他
市
よ
り
の
住
民
移
動
︑
征
圧
し
た
地
の
破
壊
︑
遺
棄
︑
そ
の
住
民
を
奴
隷
と
し
て
売
却
︒
帝
国
化
へ
の
指
向
︑
そ
れ

も
南
伊
ま
で
の
進
出
等
々
と
︑
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
︵
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
︶
に
よ
る
文
飾
は
あ
ろ
う
が
︑
こ
こ
に
は
凄
絶
な
る
も
の
が
あ
る
︒
soziale
R
evolution,

U
m
bau
des
Staates
︵

︶
な
ど
と
称
さ
れ
て
き
た
所
以
で
は
あ
る
︵

︶
︒

163

164

往
昔
の
シ
ケ
リ
ア
に
お
い
て
僭
主
政
の
大
多
数
は
寡
頭
政
よ
り
発
す
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
︵

︶
︒
そ
こ
に
お
い
て
は
富
者
が
優
位
に
立
ち
︑
貧
民
が
そ
れ
に
対

165

抗
す
る
事
と
な
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
五
世
紀
中
葉
以
降
で
あ
る
が
︑
社
会
階
層
の
一
方
の
側
と
し
て
chariestatoi

︵

︶,dynatoi

︵

︶,beltistoi,gnorim
otatoi

︵

︶,endoxoi,

166

167

168

epiphanestatoi

︵

︶

な
ど
の
表
現
が
見
ら
れ
る
︒
一
般
に
︑
こ
れ
ら
の
用
語
は
学
説
史
に
お
い
て
は
﹁
世
襲
貴
族
﹂
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
き
た
︒
然
る
に
︑
事

169

実
は
そ
う
で
は
な
い
︒
そ
れ
ら
は
相
対
的
富
裕
層
︑
有
力
者
の
謂
に
過
ぎ
な
い
︵

︶
︒
実
際
︑
ゲ
ラ
に
お
い
て
は

euporotatoi
と

dynatotatoi
が
同
一
視
さ
れ

170

て
い
た
︵

︶
で
は
な
い
か
︒
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
寡
頭
政
の
主
権
者
と
は
そ
の
程
度
の
も
の
な
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
そ
れ
ら
は
時
空
を
問
わ
ず
存
す
る
の
で
あ

171

る
︒
僭
主
と
し
て
も
︑
そ
れ
ら
に
対
抗
し
た
場
合
で
も
︑
身
分
制
的
支
配
秩
序
の
打
破
な
ど
を
策
し
た
も
の
で
は
な
い
︵

︶
の
で
あ
る
︒
第
一
︑
そ
の
よ
う
な
秩
序

172

の
形
跡
な
ど
観
取
さ
れ
な
い
で
は
な
い
か
︒

か
く
以
っ
て
討
究
を
進
め
る
に
︑
シ
ケ
リ
ア
の
前
︑
後
期
僭
主
政
に
質
的
差
違
を
設
定
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
で
あ
る
が
︑
こ
れ

は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
に
お
け
る
新
潮
流
を
告
知
す
る
︵

︶
と
か
︑
四
世
紀
に
お
け
る
ポ
リ
ス
の
危
機
を
示
す
︵

︶
と
か
唱
え
ら
れ
て
き
た
︒
た
だ
︑
前
述
し
た
彼
の
施
策
は

173

174

何
れ
も
先
人
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
︒
量
的
に
拡
大
し
て
い
る
の
は
事
実
で
は
あ
る
が
︒
ダ
イ
ニ
ン
ガ
ー
︵

︶
は
そ
こ
に
﹁
構
造
的
連
続
性
﹂
を
見
る
︒
確
か
に
︑

175

カ
ル
タ
ゴ
人
と
の
抗
争
︑
原
住
民
︑
傭
兵
の
問
題
︑
貧
富
の
対
立
︑
帝
国
化
な
ど
︑
シ
ケ
リ
ア
と
し
て
の
共
通
要
素
は
一
貫
す
る
如
き
で
あ
る
︒
政
治
の
枠
組

は
旧
態
を
逐
う
の
み
と
評
す
る
も
可
能
で
あ
る
︒

そ
う
す
れ
ば
中
間
期
の
意
義
は
奈
辺
に
あ
る
の
か
︒
四
六
六
／
五
年
頃
よ
り
四
〇
六
年
に
到
る
迄
︑
シ
ケ
リ
ア
は
僭
主
な
き
時
期
を
迎
え
る
︒
そ
の
理
由
で

シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政
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あ
る
が
︑
一
つ
に
は
暴
政
の
経
験
が
作
用
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
ト
ラ
シ
ュ
ブ
ロ
ス
や
ト
ラ
シ
ュ
ダ
イ
オ
ス
の
暴
乱
を
鑑
戒
と
し
た
一
面
は
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑

更
に
重
要
な
の
は
外
圧
で
は
な
い
か
︒
こ
の
点
︑
シ
ケ
リ
ア
原
住
民
と
の
関
係
に
も
顧
慮
を
払
う
べ
き
で
あ
る
が
︑
先
ず
指
を
屈
す
べ
き
は
カ
ル
タ
ゴ
勢
力
で

あ
る
︒
ヒ
メ
ラ
に
て
惨
敗
を
喫
し
た
後
︑
カ
ル
タ
ゴ
側
は
シ
ケ
リ
ア
極
西
部
に
逼
塞
し
︑
そ
の
脅
威
は
過
去
の
も
の
と
化
し
た
︒
そ
れ
が
五
世
紀
末
に
再
度
迫

切
す
る
に
及
ん
で
︑
僭
主
政
が
須
臾
に
し
て
再
現
し
た
︒
ギ
リ
シ
ア
側
と
し
て
は
強
力
な
る
指
導
者
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
︒

た
だ
︑
そ
れ
に
し
て
も
︑
五
世
紀
︑
或
は
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
て
は
四
世
紀
に
到
る
迄
︑
民
主
政
の
存
在
は
無
視
し
難
い
の
で
は
な
い
か
︒
こ
れ
に
は
ギ
リ
シ

ア
本
土
と
共
通
す
る
一
面
は
あ
ろ
う
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
理
論
も
一
助
と
な
る
︒
こ
れ
は
民
主
政
増
加
の
理
由
と
し
て
人
口
増
大
︑
都
市
拡
大
︑
戦
術
の
変
化

を
挙
げ
る
の
で
あ
っ
た
︵

︶
︒
こ
の
中
︑
前
二
点
は
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
該
当
す
る
︒
第
三
点
に
関
し
て
は
︑
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
海
軍
力
が
比
較
的
に
有
力
で
あ
っ
た

176

旨
︑
指
摘
し
て
お
こ
う
︵

︶
︒
こ
れ
ら
を
め
ぐ
っ
て
は
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
以
外
の
ポ
リ
ス
︑
殆
ど
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
が
︒

177

例
の
深
遠
な
る
理
論
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
身
分
秩
序
壊
廃
よ
り
民
主
政
の
興
起
と
い
っ
た
過
程
を
︑
ギ
リ
シ
ア
一
般
と
し
て
は
︑
不
可
逆
的
進
行

と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
っ
た
︒
シ
ケ
リ
ア
に
関
し
て
︑
こ
こ
で
は
後
期
︑
ロ
ー
マ
治
下
の
状
況
に
つ
き
一
言
し
て
お
く
︒
キ
ケ
ロ
﹃
ウ
ェ
ッ
レ
ス
弾
劾
﹄
を

繙
読
す
る
に
︑
nobilis
乃
至
そ
の
類
縁
語
が
頻
出
す
る
︒
こ
れ
ら
は
シ
ケ
リ
ア
各
市
に
て
重
き
を
な
せ
し
如
く
で
あ
る
︒
然
れ
ば
︑
こ
こ
に
寡
頭
支
配
体
制
︵

︶
︑

178

安
定
を
見
た
事
に
な
る
︒
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
シ
ケ
リ
ア
史
の
進
行
は
む
し
ろ
円
環
状
を
呈
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
初
期
に
は
寡
頭
政
が
優
越
し
︑
中
間

期
を
夾
ん
で
後
期
に
は
寡
頭
政
が
再
帰
︑
繁
栄
し
た
の
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
こ
れ
は
現
段
階
に
お
い
て
は
仮
説
で
あ
っ
て
︑
一
層
︑
精
思
︑
熟
考
を
重
ね
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
言
を
俟
た
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
観
る
に
︑
シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政
は
発
展
論
の
一
齣
な
ど
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
恒
常
的
形
態
な
の
で
あ
る
︒
僭
主
政
の
本
質
と
は
個
人
に
よ

る
暴
政
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
も
の
は
ギ
リ
ア
の
ポ
リ
ス
︑
殊
に
シ
ケ
リ
ア
の
如
き
地
に
お
い
て
は
機
宜
に
応
じ
て
常
に
出
来
す
る
の
で
あ
る
︵

︶
︒

179

註

︵

︶

D
iod.X
IX
.1.5.M
alista
de
panton
epepolasen
he
pros
tas
m
onarchias
horm
e
periSikelian
pro
tou
R
hom
aious
kyrieusaitautes
tes
nesou.;C
icero,

1

V
erres
II.v.145.

大
手
前
大
学
論
集

第

号
︵
�
�
�
�
︶

18
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︵

︶

E
useb.C
hron.arm
en.(Schoene,ii.90).Panaetius
prim
us
in
Sicilia
arripuit
tyrannidem
.
年
代
と
し
て
は
六
〇
八
若
し
く
は
六
一
五
年
が
与
え
ら
れ
る
︒

2
︵

︶

V
.47.

3
︵

︶

C
f.H
.B
erve,D
ie
T
yrannis
beiden
G
riechen
I.M
ünchen
1967,129.„...er
(Panaitios)
als
einziger
der
sizilischen
T
yrannen
durch
B
em
ühung
um

4

das
niedere
V
olk
sich
den
W
eg
zur
A
lleinherrschaft
bahnte.“

︵

︶

T
huk.V
I.4.1;Polyainos,V
.5.1-2.

5

な
お
︑
バ
ー
ジ
ャ
ー
︵
S.B
erger,R
evolution
and
Society
in
G
reek
Sicily
and
Southern
Italy,H
istoria,E
inzelschriften71,Stuttgart
1992,26︶
に
よ

れ
ば
︑
パ
ナ
イ
テ
ィ
オ
ス
の
党
与
に
は
シ
ケ
リ
ア
原
住
民
が
包
含
さ
れ
て
い
た
か
︒
cfT
huk.V
I.3.3;Polyainos,V
.1.

︵

︶

T
.J.D
unbabin,T
he
W
estern
G
reeks,O
xford
1948,66-67︵
以
下
︑
D
unbabin
と
略
す
︶︒

6
︵

︶

C
.R
oebuck,Stasis
in
Sicily
in
the
Seventh
C
entury
B
.C
.Φιλ

ία
ϛ
Χ
ά
ρ
ιν

,M
iscellanea
distudiclassiciin
onore
diE
ugenio
M
anniV
I,1980,1923-1930.

7

特
に
1927-1928︒

︵

︶

V
.4.1-3.cf.D
iod.X
II.54.7,83.1.

8
︵

︶

L.H
.Jeffery,T
he
L
ocalScripts
ofA
rchaic
G
reece,O
xford
1990,242.

9
︵

︶

カ
ロ
ン
ダ
ス
は
ザ
レ
ウ
コ
ス
と
共
に
後
述
す
る
︒
註
︵

︶︒

10

179

︵

︶

本
篇
一
五
ペ
ー
ジ
︒
cf.Pausanias,V
.22.7.

11
︵

︶

D
iod.X
X
II.8.5.

12
︵

︶

T
huk.V
I.4.4.

13
︵

︶

Schol.Pindar.O
l.II.15a,15b
;Polyb.IX
.27.8.cf.D
unbabin,310-311.

14
︵

︶

E
useb.C
hron.arm
en.(Schoene,ii.94);Suda,s.v.Phalaris
他
︒

15
︵

︶

D
unbabin,315-316.

16
︵

︶

A
.J.de
W
aele,A
cragas
G
raeca,den
H
aag
1971,104.

17
︵

︶

W
.Schw
ahn,Τελ
ω

)να
ι

,R
E
2
R
eihe
V
1,1934,418-425.

18
︵

︶

A
r.P
ol.1310b
22-23,1316a
34-37.

19
︵

︶

デ
・
ワ
エ
レ
︵
D
e
W
aele,op.cit.164︶
は
パ
ラ
リ
ス
の
抬
頭
が
貴
族
支
配
に
対
す
る
民
衆
の
反
発
た
る
可
能
性
を
考
量
す
る
︒
た
だ
︑
ポ
リ
ュ
ア
イ
ノ
ス
か
ら
は
そ

20

の
よ
う
な
形
跡
は
看
取
さ
れ
な
い
︒
な
お
︑
ル
キ
ア
ノ
ス
の
﹃
パ
ラ
リ
ス
﹄
一
︑
三
な
ど
に
て
は
民
衆
へ
の
配
慮
が
語
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
は
修
辞
上
の
所
産
に
過
ぎ
な
い
︒

︵

︶

贋
造
パ
ラ
リ
ス
の
書
牘
︵
Ps.-Phalaris,ep.4,35︶
よ
り
せ
ん
か
︑
彼
は
コ
ス
近
傍
ア
ス
テ
ュ
パ
ラ
イ
ア
の
出
身
で
あ
る
︒
も
し
も
そ
こ
に
幾
何
か
の
真
実
が
含
ま
れ

21

る
と
す
る
な
ら
ば
︑
彼
は
ア
ク
ラ
ガ
ス
に
お
い
て
民
族
的
少
数
派
︵
D
e
W
aele,op.cit.164︶
に
属
し
た
︒
各
地
域
出
身
者
の
対
抗
関
係
に
お
い
て
そ
れ
は
意
味
を
有

し
た
か
︒

︵

︶

Schol.Pindar.O
l.II.15b.

22
︵

︶

Polyainos,V
.1.3-4.cf.A
nagraphe
von
L
indos,F
27
(Jacoby).

23

シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政
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︵

︶

D
iod.X
lX
.108.1-2.
パ
ラ
リ
ス
の
内
政
に
関
し
て
は
抑
圧
策
以
外
殆
ど
材
料
を
欠
く
︒
武
器
没
収
は
ポ
リ
ュ
ア
イ
ノ
ス
︵
V
.1.2︶
に
よ
っ
て
︑
一
応
︑
伝
え
ら
れ
る
︒

24

殺
戮
は
H
eraclid.Lem
b.E
xc.pol.69
な
ど
︒

︵

︶

C
f.Polyainos,V
.1.2;A
elian.V
ar.H
ist.II.4;Plut.M
or.821E
.
傭
兵
の
主
力
を
な
す
の
は
原
住
民
で
あ
っ
た
か
︒
Polyainos,V
.1.1.

25
︵

︶

ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
︵
I.17︶
は
こ
れ
を
し
て
︑
ギ
リ
シ
ア
本
土
と
は
異
な
る
シ
ケ
リ
ア
僭
主
政
の
特
色
と
な
す
︒

26
︵

︶

A
r.R
het.1393b
8-22.

27
︵

︶

C
f.G
.B
usolt,G
riechische
G
eschichute2
I.G
otha
1893,421-422;D
e
W
aele,op.cit.106-107.

28
︵

︶

な
お
︑
レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
を
め
ぐ
っ
て
は
cf.D
iogenianus,P
aroem
.II.50.

29
︵

︶

B
usolt,loc.cit.
こ
の
時
期
に
お
け
る
両
勢
力
の
対
抗
関
係
に
関
し
て
は
cf.D
unbabin,ch.X
I;A
.Schenk
G
rafvon
Stauffenberg,T
rinakria,M
ünchen
1963,

30

19-25.

︵

︶

H
erakleid.Pont.F
65
(W
ehrli);H
ieronym
.F
34
(W
ehrli);A
elian.V
aria
H
ist.II.4
他
︒
ま
た
︑
D
iod.IX
.30.

31
︵

︶

Schol.Pindar.O
l.III.68b,68a.
更
に
O
l.II.82d,29d
︒
エ
ン
メ
ニ
ダ
イ
は
︑
当
初
︑
ロ
ド
ス
に
居
住
し
て
い
た
︒
後
の
ア
ク
ラ
ガ
ス
僭
主
テ
ロ
ン
は
こ
の
一
門
に
属

32

し
︑
テ
レ
マ
コ
ス
の
曽
孫
と
さ
れ
る
︒
本
論
文
一
二
ペ
ー
ジ
︒
た
だ
︑
こ
れ
ら
ス
コ
リ
ア
は
系
譜
︑
事
績
を
め
ぐ
っ
て
相
互
に
乖
離
す
る
と
こ
ろ
些
少
と
し
な
い
︒
パ
ラ

リ
ス
打
倒
を
果
し
た
の
は
テ
レ
マ
コ
ス
と
す
る
の
か
︑
エ
ン
メ
ネ
ス
と
な
す
の
で
あ
ろ
う
か
︒

︵

︶

E
xc.pol.69.
こ
こ
で
dem
os
は
僭
主
の
圧
制
に
対
す
る
復
仇
と
し
て
そ
の
母
︑
友
人
を
も
焼
殺
し
た
と
い
う
︒

33
︵

︶

テ
レ
マ
コ
ス
へ
の
王
位
授
与
に
関
し
て
は
D
unbabin,322-323;B
erve,op.cit.I.131-132.

34
︵

︶

D
unbabin,323.

35
︵

︶

Plut.M
or.821E
.

36
︵

︶

ヘ
ラ
ク
レ
イ
デ
ス
・
レ
ン
ボ
ス
の
人
物
並
び
に
方
法
に
関
し
て
は
H
.B
loch,H
erakleides
Lem
bos
and
his
E
pitom
e
ofA
ristotle’s
P
oliteiai,T
A
P
A
71,1940,

37

27-39.

︵

︶

D
iod.X
I.53.1.

38
︵

︶

上
述
一
〇
ペ
ー
ジ
︒

39
︵

︶

こ
れ
は
四
九
〇
年
︒
Schol.Pindar.P
yth.V
I.inscr.
ピ
ン
ダ
ロ
ス
﹃
ピ
ュ
テ
ィ
ア
﹄
第
六
歌
は
ク
セ
ノ
ク
ラ
テ
ス
の
優
勝
に
対
す
る
頌
歌
で
あ
る
︒

40
︵

︶

Schol.Pindar.O
l.II.82d.

41
︵

︶

註
︵

︶︒

42

32

︵

︶

D
iod.X
.28.3.

43
︵

︶

Ibid.X
I.53.2.
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
︵
F
93.Jacoby
︶
が
テ
ロ
ン
に
対
し
て
王
の
呼
称
を
用
い
る
が
︑
こ
れ
に
関
し
て
は
B
erve,op.cit.I.132.

44
︵

︶

C
f.D
e
W
aele,op.cit.167.

45
︵

︶

Polyainos,V
I.51.

46
︵

︶

H
dt.V
II.165.

47

大
手
前
大
学
論
集
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︵

︶

こ
れ
は
四
八
〇
年
の
事
︵
H
dt.V
II.166)︒

48
︵

︶

B
erve,op.cit.I.134,II.596.

49
︵

︶

ヒ
メ
ラ
の
統
治
は
テ
ロ
ン
の
息
ト
ラ
シ
ュ
ダ
イ
オ
ス
に
委
ね
ら
れ
た
が
︑
こ
れ
は
暴
政
を
布
い
た
︒
ヒ
メ
ラ
人
は
離
叛
を
試
み
た
が
︑
テ
ロ
ン
は
そ
れ
を
鎮
定
し
︑
逆
徒

50

を
誅
戮
し
た
︒
そ
れ
は
ヒ
メ
ラ
が
人
口
不
足
を
来
す
ほ
ど
多
数
に
上
っ
た
と
い
う
︒
た
め
に
︑
テ
ロ
ン
は
ヒ
メ
ラ
に
ド
ー
リ
ス
人
な
ど
を
導
入
し
た
と
い
う
︒
D
iod.X
I.

48.6-49.4.
テ
ロ
ン
に
は
か
く
な
る
側
面
も
︑
当
然
︑
存
し
た
わ
け
で
あ
る
︒
な
お
︑
ヒ
メ
ラ
進
出
は
パ
ラ
リ
ス
の
先
蹤
を
履
む
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒

テ
ロ
ン
の
縁
者
た
る
カ
ピ
ュ
ス
と
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
も
反
抗
を
企
て
て
い
る
︒
Schol.Pindar.P
yth.V
I.5a,O
l.II.173g.

︵

︶

D
iod.X
I.53.2.
な
お
︑
cf.E
.W
.R
obinson,T
he
FirstD
em
ocracies.H
istoria,E
inzelschriften
107,1997,79.

51
︵

︶

T
im
aios,F
93
(Jacoby
︶
他
︒

52
︵

︶

D
iod.X
I.53.5.

53
︵

︶

Ibid.X
I.76.4-6.cf.P.O
x.665
(577.1.Jacoby).

54
︵

︶

D
iogenes
Laertios,V
III.72.

55
︵

︶

Ibid.V
III.66.

56
︵

︶

西
方
に
お
け
る
千
人
の
集
団
は
レ
ギ
オ
ン

(H
eraclid.Lem
b.E
xc.pol.55.
こ
こ
に
て
レ
ギ
オ
ン
の
国
制
は
aristokratike
と
な
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
は
寡
頭
政
の
美
称
︒

57

事
実
︑
chilioi...hairetoiapo
tim
em
aton
と
記
さ
れ
る
︒︶︑
ロ
ク
ロ
イ
︵
Polyb.X
II.16.10)︑
ク
ロ
ト
ン
︵
Iam
blichus,D
e
V
ita
P
ythagorica,35.257,260︶

が
知
ら
れ
る
︒

︵

︶

D
iogenes
Laertios,V
III.65.

58
︵

︶

Ibid.V
III.66.

59
︵

︶

Ibid.V
III.51.

60
︵

︶

Ibid.V
III.66.

61

彼
は
自
己
に
奉
呈
さ
れ
た
王
位
を
謝
絶
し
た
と
さ
れ
る
︒
ibid.V
III.63.
宴
会
の
逸
話
は

ibid.V
III.64︒
医
師
ア
ク
ロ
ン
に
対
し
て
公
平
を
強
調
し
た
の
は

ibid.

V
III.65︒

︵

︶

Ibid.V
III.74.
ま
た
V
III.51︒
cf.W
.K
.C
.G
uthrie,A
H
istory
ofG
reek
P
hilosophy
II,C
am
bridge
1965,128.

62
︵

︶

諸
事
件
の
経
過
に
関
し
て
一
案
を
示
す
の
は
D
e
W
aele,op.cit.171-172.

63
︵

︶

エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
が
故
国
を
追
放
さ
れ
て
異
郷
に
客
死
し
た
と
の
伝
承
も
存
す
る
︒
D
iogenes
Laertios,V
III.52,67.
こ
れ
を
以
っ
て
然
り
と
な
す
な
ら
ば
︑
こ
れ
は

64

寡
頭
派
の
策
謀
に
由
る
も
の
と
な
ろ
う
︒
ア
ク
ラ
ガ
ス
に
は
紛
乱
相
次
い
だ
か
︒

︵

︶

五
世
紀
末
よ
り
四
世
紀
に
か
け
て
の
擾
乱
を
め
ぐ
っ
て
は
B
erger,op.cit.17-18.

65
︵

︶

二
八
九

−

二
七
九
年
︵
D
e
W
aele,op.cit.143︶︒
こ
れ
の
背
景
に
関
し
て
は
cf.ibid.143,173︒
そ
の
後
の
ソ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
は
D
iod.X
X
II.8.4.

66
︵

︶

V
I.4.3.

67
︵

︶

H
dt.V
II.153.1;T
huk.V
I.4.3;D
iod.V
III.23.1;A
thenaios,298a;Pausanias,V
III.46.2;Schol.Pindar.O
l.II.16b.

68

シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政
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︵

︶

H
dt.V
II.153.1.

69
︵

︶

Schol.Pindar.O
l.II.16b.

70
︵

︶

V
II.153.

71
︵

︶

J.P.K
estem
an,Les
ancêtres
de
G
élon,A
C
39,1970,397-398.

72
︵

︶

A
nagraphe
von
L
indos,F
28
(Jacoby).

73
︵

︶

E
.g.J.Schubring,H
istorisch-geographische
Studien
über
A
ltsicilien.G
ela.Phintias.D
ie
südlichen
Sikeler,R
M
28,1873,125.

74
︵

︶

A
r.P
ol.1316a
35-37.
な
お
註
︵

︶︒

75

138

︵

︶

E
.g.D
unbabin,64.

76
︵

︶

C
f.B
erger,op.cit.24.
ゲ
ラ
人
が
逢
遇
し
た
困
難
を
め
ぐ
っ
て
は
cf.Schol.Pindar.O
l.II.16.b.

77
︵

︶

V
II.153.1.

78
︵

︶

贅
語
を
連
ね
て
お
く
と
︑
祭
祀
と
政
治
的
影
響
力
は
各
々
︑
別
箇
の
次
元
に
属
す
︒
芝
川
治
﹃
ギ
リ
シ
ア
﹁
貴
族
政
﹂
論
﹄︑
晃
洋
書
房
︑
二
〇
〇
三
年
︑
三
五
一
ペ
ー

79

ジ
註
︵

︶︒

29

︵

︶

D
unbabin,432-434.

80
︵

︶

A
r.P
ol.1316a
37.

81
︵

︶

H
dt.V
.46.

82
︵

︶

Ibid.V
II.158.2.

83
︵

︶

C
f.D
unbabin,377.

84
︵

︶

H
dt.V
II.154.1.

85
︵

︶

D
ie
Inschriften
von
O
lym
pia,nr.142.

86
︵

︶

D
unbabin,404-405.
こ
れ
に
よ
ら
ん
か
︑
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
軍
の
中
核
は
騎
兵
に
あ
っ
た
︒
彼
が
艦
隊
建
造
に
着
手
す
る
迄
に
は
若
干
の
時
日
を
俟
た
な
け
れ
ば
な
ら

87

な
い
と
の
由
で
あ
る
︒

︵

︶

H
dt.V
II.154.2.

88
︵

︶

Schol.Pindar.N
em
.IX
.95a.
ピ
ン
ダ
ロ
ス
の
ネ
メ
ア
祝
捷
歌
一
︑
九
は
ク
ロ
ミ
オ
ス
を
讃
称
す
る
も
の
で
あ
る
︒
殊
に
N
em
.IX
.34.

89
︵

︶

Polyainos,V
.6.D
unbabin,404;B
erve,op.cit.I.138.

90
︵

︶

Polyainos,V
.6.cf.B
erve,op.cit.II.599.

91
︵

︶

こ
の
事
は
ゲ
ロ
ン
に
あ
っ
て
は
明
白
で
あ
る
︒
後
述
一
八
ペ
ー
ジ
︒

92

ザ
ン
ク
レ
に
お
い
て
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
傀
儡
僭
主
ス
キ
ュ
テ
ス
が
町
を
喪
失
し
た
際
の
措
置
で
あ
る
が
︑
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
は
ザ
ン
ク
レ
人
を
裏
切
っ
た
と
い
う
︒

彼
は
ザ
ン
ク
レ
人
の
大
多
数
を
捕
縛
し
て
奴
隷
と
な
し
︑
重
要
人
物
三
百
名
を
処
刑
す
べ
く
︑
ザ
ン
ク
レ
を
占
領
し
た
サ
モ
ス
人
に
引
渡
し
た
︒
H
dt.V
I.23.
こ
こ
に

て
は
ヒ
ッ
ポ
ク
ラ
テ
ス
は
要
人
を
警
戒
し
た
︒
こ
れ
は
そ
の
都
度
︑
私
利
に
適
う
行
動
を
取
る
と
い
う
事
で
あ
る
︒
cf.D
iod.X
.28.1-2.
こ
れ
も
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
征
圧

大
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を
目
的
と
す
る
御
都
合
主
義
的
行
動
で
あ
る
︒

︵

︶

B
erve,op.cit.I.140.cf.H
dt.V
II.155.1.

93
︵

︶

H
dt.V
II.154.2-3.
註
︵

︶︒

94

134

︵

︶

こ
れ
ら
に
関
し
て
は
本
篇
九
︑
一
五
ペ
ー
ジ
︑
註
︵

︶︒

95

92

︵

︶

前
記
註
︵

︶︒

96

92

︵

︶

こ
の
点
は
既
に
ア
ク
ラ
ガ
ス
の
パ
ラ
リ
ス
︑
テ
ロ
ン
に
関
し
て
指
摘
し
た
︒
上
記
一
一
ペ
ー
ジ
︑
註
︵

︶︑︵

︶︒

97

26

50

︵

︶

C
f.D
unbabin,406.

98
︵

︶

H
dt.V
II.155.1.

99
︵

︶

D
iod.X
III.93.2-3.

100
︵

︶

T
huk.V
I.3.2
他
︒

101
︵

︶

E
tym
.M
agn.(G
aisford),197.35.

102
︵

︶

C
f.D
unbabin,93-94.
史
料
は
A
r.F
.602.1-4
(G
igon);A
nagraphe
von
L
indos,F
31
(Jacoby
︶
他
︒

103
︵

︶

D
iod.X
III.62.4.

104
︵

︶

T
huk.V
I.5.1.

105
︵

︶

Ibid.

106
︵

︶

V
I.2.6.

107
︵

︶

T
huk.V
I.5.3.

108
︵

︶

E
.g.W
.H
üttl,V
erfassungsgeschichte
von
Syrakus,Prag
1929,48-49;D
unbabin,56-57.
ま
た
︑
R
oebuck,op.cit.1924-1925︒
ヒ
ュ
ッ
ト
ル
や
ロ
ウ
バ
ッ

109

ク
は
後
出
の
情
話
と
の
関
係
を
も
説
く
︒
な
お
︑
ロ
ウ
バ
ッ
ク
は
ミ
ュ
レ
テ
ィ
ダ
イ
の
一
件
に
高
度
の
歴
史
的
意
味
を
賦
与
す
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
関
し
て
は
本
稿

九
ペ
ー
ジ
参
照
︒

︵

︶

こ
れ
は
clan
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
︒
念
の
た
め
︒

110
︵

︶

C
f.W
ickert,Syrakusai,R
E
2
R
eihe
IV
,A
2.1932,1480-1484.
他
方
︑
ヒ
ュ
ッ
ト
ル
︵
op.cit.48-51︶
に
よ
ら
ん
か
︑
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
て
は
当
初
︑
血
統
貴

111

族
が
国
制
を
把
持
し
た
が
︑
そ
れ
は
六
四
四
年
に
終
焉
を
迎
え
た
︒
そ
れ
に
代
っ
た
の
が
ガ
ー
モ
ロ
イ
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
有
富
を
誇
る
地
主
層
で
あ
っ
た
と
い
う
︒

︵

︶

D
iod.V
III.11.

112
︵

︶

P.N
.U
re,T
he
O
rigin
ofT
yranny,C
am
bridge
1922
(R
eprint.N
ew
Y
ork
1962),276-278.

113
︵

︶

本
論
文
一
〇
ペ
ー
ジ
︒

114
︵

︶

A
r.P
ol.1303b
20-28;Plut.M
or.825C
-D
.

115
︵

︶

C
f.R
.W
eil,A
ristote
etl’histoire,Paris
1960,350.

116
︵

︶

V
II.155.2.

117

シ
ケ
リ
ア
の
僭
主
政
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︵

︶

P
ol.1292b
4-5.

118
︵

︶

紛
議
を
惹
起
し
た
真
の
原
因
は
論
及
の
限
り
で
は
な
い
︒

119
︵

︶

も
し
も
こ
れ
が
六
世
紀
の
事
象
と
す
る
な
ら
ば
︑
ガ
ー
モ
ロ
イ
体
制
は
一
旦
失
遂
し
て
﹁
最
善
の
国
制
﹂
に
席
を
譲
り
何
時
の
日
か
復
活
し
た
事
と
な
る
︒﹁
最
善
の
国

120

制
﹂
解
体
後
の
体
制
に
つ
い
て
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
︑
プ
ル
タ
ル
コ
ス
は
黙
し
て
語
ら
な
い
︒
な
お
︑
ガ
ー
モ
ロ
イ
の
没
落
に
関
し
て
は
以
下
に
述
べ
る
︒

︵

︶

こ
の
点
︑
サ
モ
ス
の
ゲ
オ
ー
モ
ロ
イ
が
参
考
を
供
す
︒
こ
れ
は
安
定
的
た
る
に
は
遠
い
︒
芝
川
﹁
サ
モ
ス
国
制
史
の
一
断
面
﹂︑﹃
大
手
前
大
学
論
集
﹄
一
五
号
︑
二
〇
一

121

四
年
︑
八

−

一
一
ペ
ー
ジ
︒

︵

︶

Plut.M
or.304A
に
お
い
て
は
︑
サ
モ
ス
に
お
け
る
ゲ
オ
ー
モ
ロ
イ
の
支
配
は
oligarchia
と
明
記
さ
れ
る
︒

122
︵

︶

C
f.D
unbabin,414-415.

123
︵

︶

A
r.F
603.1-3
(G
igon).

124
︵

︶

Id.P
ol.1302b
27-32.

125
︵

︶

Ibid.1315b
36-37;D
iod.X
I.38.3.

126
︵

︶

H
dt.V
II.155.2.

127
︵

︶

T
huk.V
I.4.2,94.1;Polyainos,I.27.3.

128
︵

︶

H
dt.V
II.156.2.

129
︵

︶

Ibid.V
II.156.3;Strabon,X
.1.15.

130
︵

︶

H
dt.V
II.156.3.

131

ゲ
ロ
ン
の
許
︑
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
民
衆
が
そ
の
地
位
を
高
め
た
と
の
説
は
存
す
︒
„die
dem
okratische
M
ilitärm
onarchie
der
D
einom
eniden“
(H
üttl,op.cit.

57︶
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
関
し
て
は
W
ickert,op.cit.1485︒
例
の
著
名
な
る
民
会
の
件
︵
D
iod.X
I.26.5-6;Polyainos,I.27.1;A
elian.V
ar.H
ist.V
I.

11,X
III.37
他
︶
が
事
実
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
予
め
計
謀
さ
れ
た
芝
居
に
過
ぎ
な
い
︒

︵

︶

レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
の
ア
イ
ネ
シ
ダ
モ
ス
に
関
し
て
は
A
r.R
het.1373a
22-24︒
ま
た
︑
本
篇
一
五
ペ
ー
ジ
︒

132
︵

︶

Schol.A
eschin.In
C
tes.189.

133

グ
ラ
ウ
コ
ス
は
農
夫
の
小
倅
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
Pausanias,V
I.10.1.
卑
賤
な
る
が
故
に
使
用
に
便
と
い
う
事
で
あ
る
︒
サ
モ
ス
の
マ
イ
ア
ン
ド
リ
オ
ス
︑
レ
ギ
オ

ン
の
ミ
キ
ュ
ト
ス
と
同
断
で
あ
る
︒
芝
川
﹁
サ
モ
ス
国
制
史
の
一
断
面
﹂
二
一
ペ
ー
ジ
︒
H
dt.V
II.170.4.

︵

︶

T
huk.V
I.5.3.
カ
マ
リ
ナ
は
一ひ

と

度た
び

な
ら
ず
住
民
の
掃
殄
を
経
験
し
て
い
る
︒

134
︵

︶

H
dt.V
II.156.2.

135
︵

︶

Ibid.

136
︵

︶

D
iod.X
I.72.3.

137
︵

︶

な
お
︑
本
篇
一
九
ペ
ー
ジ
︒
ゲ
ロ
ン
の
統
治
は
善
政
の
評
に
て
彩
ら
れ
る
︒
D
iod.X
I.23.3,67.2-3;Plut.M
or.551F
-552A
;A
elian.V
ar.H
ist.X
III.37
他
︒
農
業

138

奨
励
は
Plut.M
or.175A
,552A
︒
彼
が
財
産
没
収
や
土
地
再
分
配
と
い
っ
た
施
策
に
訴
え
な
か
っ
た
の
は
事
実
と
な
す
べ
き
で
あ
る
︒
た
だ
︑
彼
の
評
判
に
関
し
て
資
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す
る
と
こ
ろ
最
大
な
の
は
カ
ル
タ
ゴ
軍
殲
滅
で
あ
っ
た
︵
本
論
文
一
二
ペ
ー
ジ
︶︒
ゲ
ロ
ン
は
艦
隊
建
造
に
尽
力
︒
ペ
ル
シ
ア
と
の
決
戦
を
目
睫
に
控
え
た
時
点
に
て
︑

ギ
リ
シ
ア
方
使
節
に
対
し
︑
三
段
撓
船
二
百
隻
援
助
の
用
意
あ
り
と
揚
言
し
た
︒
H
dt.V
II.158.4.
付
言
す
る
に
︑
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
以
外
に
は
シ
ケ
リ
ア
の
海
軍
は
弱
体

な
る
が
如
し
︒
D
unbabin,199.T
huk.I.14.2
を
め
ぐ
っ
て
は

cf.D
unbabin,404-405︒
シ
ケ
リ
ア
の
騎
兵
は
精
強
を
以
っ
て
著
名
で
あ
る
︒
こ
の
事
は
シ
ケ
リ
ア

国
制
史
に
一
定
の
刻
印
を
与
え
る
︒

︵

︶

D
iod.X
I.67.3-4.
ヒ
エ
ロ
ン
は
間
者
を
用
い
た
︒
A
r.P
ol.1313b
12-15.

139
︵

︶

D
iod.X
I.49.1-2.

140
︵

︶

Ibid.X
I.51.
な
お
︑
ア
ク
ラ
ガ
ス
の
ト
ラ
シ
ュ
ダ
イ
オ
ス
と
の
戦
闘
は
本
論
文
一
三
ペ
ー
ジ
︒

141
︵

︶

ア
ク
ラ
ガ
ス
は
先
に
触
れ
た
︵
一
三
ペ
ー
ジ
︶
が
︑
ゲ
ラ
の
僭
主
政
も
こ
の
時
点
に
て
仆
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

142
︵

︶

A
r.P
ol.1315b
38.

143
︵

︶

D
iod.X
I.67-68;A
r.P
ol.1312b
11-16.

144
︵

︶

D
iod.X
I.76.3-5.

145
︵

︶

Ibid.X
I.72.2,68.6.
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
に
お
け
る
民
主
政
概
念
を
め
ぐ
っ
て
は
本
稿
一
三
ペ
ー
ジ
︒
十
一
巻
七
二
︑
二
よ
り
す
る
と
︑
そ
れ
は
む
し
ろ
僭
主
政
の
対
極
を

146

指
向
す
る
︒

︵

︶

P
ol.1304a
27-29.
た
だ
し
︑
ibid.1316a
32-33
で
は
民
主
政
と
な
す
︒
ま
た
︑
1306a
1-2.cf.T
huk.V
I.39.

147
︵

︶

D
iod.X
I.68.5.
他
市
と
は
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
諸
邦
を
指
す
か
︒
な
お
︑
イ
タ
リ
ア
本
土
の
レ
ギ
オ
ン
に
て
も
︑
こ
の
時
期
︑
僭
主
政
が
崩
壊
し
て
い

148

る
︒
D
iod.X
I.76.5.

︵

︶

Ibid.X
I.72.3.

149
︵

︶

Ibid.X
I.73,76.1-2.

150
︵

︶

Ibid.X
I.76.5-6.

151
︵

︶

C
icero,B
rutus,X
I.46.

152
︵

︶

ト
ラ
シ
ュ
ダ
イ
オ
ス
は
ヒ
メ
ラ
に
て
秕
政
を
布
く
︵
註
︵

))︒
ア
ク
ラ
ガ
ス
の
支
配
期
間
は
長
期
に
亘
ら
な
か
っ
た
故
︑
そ
れ
は
統
治
構
造
を
震
憾
せ
し
め
る
程
で
は

153

50

な
か
っ
た
か
︒
な
お
︑
本
稿
一
三
ペ
ー
ジ
︒
ゲ
ラ
と
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
は
そ
れ
ぞ
れ
一
五
︑
二
〇
ペ
ー
ジ
︒

︵

︶

P
ol.1312b
7-9.

154
︵

︶

註
︵

︶︒
P
ol.1312b
6
よ
り
す
る
と
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
当
時
の
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
を
貴
族
政
と
解
し
た
事
に
な
る
︒

155

147

︵

︶

本
論
文
八
ペ
ー
ジ
︒

156
︵

︶

D
iod.X
I.86.

157
︵

︶

Ibid.X
I.86.5-87.

158
︵

︶

Ibid.X
III.34.6.

159
︵

︶

P
ol.1304a
27-29.

160

シ
ケ
リ
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︵

︶

本
論
文
註
︵
�
︶︒

161
︵

︶

註
︵

︶︒
同
一
九
ペ
ー
ジ
︒
前
古
典
期
の
シ
ケ
リ
ア
に
お
い
て
は
民
衆
煽
動
に
よ
っ
て
権
力
に
達
し
た
者
必
ず
し
も
多
数
と
は
せ
ず
か
︒

162

153

︵

︶

K
.F
.Stroheker,D
ionysios
I,W
iesbaden
1958,53.

163
︵

︶

バ
ー
ジ
ャ
ー
︵
op.cit.63-64︶
の
語
る
socialrevolution
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
に
妥
当
す
る
︒
こ
の
点
に
お
い
て
従
前
の
僭
主
を
凌
駕
す
る
︒

164
︵

︶

A
r.P
ol.1316a
35-37.

165
︵

︶

シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
︒
本
論
文
二
〇
ペ
ー
ジ
︒
ま
た
︑
ア
ガ
ト
ク
レ
ス
抬
頭
時
の
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
︒
D
iod.X
IX
.6.6,8.1︵
後
者
で
は
chariesteroi).

166
︵

︶

レ
オ
ン
テ
ィ
ノ
イ
︒
本
篇
九
ペ
ー
ジ
︒
ゲ
ラ
︵
同
一
五
ペ
ー
ジ
︶
で
は
dynatotatoi︒

167
︵

︶

beltistoi
と
gnorim
otatoi
は
Plut.T
im
oleon,1.6.
こ
れ
は
テ
ィ
モ
レ
オ
ン
の
シ
ケ
リ
ア
渡
航
直
前
に
お
け
る
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
︒

168
︵

︶

endoxoi,epiphanestatoi
は
D
iod.X
IX
.4.3︒
こ
れ
も
ア
ガ
ト
ク
レ
ス
権
力
掌
握
時
︒

169
︵

︶

一
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
︒
ア
ガ
ト
ク
レ
ス
以
前
︑
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
国
制
を
左
右
し
た
の
は
六
百
名
で
あ
る
︒
こ
れ
は

epiphanestatoi
の
寡
頭
政
と
さ
れ
︑
ま
た

170

dynasteia
や

hetairia
と
も
呼
ば
れ
た
︒
こ
れ
ら
が
祖
国
を
支
配
し
た

edynasteusan
tes
patridos
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
endoxoiandres
が
こ
れ
に
協

働
し
た
︵
D
iod.X
IX
.3.5-6.6︶︒

こ
れ
ら
の
語
が
前
古
典
期
に
関
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
︑
在
来
︑
身
分
制
的
支
配
が
指
示
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
︒
dynasteuein
や

prosetairizesthai
は
例
え

ば
ヘ
ロ
ド
ト
ス
五
巻
六
六
に
現
れ
る
︒
こ
れ
は
ク
レ
イ
ス
テ
ネ
ス
改
革
前
夜
の
叙
述
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
語
は
﹁
貴
族
政
的
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
頂
点
に
立
っ
て
い
た
﹂︵
W
.

G
.F
orrest,T
he
E
m
ergence
ofG
reek
D
em
ocracy,London
1966,191︶
な
ど
と
把
握
さ
れ
て
き
た
︵
芝
川
︑
前
掲
書
二
一
六
︑
二
四
二
ペ
ー
ジ
註
︵

︶︶︒

117

か
く
す
る
と
如
何
相
成
る
か
︒
四
世
紀
一
〇
年
代
の
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
に
あ
っ
て
﹁
身
分
的
政
治
﹂
が
演
じ
ら
れ
た
と
な
さ
ね
ば
な
る
ま
い
︒
然
る
に
︑
こ
れ
は
﹁
古
典

学
説
﹂
と
し
て
は
悖
理
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
﹁
貴
族
身
分
﹂
な
ど
夙
に
衰
滅
し
ま
っ
て
い
た
事
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
︒

epiphanestatoi
な
ど
は
デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
︵
X
IX
.5.6︶
の
記
す
如
く
︑
評
判
と
財
産
に
お
い
て
卓
越
す
る
者
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
は
時
代
の
如
何
に
拘
ら
ず
渝
る

と
こ
ろ
が
な
い
︒
こ
の
程
度
の
も
の
で
あ
れ
ば
︑
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
の
処
置
に
よ
り
一
旦
潰
滅
的
打
撃
を
蒙
っ
て
も
︑
新
た
な
る
エ
リ
ー
ト
層
が
発
現
す
る
の
で
あ
る
︒

︵

︶

註
︵

︶︒

171

100

︵

︶

C
f.B
erger,op.cit.63-64.

172

バ
ー
ジ
ャ
ー
︵
62︶
は

aristocracy
of
first
settlers
な
る
も
の
を
説
く
︒
シ
ケ
リ
ア
に
て
は
最
初
の
植
民
者
や
そ
の
子
孫
が
閉
鎖
的
身
分
の
形
成
に
進
ん
だ
と
い

う
も
の
で
あ
る
︒
さ
り
な
が
ら
︑
ア
ル
ン
ヘ
イ
ム
︵
M
.T
.W
.A
rnheim
,A
ristocracy
in
G
reek
Society,London
1977,53︶
を
披
見
す
る
に
︑
西
方
に
お
け
る
﹁
最

初
の
植
民
者
に
よ
る
貴
族
政
﹂
と
し
て
例
示
さ
れ
る
の
は
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
ガ
ー
モ
ロ
イ
の
み
︒
然
る
に
︑
ガ
ー
モ
ロ
イ
と
は
そ
の
よ
う
な
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
︒
本
稿
四
章
一
節
︒

︵

︶

C
f.Stroheker,op.cit.6-7;C
.M
ossé,L
a
tyrannie
dans
la
G
rèce
antique,Paris
1969,118-119.

173
︵

︶

E
.D
.F
rolov,D
ie
ersten
U
nternehm
ungen
und
die
M
achtergreifung
D
ionysios’des
Ä
lteren,K
lio
55,1973,89-90.
四
世
紀
に
お
け
る
ポ
リ
ス
廃
頽
な
る

174

現
象
の
実
否
を
め
ぐ
っ
て
は
W
.E
der
(H
rsg.)
D
ie
athenische
D
em
okratie
im
4.Jahrhundertv.C
hr.,Stuttgart
1995.

︵

︶

J.D
eininger,„K
rise“
der
Polis?
K
.D
ietz,D
.H
ennig,H
.K
aletsch
(H
rsg.),K
lassisches
A
ltertum
,
Spätantike
und
frühes
C
hristentum
,W
ürzburg

175
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1993,72.

︵

︶

芝
川
︑
前
掲
書
一
七

−

一
八
ペ
ー
ジ
︒

176
︵

︶

ま
た
︑
本
論
文
二
〇
ペ
ー
ジ
︒

177
︵

︶

上
下
の
秩
序
︑
拡
大
︑
固
定
化
の
傾
向
も
看
取
さ
れ
る
︒
ギ
リ
シ
ア
本
土
の
状
況
︵
芝
川
︑
前
掲
書
三
三
八
ペ
ー
ジ
︶
と
較
量
す
る
の
も
興
な
し
と
は
し
な
い
︒

178
︵

︶

こ
こ
で
ザ
レ
ウ
コ
ス
と
カ
ロ
ン
ダ
ス
に
一
言
し
て
お
く
︒
も
っ
と
も
︑
前
者
は
南
伊
ロ
ク
ロ
イ
の
出
身
で
は
あ
る
が
︒
カ
ロ
ン
ダ
ス
は
シ
ケ
リ
ア
島
カ
タ
ネ
の
出
と
さ
れ

179

る
︒
こ
の
両
名
共
︑
伝
説
的
要
素
多
く
︑
年
代
も
定
か
と
は
し
な
い
︒
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
学
説
史
に
お
い
て
貴
族
政
的
︵
D
unbabin,72-74;Stauffenberg,op.cit.

72,102︶
と
か
︑
貴
族
政
か
ら
穏
健
寡
頭
政
へ
の
移
行
を
示
す
︵
R
oebuck,op.cit.1928-1930︶
な
ど
と
身
分
制
的
関
連
の
中
で
語
ら
る
事
少
な
か
ら
ず
と
し
た
︒
さ

り
な
が
ら
︑
こ
れ
ら
の
立
法
中
︑
国
制
に
関
る
事
確
実
な
る
は
裁
判
所
に
つ
い
て
の
工
夫
程
度
の
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
カ
ロ
ン
ダ
ス
の
法

律
と
さ
れ
る
︵
P
ol.1297a
21-24︶︒
裁
判
に
欠
席
し
た
場
合
︑
富
者
に
は
多
額
の
罰
金
が
︑
貧
民
に
は
少
額
の
そ
れ
が
科
せ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
に
語
る
な
ら
ば
国
制
の
工
夫
で
あ
っ
て
︑
寡
頭
政
︵
ibid.1297a
35︶
或
は
﹁
国
制
﹂
の
特
質
で
あ
る
︵
ibid.1294a
37-39︶︒
な
お
︑
ザ
レ
ウ
コ
ス

に
関
し
て
ス
ト
ラ
ボ
ン
︵
V
I.1.8︶
の
引
く
エ
ポ
ロ
ス
F
139︵
Jacoby
︶
は
法
治
主
義
の
発
達
を
意
味
す
る
の
み
︒

シ
ケ
リ
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