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次
は
清
永
昭
次
の
借
主
政
論
に
対
す

る
批
評
。
清
永
は
借
主
政
に
関
し
て
以
下
の
論
文
を
上
木
す
る
。
「
ペ
リ
ア
ン
ド

ロ
ス
の
奴
隷
取
得
禁
止
令
」

(『歴
史
学
研

究
』

二
九
四
、

一
九
六
四
年
)
(以
下
、

「
ペ
リ
ア
ン
ド
ロ
ス
」
と
略
記
)
、
「ポ
リ
ュ
ク
ラ
テ
ス
と
商
業
」

(『学
習
院
史
学
』

一
、

一
九
六
五
年
)
、
「ミ

ュ
テ
ィ
レ
ネ

の
借
主
と
調
停
者
」

(『学
習
院
史
学
』

一
六
、

一
九
八
〇
年
)
(「
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
」
と
略
記
)
、
「臣

Φ帥
ひq
8
①
ω
の
支
持
者
層
」

(『学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』

三
四
、

一
九
八
七
年
)
、
「
シ
キ

ュ
オ

ン
の
前
期
借
主
政
」

(
『西
洋
史
研
究

(東
北
大
)』
新
輯

一
九
、

一
九
九
〇
年
)、
「
コ
リ
ン
ト
ス
に
お
け
る
前
期
借
主
政

の
成

立
」
(
『西
洋
古
典
学
研
究
』
三
九
、

一
九
九

一
年
)。
こ
れ
ら
は

『史
学
雑
誌
』
「
回
顧
と
展
望
」
に
お

い
て
好
評
を
博
す
。
評
者
は

「
ペ
リ
ア
ン
ド

ロ
ス
」
及
び

「ポ
リ
ュ
ク
ラ
テ
ス
と
商
業
」
が
村
川
堅
太
郎

(七
四
編
、

一
九
六
五
年
と
七
五
編
、

一
九
六
六
年
)
、
「ミ

ュ
テ
ィ
レ
ネ
」
が
伊
藤
貞
夫

(九
〇
編
、

一
九
八

一
年
)
、

「誤

①
9ひq
①昌
①
ω
の
支
持
者
層
」
が
古
山
正
人

(九
八
編
、

一
九
八
九
年
)
、
「シ
キ

ュ
オ
ン
の
前
期
借
主
政
」
が
中
村
純

(
一
〇
〇
編
、

一
九
九

一
年
)
、
「
コ
リ
ン
ト

ス
に
お
け
る
前
期
借
主
政
の
成
立
」
が
篠
崎
三
男

(
一
〇

一
編
、

一
九
九
二
年
)
で
あ
る
。
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こ
の
他
、
清
永
に
は
関
連

の
論
孜
と

し
て
以
下
の
諸
篇
が
算
え
ら
れ
る
。
「前
期
借
主
政
と
過
渡
期
の
ポ
リ
ス
社
会
」

(『世
界
の
歴
史
』
四
、
筑
摩
書
房
、

一
九

六

一
年
)
、
「貴
族
政
の
発
展
と
借
主
政

の
出
現
」
(岩
波
講
座

『世
界
歴
史
』

一
、

一
九
六
九
年
)、
「前
期
借
主
の
支
持
者
層
」
(
『学
習
院
史
学
』
二
四
、

一
九
八

六
年
)
。

こ
れ
ら
諸
論
文
を
貫
く

の
は
貴
族
政
よ
り
民
主
政

へ
と

い
う
例
の
如
き
発
展
論
的
思
考
で
あ
る
。
曰
く
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
七
世
紀
後
半
頃
よ
り
平
民
の
地

位
が
向
上
し
、
貴
族
政
は
衰
弛
の
時
期
を
迎
え
た
。
そ
こ
に
お
い
て
、
平
民
の
支
持
を
受
け
て
多
数
の
借
主
政
が
勃
興
し
た
。
そ

の
政
策
は
貴
族

の
勢
力
基
盤
に
打

撃
を
加
え
、
民
衆
の
成
長
に
資
す
る
も

の
が
あ

っ
た
。
か
く
て
平
民
は
自
ら
の
勢
力
を
伸
張
せ
し
め
、
今
や
栓
桔
と
化
し
た
借
主
政
を
打
倒
し
て
、
自
身
、
権
力
を

掌
握
す
る
に
到

っ
た
。
そ
れ
が
民
主
政

の
成
立
と
の
事
で
あ
る
。
借
主
政
は

一
定

の
歴
史
的
役
割
を
果
す
と
共
に
没
落
し
た
と

い
う
わ
け
で
、
そ
れ
は
過
渡
的
政
権

と
評
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
清
永
に
よ
れ
ば
平
民
は
二
つ
に
分
化
し
て
い
た
。
中
流
以
上
と
下
層
と
に
で
あ
る
。
前
者
は
重
装
歩
兵
と
し
て
出
陣
し
得
る
階
層
、
後
者
は
そ
れ
以
下
の

者
と

の
由
で
あ
る
。
借
主
の
支
持
層
は
そ
の
権
力
奪
取
に
到
る
迄
は
中
流

(以
上
の
)
平
民
、
下
層
平
民
、
両
者

の
混
合
と
区

々
様
々
で
あ
る
が
、
爾
後
、
借
主
は

主
と
し
て
下
層
平
民
に
よ

っ
て
支
持
さ

れ
た
と
の
事
で
あ
る
。

か
く
な
る
歴
史
像
で
あ
る
が
、
そ
の
全
体
的
当
否
は
暫
時
措
く
と
し
よ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
は
清
永
に
と
り
枢
要
な
分
析
用
具
た
る

「貴
族
-
平
民
」
関
係
が
史

料
、
殊
に
同
時
代
の
そ
れ
に
立
脚
す
る
か
否
か
を
先
ず
論
議
す
る
。
次

い
で
、
歴
史
過
程
に
移
る
。
清
永
の
借
主
政
論
は
方
法
的
に
何
れ
も
同

一
な
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
前
者
に
関
し
て
は

「
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
」
を
取
上
げ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
恰
好

の
史
料
が
残
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ア
ル
カ
イ
オ
ス
の
詩
で
あ
る
。
こ
の

詩
人
は
ま
さ
に
擾
乱
の
立
役
者
だ

っ
た

の
で
あ
る
。
歴
史
過
程
を
め
ぐ

っ
て
は
引
続
き

「
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
」
と
、
更
に
は

「
ペ
リ
ア
ン
ド
ロ
ス
」
を
講
究
に
付
す
。

そ
れ
が

一
つ
の
典
型
を
な
す
か
ら
で
あ

る
。

(28)

 

2

ミ

ュ
テ
ィ
レ
ネ
に
お
い
て
は
、
当
初

、
貴
族
支
配
が
布
か
れ
て
い
た
と

い
う
。
ア
ル
ヵ
イ
オ
ス
、
ピ

ッ
タ
コ
ス
な
ど
訂
争

の
主
役
は
何
れ
も
貴
族
出
身
で
あ
り
、



中
で
も
ア
ル
カ
イ
オ
ス
は
正
統
的
貴
族

の

一
員
で
あ
り
、
貴
族
に
よ
る
支
配
を
露
と
も
疑
わ
な
か

っ
た
と
の
事
で
あ
る
。
「貴
族
」
と
称
す
る
場
合
、
清
永
に
あ

っ

て
は
閉
鎖
的
支
配
身
分
を
示
す
。
「平
民
」
と
は
懸
絶
し
て
い
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ア
ル
カ
イ
オ
ス
集
中
、
特
権
身
分
の
存
在
を
示
す
が
如
き
証

(1

)

跡
は
奈
辺
に
あ
る
か
。
こ
れ
に
関
し
て
先
ず
脳
裡
に
浮
ぶ
の
は

①
ω互

(①
ω琶

9

で
あ
る
。

周
知
の
如
く
、
ギ
リ
シ
ア
語

の
文
献

に
お
い
て

9ひq
9臣
9

①
誓
巨
9
ま
た

閃
巴
9
冨
ひq9
匪
9

ぴ
①
匡
ω梓9
な
ど
は

犀
鋳
9
と
対
比
し
て
使
用
さ
れ
る
事
少
な
し
と
は
し

(
2
)

な

い
。
そ
れ
ら
が
前
古
典
期
に
お
い
て
用

い
ら
れ
た
場
合
、
前
者
は

「貴
族
」
と
、
後
者
は
民
衆
と
、
従
来
、
解
さ
れ
て
き
た
。
ア
ル
カ
イ
オ
ス
に
お
い
て

「貴
族
」

(
3
)

に
相
当
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
は

Φ
匹
〇
一
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
そ
の
用
例
を
閲
す
る
に
、
そ
れ
は
倫
理
的
意
味
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
り
も
す
る
し
、
社
会
階

層
を
指
示
す
る
語
と
し
て
は
明
瞭
と
は
称
し
難

い
。
テ
オ
グ

ニ
ス
集
に
お

い
て

①
ω琶

9

は

pαq
9芸
9
と
共
に
頻
繁
に
現
れ
、
犀
鋳
9

α
巴
9
と
対
比
さ
れ
て

一
種

の

(
4
)

定
式
と
も
化
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
ア
ル
カ
イ
オ
ス
の
場
合
、
Φω互

の
用
法
は
熟
成
し
て
い
な

い
。

ア
ル
カ
イ
オ
ス
に
あ

っ
て
は

叶
爵
o同
の
如
き

Φ
ω互

の
対

応
語
も
出
現
を
見
な
い
し
、
Φ
ω互

の
意

味
は
荘
漠
た
る
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
こ
れ
を

「貴
族
身
分
」
と
極
め
付
け
て
能
事
畢
れ
り
と
な
す
な
ら
ば
、

脈

爆

直
に
過
ぎ
る
事
と
な
免

ア
ル
カ
イ
オ
ス
に
お
け
る

.
、一.
一
の
使
用
例
を
摘
出
し
て
そ
れ
を
仔
細
な
る
検
討
に
付
す
る
ぐ
ら
い
の
事
は
行
わ
な
け
れ
ば
な

⑳

(
6
)

も

っ
と
も
、
惹
犀
o
℃
讐
『置
巴
が

惹
犀
o
同
に
代

っ
て

Φω匪
互

に
照
応
す
る
と
の
所
説
を
な
す
者
も
あ
る
。
か
く
な
る
呼
称
に
貴
族
と
し
て
の
自
意
識
、
下
層
民

へ
の

侮
蔑
が
如
実
に
現
れ
る
と

い
う
も

の
で
あ
る
。
犀
爵
8
9巳
母
ω
は
ア
ル
カ
イ
オ
ス
詩
中
に
四
例
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
後
掲
の

聞
も。
ら
。。
は
明
確
に
ピ

ッ
タ
コ
ス

一
人
に
関
る
。
聞
胡

の

ざ
評
o
冨
q
己
〔
も
同
断
で
あ
ろ
う
。
国
①
刈
は
釈
義
上
必
ず
し
も
判
然
と
せ
ぬ
憾
み
は
残
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
ピ

ッ
タ
コ
ス
の
裏
切
に
関
係
づ

け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
に
由

っ
て
観
る
に
、
犀
鋳
o宕
巳
匿
ω
は
所
謂
平
民
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
。
雌
敵
ピ

ッ
タ
コ
ス
に
対
し
て
詩
人
の
憤
激
が
奔
出

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ア
ル
カ
イ
オ
ス
に
は
民
衆
自
体
を
損
斥
す
る
と
こ
ろ
は
存
外
稀
薄
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ア
ル
カ
イ
オ
ス
が
民
に
対
す
る
憂
慮

を
表
明
す
る
の
は
惜
か
で
あ
る
。
聞
匿
㊤
b
O
、
「民

母
日
o
ω
(α
①日
o
ω)
を
苦
悩
よ
り
解
放
せ
ん
。
」
ま
た
、
零

〇
九
行
以
下
、

「…
…
吾
人
こ
の
葱
怒
を
忘
却
し
得
べ
く
…
…
、
命
を
蝕
む
相
剋
と
内
戦
と
を
緩
和
せ
し
め
ん
、
そ
を
オ
リ
ュ
ン
ボ
ス
の

一
神
惹
起
せ
し
、
民

匿
巳
o
ω
を
破
滅
に
導

(
7
)

き

、
ピ

ッ
タ

コ

ス
に

喜

ば

し

き

栄

誉

を

授

与

し

つ

つ
。
」

(
8
)

こ
の
点
は
従
来
の
ア
ル
カ
イ
オ
ス
研

究
も
留
心
せ
ざ

る
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
問
題
は
如
上
の
詩
句
が
真
率
な
る
も
の
か
否
か
で
あ
る
。
そ
れ
を
否
認
す
る

ギ
リ
シ
ア
史

の
批
評
を
め
ぐ

っ
て
仁
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(9

)

向
き
も
あ
る
。
清
永
の
見
解
も
大
略
、
以
下
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
有
力
貴
族
と
し
て
生
を
享
け
た
ア
ル
カ
イ
オ
ス
は
頑
迷
固
随
な
る
保
守
主
義
者
に
し
て
、
旧
き

身
分
的
支
配
秩
序

へ
の
回
帰
を
庶
幾
す

る
の
み
。
そ
の
よ
う
な
彼
に
と

っ
て
民
衆
の
窮
境
は
眼
中
に
な
し
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
か
く
の
如
く
断
ず
る
の
み

で
は
な
く
、
関
連
諸
篇
を
も
勘
考
す
べ
き
で
は
な

い
か
。

ア
ル
カ
イ
オ
ス
に
も
ポ
リ
ス
至
上
主
義
は
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
聞
旨
㊤
及
び

零

O
に
は
ポ
リ
ス
に
対
す
る
憂
憤
の
情
も
看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
借
主

を
放
逐
し
て
ポ
リ
ス
全
体
に
安
寧
を
招

来
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
他
に

口
自
、
「
匡
も。
も
同
様
の
観
点
よ
り
解
す

べ
き
で
は
な
い
か
。

ア
ル
カ
イ
オ
ス
は
借
主

の

(10
)

(11
)

驕
慢
に
も
論
及
し
た
模
様
で
あ
る
し
、
遵
法
精
神
も
認
め
ら
れ
る
。
し
て
み
る
と
、
彼
に
は
党
派
の
利
害
や
借
主
個

々
人

へ
の
私
怨
を
超
え
た
公
共
性

の
意
識
も
生

ず
る
の
で
は
な
い
か
。
聞
旨
㊤
な
ど
に
は
ポ
リ
ス
に
お
け
る
伝
統
的
反
借
主
思
想
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
彼
に
は
戦
士
共
同
体
と
し
て
の
ポ
リ
ス
理
念
も

見
出
す
を
得
る
。
ポ
リ
ス
は
石
や
、
木
材
、
大
工
の
技
術
に
は
非
ず
、
防
衛
能
力
有
す
る
者
あ
ら
ん
か
そ
こ
に
は
城
壁
も
ポ
リ
ス
も
あ
り
。
ア
ル
カ
イ
オ
ス
は
か
く

(12
)

語
り
し
と
の
由
で
あ
る
。
こ
れ
ら
よ
り
す
る
と
、

ア
ル
カ
イ
オ
ス
も
ま
た
ポ
リ
ス
の
伝
統
を
負
う
と
思
料
さ
れ
る
。
ポ
リ
ス
の
外
部
に
在

っ
て
自
己
の
身
分
の
利
益

(13

)

の
み
を
追
求
す
る
と

い
っ
た
体

の
も
の
で
は
な
く
、
ポ
リ
ス
全
体
を
も
配
慮
す
る
と
な
す
べ
き

で
あ
る
。
司
p
巳
o
ω
極
救
」
も
か
く
な
る
関
連
に
お

い
て
よ
う
や
く

ω幅

理
解
す
る
を
得
る
。
そ
こ
に
は
少
な
く

と
も
主
観
的
に
は
真
摯
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
清
永
と
し
て
も
断
片
を
広
汎
に
渉
猟
す
べ
き
で
あ

っ
た
ろ
う
。

更
に

口
G。
Oげ

(〈
o喧

)、
こ
れ
の
五
行
初
め
ま
で
。
「
…
…
哀
れ
な
る
余
、
野
人

の
生
活
を
送
る
、
ア
ゲ
シ
ラ
イ
ダ
ス
よ
、
民
会

餌αq
o審

と
評
議
会

げ
o
臣

召
集
さ

る
を
聞
か
ん
と
希

い
つ
つ
。
」
こ
れ
は
亡
命

の
ア
ル
カ
イ
オ

ス
が
孤
独
な
る
身
を
慨
嘆
す
る
作
で
あ
る
。
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
に
は
民
会
と
評
議
会
が
あ

っ
て
、
ア
ル
カ

イ
オ
ス
と
し
て
は
そ
れ
ら

へ
の
参
加
を

切
望
す
る
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
歌
わ
れ
た
民
会
、
評
議
会
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
権
限
、
参
加
資
格
は
如
何
程

の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
評
議
会
は
貴
族
の
会
議
で
あ
り
、
民
会
も
貴
族

の

(14

)

支
配
す
る
と
こ
ろ
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
民
会
に
関
し
て
は
先
に
も
触
れ
た

聞
ω
ら
。。
を
引
証
す
べ
き
で
あ
る
。
「生
れ
卑
し
き

8
昌
ざ
犀
8
卑
『凶魯

倉
〉
ピ

ッ
タ
コ

ス
を
胆
力
な
き
不
幸
な
る
ポ
リ
ス
の
借
主
と
し
て
樹
て
し
、
全
員
挙
り
て

9色
Φ
①ω
大
い
に
賞
讃
し

つ
つ
」
。
ピ

ッ
タ
コ
ス
が
独
裁
者
と
し
て
選
任
さ
れ
た
の
は
お
そ

(
15
)

ら
く
は
民
会
に
お
い
て
で
あ

っ
た
ろ
う
。
そ
の
際
、

一
般
民
衆
の
意
響
が
決
定
的
で
あ

っ
た
ろ
う
。
「全
員
挙
り
て
」
に
は
誇
張
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
。

(
16
)

こ
の
上
、
清
永
と
し
て
は

「
週

な
ど

を
も
参
考
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
聞
謹

は
木
材
に
関
す
る
僅
か
の
断
片
で
あ
る
が
、
古
註
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は

ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
人
全
般
に
向
け
て
借
主

政
を
阻
止
す
べ
く
願
起
を
呼
び
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ル
カ
イ
オ
ス
は
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
人
に
期
待
を
籠
め
る
の
で
あ
る
。



か
く
按
ず
る
に
お
い
て
、
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
の
民
衆
に
は
貴
族
支
配
の
栓
桔
下
に
憎
伏
す
る

「平
民
」
と
い
っ
た
趣
は
乏
し

い
と
観
ぜ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
主
体
的
政
治

勢
力
た
り
得
た
の
は
否
認
し
難
い
の
で
は
な
い
か
。
民
会
も
必
ず
し
も
上
層

の
縛
導
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か

っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

(17
)

ア
ル
カ
イ
オ
ス
の
価
値
観
に

つ
き
付

言
す
る
な
ら
ば
、
上
の
如
き
民
会
と
評
議
会
よ
り
成
る
体
制
を
彼
は
理
想
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
彼
を

「反
動
貴

族
」
と
規
定
す
る
事
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
特
に
民
会
を
憧
憬
す
る

「貴
族
」
な
ど
奇
異

の
感
を
免
れ
難

い
。
そ
の
よ
う
な
ア
ル
カ
イ
オ
ス
像
は
史
料
と
乖

離
を
来
し
、
従

っ
て
、
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
社
会
を
誤
認
せ
し
め
る
結
果
を
生
ず
る
の
で
は
な
い
か
。

(
18
)

ピ

ッ
タ
コ
ス
の
出
自
で
あ
る
が
、
清

永
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
ト
ラ
キ
ア
の
王
族
と

い
っ
た
高
貴
の
血
統
に
属
し
、
そ
の
故
に
こ
そ
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ

の
貴
族
社
会
に

も
迎
え
ら
れ
た
。
彼
が

犀
鋳
o℃
鉾
二
匿

ω
と

の
罵
辱
を
蒙

っ
た
の
は
本
来
、
異
人
の
血
を
引
く
た
め
と

い
う
。
た
だ
、
こ
の
点
も
深
き
論
究
が
な
さ
れ
た
と
は
称
し

難

い
。
こ
の
関
連
に
お
い
て
取
上
げ
る

べ
き
作
と
し
て
は

聞
匿
㊤
も
あ
る
が
、
加
之
、
聞
鳶
、
零

O
を
も
文
献
学
的
に
穿
繋
す

べ
き
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス

ト
分
析
も
難
事
に
属
す
が
、
そ
れ
ら
に

て
は
ピ

ッ
タ
コ
ス
の
出
生
が
椰
楡
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
と
他

の
史
料
を
勘
案
す
る
に
、
別
の
展
望
が
開
け
る
の

(19

)

で
は
な

い
か
。
む
し
ろ
ピ

ッ
タ

コ
ス
は
本
来
的
に
中
流
若
し
く
は
そ
れ
以
下
の
出
身
だ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ピ

ッ
タ
コ
ス
が
か
く
の
如
き
も
の
に
し
て
社
会
的
階
梯
を
上
昇
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
事
は
ミ

ュ
テ
ィ
レ
ネ
社
会
に
つ
い
て
語
る
と
こ
ろ
少
な
く
は
な

い
で

(
20
)

あ
ろ
う
。
そ
の
他

聞
G。
8

三
-

四
行

「
財
貨
こ
そ
人
な
れ
、
貧
な
れ
ば
誰
も
良
く

Φ
ωδ
ω
も
尊
敬
す
べ
き
で
も
な
し
。
」
な
ど
を
以

っ
て
す
る
に
、
当
時
、
金
銭
万
能

の
風
潮
が
禰
漫
し
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

ソ
ロ
ン
や
テ
オ
グ

ニ
ス
の
詩
篇
よ
り
す
る
と
、
ア
テ
ナ
イ
や
メ
ガ
ラ
に
お

い
て
は
社
会
的
上
下
問
の
移
動
は
古
く
か

(21
)

(
22
)

ら
生
じ
て
い
た
と
目
さ
れ
る
。
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
社
会
に
関
し
て
も
そ
れ
を

「貴
族
-
平
民
」
関
係
で
律
す
る
事
に
は
疑
念
を
挟
ま
ざ
る
を
得
な

い
。

(
23
)

さ
て
、
問
題
は
批
評
で
あ
る
が
、
伊
藤
貞
夫
は

「
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
」
を
絶
讃
す
る
。
そ
の

一
部

「
(清
永
は
)
ア
ル
カ
イ
オ
ス
の
詩
篇
断
片
を
初
め
と
す
る
量
質

と
も
に
乏
し
い
伝
存
史
料
を
入
念
に
分

析
し
」
は
過
褒

で
あ
る
。
再
三
指
摘
し
た
よ
う

に
、
「
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
」
に
は
文
献
学
的
に
望
む
と
こ
ろ
多
き
は
否
み
難

い
。

そ
れ
に
続
く
伊
藤
の
言

「詩
人
自
身
を
含
む
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
指
導
者
た
ち

の
社
会
的
出
自

・
政
治
理
念

・
具
体
的
政
策
、
市
民
団
の
構
成
、
国
制

の
在
り
方
を
能
う

限
り
鮮
明
に
浮
び
上
ら
せ
て
い
る
仕
上
り
を
高
く
評
価
す
べ
き
作
で
あ
ろ
う
。」
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

(31)
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ミ

ュ
テ
ィ
レ
ネ
の
政
治
過
程

に
つ
い
て
清
永
は
論
を
進
め
る
。
当
初
、

ペ
ン
テ
ィ
リ
ダ
イ
の
寡
頭
政
が
布
か
れ
て
い
た
が
、
貴
族
層

の
憤
愚
が
高
ま
り
そ
れ
は
打

倒
さ
れ
た
。
そ
の
後
メ
ラ
ン
ク
ロ
ス
が
借
主
政
を
樹
立
し
た
。
こ
れ
を
解
体
す
る
た
め
に
ピ

ッ
タ
コ
ス
や
ア
ル
カ
イ
オ
ス
は
協
働
し
た
。
清
永
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時

点
に
お

い
て
は
内
訂
は
専
ら
貴
族
の
演
ず
る
と
こ
ろ
で
、
平
民
は
干
与
し
な
か

っ
た
の
で
あ

っ
た
。
ピ

ッ
タ
コ
ス
、
ア
ル
カ
イ
オ
ス
以
外

の
貴
族
と
し
て
は
ア
ル
ケ

(24

)

ア
ナ
ク
テ
ィ
ダ
イ
や
ク
レ
ア
ナ
ク
テ
ィ
ダ
イ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
メ
ラ
ン
ク
ロ
ス
も
そ
の
身
分
に
属
し
た
と

い
う
事
で
あ
る
。

さ
り
な
が
ら
、
メ
ラ
ン
ク
ロ
ス
の
出
自
や
権
力
略
取
の
方
法
は
不
明
で
あ
る
。
該
時
期
に
お
け
る
民
衆
の
動
向
に
関
し
て
も
同
じ

い
。
史
料
が
欠
如
す
る
故
、
臆

(25

)

度
を
巡
す
べ
く
も
な

い
。

次

い
で
シ
ゲ
イ
オ
ン
戦
役

で
あ
る
が
、
清
永
は
こ
れ
に
甚
大
な
る
意
義
を
賦
与
す
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ

の
貴
族
層
は
威
信
を
喪
失
し
、
多
大

の

人
的
損
害
を
蒙

っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
重
装
歩
兵
戦
術
が
定
着
し
、
平
民
も
戦
闘
に
参
加
し
た
。
こ
の
事
は
殊
に
中
流
以
上
の
平
民
を
覚
醒
せ
し
め
、
そ
の
勢
力
を

(
26
)

高
揚
せ
し
め
る
結
果
を
生
じ
た
と

い
う
。

(27

)

こ
れ
に
関
し
て
も
直
接

の
史
料
的
根

拠
は
欠
如
す
る
。
ア
ル
カ
イ
オ
ス
の
楯
抱
郷
や
ピ

ッ
タ
コ
ス
の
策
謀
に
多
く
を
語
ら
し
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
然
ら
ば

蓋
然
性
よ
り
す
る
議
論
は
如
何
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
清
永
の
脳
中
を
占
め
る
の
は
例
の
重
装
歩
兵
論
で
あ
る
。
在
来
、
七
世
紀
に
お
い
て
重
装
歩
兵
戦
術
が
採
用

さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
中
流
農
民

の
発
言
権
が
増
大
し
、
そ
れ
ら
が
借
主

の
支
持
層
を
形
成
し
た
な
ど
と
主
張
さ
れ
て
き
た
。
然
る
に
、
そ
の
よ
う
な
学
説
に
は
、

朝
近
、
動
揺
を
免
れ
難

い
も
の
が
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
時
代
に
お
い
て
古
典
的
重
装
歩
兵
戦
術
の
先
躍
が
既
に
存
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
当
時
よ
り
し
て
庶
人

の
軍
事

的
役
割
が
無
視
す
べ
か
ら
ざ
る
も

の
と
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
七
世
紀
に
お
い
て
戦
術
の
変
化
に
随
伴
し
て
顕
著
な
る
社
会
的
、
政
治
的
変
動
が
生
起
し
た
な
ど
と

(28
)

す
る
学
説
に
は
与
し
難
く
な
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
も
清
永
説
に
対
し
て
は
懐
疑
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

(29
)

(30

)

ミ
ュ
ル
シ
ロ
ス
に
よ
る
権
力
横
奪
や
そ
の
後

の
離
合
聚
散
に
つ
い
て
も
清
永
は
精
叙
す
る
。
ミ
ュ
ル
シ
ロ
ス
は
下
層
平
民
よ
り
な
る
護
衛
兵
を
帯
び
た
が
、
当
初
、

貴
族
支
配
を
自
明
視
し
た
。
そ
の
た
め
に
順
次
、
困
難
に
逢
着
し
た
。
平
民
が
成
長
し
て
い
た
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
。
中
流
以
上
の
平
民
は
先
述
の
如
く
シ
ゲ
イ

(32)



オ
ン
戦
を
契
機
と
し
て
、
ま
た
商
業
貿

易
の
隆
昌
よ
り
し
て
自
己
の
力
を
侍
む
よ
う
に
な

っ
た
。
他
方
、
下
層
平
民
の
不
満
も
増
大
し
て
い
た
。
ミ
ュ
ル
シ
ロ
ス
は

か
く
な
る
変
化
を
察
知
し
て
、
そ
れ
に
対
応
す
べ
く
努
め
た
。
か
く
て
ミ
ュ
ル
シ
ロ
ス
は
ア
ル
カ
イ
オ
ス
派
に
対
し
て
開
明
派
の
貴
族
に
転
じ
た
。
同
様
の
認
識
に

到
達
し
た
ピ

ッ
タ

コ
ス
は
、
本
来
、
思
想
、
信
条
を
倶
に
し
た
ア
ル
カ
イ
オ
ス
派
と
訣
別
し
、
ミ
ュ
ル
シ
ロ
ス
派
に
転
向
し
た
。
ミ
ュ
ル
シ
ロ
ス
の
妓
後
、

ア
ル
カ

イ
オ
ス
派
は

一
時
、
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
に
帰
還
す
る
が
、
ま
た
も
や
追
放

の
憂
き
目
に
遭

っ
た
。
続

い
て
、
ピ

ッ
タ

コ
ス
は
執
政

(ア
イ
シ
ュ
ム
ネ
テ
ス
)
に
選
出
さ

れ
た
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後

の
政
情
も
、
清
永
は
逐

一
説
明
す
る
が
如
く
で
あ
る
。

さ
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
如
何
な
る
史
料
に
依
拠
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ミ
ュ
ル
シ
ロ
ス
政
権

の
動
向
、
ピ

ッ
タ

コ
ス
の
向
背
、
各
派

の
角
逐
に
関
し
て
そ
れ
ら
を

細
密
に
再
構
成
す
る
の
は
不
可
能
で
あ

る
。
ア
ル
カ
イ
オ
ス
詩
篇
の
編
年
が
定
ま
ら
な

い
以
上
、
各
事
件

の
年
次
も
荘
昧
た
る
に
と
ど
ま
る
。
「平
民
」
の
興
隆
に

つ
い
て
も
明
証
は
与
え
ら
れ
な

い
。
こ
の
点
、
戦
術
の
変
化
云
々
は
上
に
叙
し
た
。
商
業
貿
易

の
股
盛
と

い
っ
て
も
、
そ
れ
を
定
量
的
に
示
す
だ
け
の
考
古
的
資
料

は
欠
如
す
る
。
そ
も
そ
も

「中
流
以
上

の
平
民
」
と

「下
層
平
民
」

で
あ
る
が
、
民
衆
を
二
様
に
区
別
す
る
事
に
は
意
味
が
あ
る
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
ら
各

々
の
動
向
、

(31

)

様
態
を
表
す
詩
句
が
ア
ル
カ
イ
オ
ス
、
或
は
サ

ッ
ポ
ー
に
あ
る
の
か
。
ア
ル
カ
イ
オ
ス
の

量
巳
o
ω
よ
り
は
そ
れ
は
判
知
不
能
で
あ
る
。
史
料
か
ら
遊
離
す
る
議
論

紛

は
こ
れ
を
回
避
す
べ
き
で
あ
る
。
総
じ
て
、
清

永
の
所
説
は
想
像
力
の
所
産

で
あ
る
。
か
つ
て
筆
者
が
記
し
た
よ
う

に
、
そ
の
よ
う
な
試
み
は
、
畢
寛
、
揚
摩
臆
測

ω

(32

)

を
専
ら
と
す
る
事
に
し
か
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

最
後

に
ピ

ッ
タ
コ
ス
の
国
内
政
策
。
こ
れ
に
は
酔
漢
や
葬
儀
に
関
す
る
規
定
が
伝
存
す
る
。
清
永
は
こ
れ
ら
を
貴
族
抑
制
策
と
解
す
。
饗
宴
や
盛
大
な
る
葬
礼
は

(33

)

(34

)

貴
族

に
特
徴
的
と
の
故
で
あ
る
。
さ
り
な
が
ら
、
酩
酊
す
る
者
に
関
し
て
は
そ
れ
ら
の
者
が
粗
暴
な
る
所
行
に
及
び
や
す
し
と

い
う
事
で
、
酔
漢
を
減
少
せ
し
め
ん

(35

)

と

い
う
意
図
に
発
す
る
の
み
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
、
殊
に
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス

・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
伝
え
る
通
り

で
あ
る
。
迂
遠
な
る
解
釈
を
施
す
べ
き
理
由
は
な

い

。

(
36
)

葬
儀
に
関
す
る
法
令
を
ピ

ッ
タ
コ
ス
が
発
布
し
た
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
事
は
ポ
リ
ス
に
お

い
て
稀

で
は
な

い
。

一
例
を
挙
げ
る
に
、
四
世
紀
末
に
お

い
て
、
パ

レ
ロ
ン
の
デ
メ
ト
リ
オ
ス
の
如
き
寡
頭
派
が
壮
麗
な
る
葬
礼
を
規
制
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ポ
リ
ス
の
本
質
に
源
由
す
る
の
で
は
な

い
か
。
民
主
化

の
胎
動
に
悼
さ
す

(37
)

と
は
な
し
難

い
。
こ
の
他
、
売
買
や
エ
ジ
プ
ト
貿
易
に
関
し
て
平
民
保
護
策
を
云

々
す
る
の
は
牽
強
附
会
で
あ
る
。

総
じ
て
言
え
ば
、
清
永
に
と

っ
て
ピ

ッ
タ

コ
ス
と
は
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
の
事
情
を
よ
く
認
識
し
、
平
民

の
存
在
と
要
求
に
適
切
な
る
配
慮
を
払

っ
た
者
で
あ

っ
た
。
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(38
)

彼
が
調
停
者
と
し
て
の
成
功
を
吉肌
得
た

の
は
そ
の
た
め
と
の
事

で
あ
る
。
か
く
て

「
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
」
全
篇
が
発
展
論

の
中
に
位
置
を
占
め
る
事
と
な
る
。
ミ
ュ

テ
ィ
レ
ネ
に
お
い
て
は
、
六
〇
〇
年
前
後

の
紛
擾
を
経
て
平
民
の
成
長
が
推
知
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
旧
弊
な
る
ア
ル
カ
イ
オ
ス
は
時
代
よ
り
忘
失
さ
れ
た
。

借
主
、
調
停
者

の
う
ち
、
メ
ラ
ン
ク
ロ
ス
は
別
と
し
て
、
ミ
ュ
ル
シ
ロ
ス
と
ピ

ッ
タ
コ
ス
は
新
し
き
時
代
を
感
知
し
た
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
諸

(39

)

点
に

つ
き
適
切
な
論
証
は
与
え
ら
れ
な
か

っ
た
。

以
上
よ
り
し
て
、
伊
藤
貞
夫
に
よ
る
論
評
の
後
半
部
分

(本
章
五
ペ
ー
ジ
)
は
妥
当
し
な
い
。

4

「
ペ
リ
ア
ン
ド
ロ
ス
」
に
移
る
。
こ
れ
は
奴
隷
取
得
禁
止
令
に

つ
き
ペ
リ
ア
ン
ド

ロ
ス
の
企
図
を
關
明
せ
ん
と
し
た
も
の
。
清
永
は
こ
れ
に
関
し
て
信
慧
性

の
問

(40

)

(41

)

題
よ
り
説
き
起
す
。
そ
れ
を
肯
定
的
に
判
断
し
た
後
、
学
説

の
整
理
を
行
う
。
清
永
は
そ
れ
を
四
種
に
分
類
す
る
。
こ
の
点
、
村
川
堅
太
郎
は
次

の
如
く
評
す
。

「
(清
永
は
)
在
来

の
学
説
を
極
め
て
丹
念
に
検
討
し
…
。」
た
だ
、
諸
家
は
こ
の
禁
令
に
言
及
は
す
る
が
、
二
、
三
行
程
度
に
て
処
理
す
る
者
少
な
し
と
は
し
な

い
。

(42
)

史
料
余
り
に
僅
少
に
し
て
、
本
格
的
論

及
容
易
な
ら
ざ
る
が
た
め
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
清
永
の
分
類
が
適
切
か
否
か
、
疑
問
な
し
と
は
し
な
い
。

(43
)

清
永
に
よ
る
な
ら
ば
、
最
も
有
力
な
学
説
は
次

の
如
し
。
即
ち
、
奴
隷
制
を
基
礎
と
す
る
大
経
営
に
対
し
市
民
の
小
経
営
商
工
業

(特
に
手
工
業
)
を
保
護
せ
ん

と
し
て
ペ
リ
ア
ン
ド

ロ
ス
は
こ
の
禁
令

を
発
布
し
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
後
者

の
支
持
を
確
保
せ
ん
と
し
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
清
永
は

コ
リ
ン

(44
)

(45
)

ト
ス
商
工
業

の
状
況
を
素
描
し
、
そ
の
過
大
評
価
よ
り
歴
史
家
を
戒
め
る
。
殊
に
、
言
う
程
の
大
経
営
は
鮮
少
な
り
と
な
す
。
更
に
、
こ
の
禁
止
令
は
奴
隷
所
有

一

切
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
新
規
取
得

の
み
を
制
限
す
る
も
の
と
解
す
。
然
ら
ば
、
そ
の
効
力
は
著
大
な
ら
ず
と

い
う
事
に
な
る
。
か
く
、
清
永
は
最
有

力
説
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
。

然
る
に
、
ペ
リ
ア
ン
ド
ロ
ス
と
し
て
は
将
来
に
お
け
る
効
果
を
考
量
し
た
と
い
う
。
こ
の
禁
令
は
、
爾
今
、
奴
隷
数
増
大
に
よ
る
大
規
模
経
営
の
拡
大
を
防
遇
し
、

(
46

)

中
小
商
工
業
者
を
保
護
す
る
た
め
有
益
と
す
る
。
大
業
者
は
潜
在
的
反
借
主
勢
力

で
あ

っ
た
故
と
の
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
先

の
論
調
と
矛
盾
を
来
し
得
る
。
そ
れ
は

(47
)

措
く
と
し
て
、
そ
も
そ
も

コ
リ
ン
ト
ス
、
し
か
も

ア
ル
カ
イ
ク
期
の
そ
れ
に
お
け
る
経
営
規
模
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
上
、
奴
隷
使
用
量
に
至

っ
て
は
端
測
の
限
度

(34)



(
48
)

を
も
鍮
え
る
。
大
規
模
経
営
よ
り

の
圧
迫
は
確
証
す
べ
く
も
な
い
。

(49
)

次
に
細
論
が
展
開
さ
れ
る
の
は
農
業

に
関
す
る
学
説
で
あ
る
。
清
永
を
し
て
言
わ
し
め
れ
ば
、
貴
族
が
奴
隷
使
用
に
立
脚
す
る
大
所
領
経
営
を
行

い
、
中
小
農
民

の
顛
落
、
債
務
奴
隷
化
を
惹
起
す
る
。
禁
止
令
は
そ
の
防
止
を
目
的
と
し
た
と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
れ
の
当
否
を
検
証
す
る
た
め
に
は
土
地
所
有
関
係
に
踏
込
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
間
、
清
永

の
議
論
に
は
周
密
極
り
な
き
も
の
が
あ
る
。
ま
さ
に
独
檀
場
で
あ
る
。

先
ず
バ
ッ
キ
ア
ダ
イ
期
で
あ
る
が
、
そ
の

一
族
は
奴
隷
労
働
に
よ

っ
て
農
業
経
営
を
行
う
巨
大
な
る
土
地
所
有
貴
族
と
し
て
君
臨
し
た
。
こ
れ
ら
は
ソ
ロ
ン
前
期

の
ア
ッ
テ
ィ
カ
に
お
け
る
よ
う
に
、
中
小
農
民
を
圧
迫
し
て
そ
れ
ら
に
脅
威
を
加
え
た
と
い
う
。
キ

ュ
プ
セ
ロ
ス
は
バ
ッ
キ
ア
ダ
イ
を
放
逐
し
て
そ
の
土
地
財
産
を

没
収
し
た
。
土
地
は
本
来
の
所
有
者
に
返
還
さ
れ
、
そ
の

一
部
は
細
民
に
分
与
さ
れ
た
と
い
う
。
土
地
返
還
を
受
け
た
大
土
地
所
有
貴
族
な
ど
は
、
漸
次
、
奴
隷
労

働
に
基
く
大
規
模
経
営
を
展
開
し
た
。
中
小
農
民
は
ま
た
も
や
圧
迫
さ
れ
る
に
至

っ
た
と
の
由
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
貴
族
は
続
く

ペ
リ
ア
ン
ド
ロ
ス
期
に
大
部
分

殺
害
、
追
放
さ
れ
た
故
、
そ
の
面
よ
り

の
圧
力
は
軽
減
さ
れ
た
。
た
だ
、
他
面
、
平
民
に
属
す
る
少
数

の
富
裕
農
民
層
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
が
中
小
農
民

の
脅
威
と

化
す
る
可
能
性
が
あ

っ
た
。
そ
の
事
な
ど
を
予
防
す
る
意
味
も
ペ
リ
ア
ン
ド

ロ
ス
禁
令
に
は
あ

っ
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

清
永
説
く
と
こ
ろ
は
、
大
要
、
以
上

の
如
く
で
あ
る
。
バ

ッ
キ

ア
ダ
イ
期
よ
り
ペ
リ
ア
ン
ド
ロ
ス
治
下
に
か
け
て
の
土
地
の
状
況
、
農
業
家
各
層
の
動
向
を
微
に

入
り
細
を
穿

っ
て
余
す
と
こ
ろ
が
な

い
。
ま
さ
に
神
の
明
察
を
思
わ
し
め
る
。
前
人
未
踏
の
境
を
踏
破
す
る
そ
の
壮
図
に
は
喝
采
を
送
ら
ね
ば
な
る
ま

い
。
村
川
堅

(50
)

太
郎

の
評
言

「
(清
永
)
氏
の
行
論
は

い
つ
も
な
が
ら
極
め
て
精
密
周
到

(で
あ
る
)
」
に
対
し
満
腔
の
賛
意
を
表
し
た
く
な
る
。
も
し
も
清
永
の
行
論
が
史
料
に
立

脚
す
る
も
の
な
ら
ば
、
で
あ
る
。
事
実

は
、

コ
リ
ン
ト
ス
に
お
け
る
農
村

の
状
況
な
ど
知
る
べ
く
も
な
い
。
ま
し
て
や
、
そ
こ
に
お
け
る
奴
隷
労
働
な
ど
悉
皆
不
明

な
の
で
あ
る
。

(51

)

政
治
過
程
を
め
ぐ

っ
て
も
、
バ
ッ
キ

ア
ダ
イ
期
か
ら
キ
ュ
プ
セ
ロ
ス
、
ペ
リ
ア
ン
ド
ロ
ス
を
経
て
借
主
政
倒
壊
に
到
る
迄
縷
々
叙
さ
れ
る
。
「貴
族
」
、
「平
民
」

中

の
有
力
者
、
中
小
農
民
な
ど
に
つ
き

、
各
時
期
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
動
向
が
仔
細
に
示
さ
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
ペ
リ
ア
ン
ド
ロ
ス
の
対
策
を
め
ぐ

つ

て
も
議
論
が
進
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
も
大
部
分
空
論
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
史
料
の
許
容
範
囲
を
逸
脱
す
る
。
禁
止
令
公
布

の
時
期
や
結
論
部
分
に
関
し
て
も
同
断

で
あ
る
。
歴
史
と
は
ア

・
プ
リ
オ
リ
の
思
弁
に
淫
す
る
場
で
は
な
い
。
こ
の
点
、
「
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
」
よ
り
も

「
ペ
リ
ア
ン
ド
ロ
ス
」

の
方
が

一
層
甚
し
い
。
か
く

(52
)

の
如
く
僅
々
た
る
史
料
し
か
残
存
し
な

い
分
野
に
お
い
て
は
禁
欲
的
手
法
を
貫
く
よ
り
他
な
い
。

ギ
リ
シ
ア
史
の
批
評
を
め
ぐ
っ
て
仁

(35)
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批
評
で
あ
る
が
、
村
川
堅
太
郎
の

「
ペ
リ
ア
ン
ド
ロ
ス
」
と
伊
藤
貞
夫

の

「
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
」
は
既
に
扱

っ
た
。
こ
の
両
名
、
他
で
は
出
色
の
評
を
も
物
す
る
の

に
、
今
般
は
如
何
な
る
事
か
。
「
ペ
リ
ア
ン
ド
ロ
ス
」
や

「ミ

ュ
テ
ィ
レ
ネ
」
を
激
賞
す
る
よ
う
で
は
鼎
の
軽
重
を
問
わ
れ
る
事
に
な
る
。

「新
世
代
」
に
属
す
る
者
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
「臣

窪
ひq
①昌
①
ω
の
支
持
者
層
」
を
め
ぐ
る
古
山
正
人

の
評
語
は
以
下
の
如
し
。
「数
少
な
い
史
料
に
周
到
で
偏
り

(
53

)

の
な
い
推
定
を
積
み
重
ね
て
い
く
氏

の
手
法
は
、
そ
の
結
論
を
十
分
に
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。」
中
村
純
は

「
シ
キ

ュ
オ
ン
の
前
期
借
主
政
」
に
関
し

(54

)

て
以
下
の
評
言
を
下
す
。
「乏
し
い
史
料
を

一
つ

一
つ
拾

い
集
め
て
、
丹
念
に
検
討
を
施
す
と

い
う
作
業
の
労
に
敬
意
を
表
す
る
。」

月
げ
①
帥ひq
8

Φω
の
支
持
者
層
」
や

「
シ
キ

ュ
オ
ン
の
前
期
借
主
政
」
、
は
た
ま
た

「
コ
リ
ン
ト
ス
に
お
け
る
前
期
借
主
政
の
成
立
」
は

「
ペ
リ
ア
ン
ド

ロ
ス
」
、

「
ミ
ュ
テ
ィ
レ
ネ
」
と
観
念

の
枠
組
、
手
法
に
亘

っ
て
同

一
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
現
れ
る
の
は

「貴
族
」
、
「拾
頭
す
る
中
流
平
民
」
、
「没
落
に
瀕
す
る
下
層
平
民
」
、

そ
し
て

「
…
だ
ろ
う
」

の
頻
発
で
あ
る
。
こ
こ
に
胡
乱
な
も

の
を
感
知
し
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
「誤

$
鴨
昌
①
ω
の
支
持
者
層
」
、
「
シ
キ

ュ
オ
ン
の
前
期
借
主
政
」
、

「
コ
リ
ン
ト
ス
に
お
け
る
前
期
借
主
政

の
成
立
」
は
共
に
想
像
に
満

つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
批
評
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同

一
著
者
の
類
似
論
文
程
度
は
参

(
55
)

(56

)

(
57
)

看

す

べ
き

で
あ

る

。

そ

の

上

、

テ

オ

グ

ニ

ス

の
詩

篇

は

も

と

よ

り

、

メ

ガ

ラ
な

ら

ば

レ

ゴ

ン
、

シ

キ

ュ
オ

ン
な

ら

ば

グ

リ

フ
ィ

ン
、

コ

リ

ン

ト

ス
な

ら

ば

ヴ

ィ

ル

や

(58
)

サ
モ
ン
な
ど

の
基
本
的
文
献
を

一
読
す
べ
き
で
あ

っ
た
。
そ
う
し
た
作
業
を
経
る
の
み
で
も
、
清
永
ほ
ど
に
当
該
問
題
を
詳
論
し
た
者
稀
な
る
事
を
覚
知
す
る
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
、
細
叙

に
及
ぶ
の
は
本
来
的
に
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
第

一
、
史
料
を
照
合
す
れ
ば
そ
の
く
ら
い
の
事
は
即
座
に
了
知
さ
れ
る
。
最

低
限
の
労
力
は
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
古
山
、
中
村
と
共
に
篠
崎
も
如
上
の
欠
陥
に
対
し

一
言
も
発
し
な
い
。
以
上
、
古
山
、
中
村
、
篠
崎
に
よ
る
批
評
は
そ

の
名
に
値
し
な

い
。

(36)
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註

詳
細

は
芝

川

、
前
掲

書

六
章
を

参
照

さ

れ
た

い
。
本

節

は
、
事

実
上

、

こ
れ

の
要
約

で
あ

る
。

こ

の
種

の
解
釈

に
は

些
少

な
ら

ぬ
難
点

が

認
め

ら

れ
る
。

芝
川

、
前

掲
書

四
、

五
章

。

Φ
ω
δ
ω
は

七

例

算

え

ら

れ

る

。

「
9
目
♪

震

。。
μ
♪

「
①
㊤
動

田

卜。
μ
G。
鴇
「
卜。
㊤
①
鉾
N

「
ω
①
9
♪

聞
G。
㊤
昌
で

あ

る

。

詩

の

断

片

番

号

は

][
◎
げ
Φ
亮

9。
ひq
ρ

ぎ

Qミ
ミ

§

ト
鳴魯
&
ミ

ミ

き

§
§

ミ

に

よ

る

。

テ

ク

ス

ト

は

国
㌔
ζ

<゚
9
讐
紡

§

ぎ

ミ

』

ミ

§

勲
ミ

ミ
§

ミ

を

基

本

と

し

た

。

も

っ
と
も

、

テ
オ

グ

ニ
ス
集

に
お
け

る
上

下

の
較
差

は
甚

し

い
も

の
で

は
な

い
。

こ

の
点

は

ソ

ロ
ン
も
同

様

で
あ

る
。
芝

川
、

前
掲
書

四
、

五
章
。

例
え

ば

聞
①
μ
ω
-置

な

ど
は

テ
ク

ス
ト
に
立

入

っ
て
精

査

し
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。
そ

こ

に
見

ら
れ

る
価
値

観

は
古

典
期

の
そ
れ

と
蓬

庭
が

あ

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

芝
川

、

前

掲
書

二

二
六

ペ
ー

ジ
。

同

=
二
七
-

二

二
八

ペ

ー
ジ
。

こ

の
零

O
も

文
献

学
的

に
難

点

を
孕

む
。
殊

に

一
二
行

量
日
o
⇒
日
8

9
ω
9
ロ
鉾
き

9ひq
o
⇒
の

9
§

蜜

(讐
Φ
)

は

「破

滅
」
、
「
迷

妄
」

の
両
様

に
解
釈

し
得

る
。

前
者

を
採

る

な

ら
ば
、

一
二
行

は
本

文

に
記
し

た
如

き
意

味

と
な

る
。

「
迷
妄

」

な
ら

ば
、

一
ニ
ー

=

二
行

の
趣

旨

は

「
民
衆

が
錯

誤

の
結

果
、
ピ

ッ
タ

コ
ス
を

高
き

地
位

に
即
け

た
。
」

と
相

成

る
。

そ

の
際

、

民
衆

が
そ

れ
だ
け

の
力

量
を

備
え

て

い
た
事

と

な
る
。

何

れ
に

せ
よ

口

卜。
㊤
と
矛
盾

を

来
す
も

の
で
は

な

い
。

芝

川
、
前

掲
書

一
四

一
ペ
ー
ジ

。

マ
ミ
ュ
テ
ィ

レ
ネ

」

一
〇

ペ
ー

ジ
。

の

聞
Q。
8

(㊤
)

刈
゜

ω

「
目
N
㊤
』
㎝
゜

「
ら
N
①
゜

量

目

o
ω
は

国

民

全

体

と

い
う

意

に

重

点

が

置

か

れ

る

事

と

な

る

。

清

永

「
ミ

ュ

テ

ィ

レ
ネ

」

一

一
-

一
ニ

ペ

ー

ジ

。

芝

川

、

前

掲

書

一
四

四

ペ

ー

ジ

。

零

O
に

関

し

て

は

本

章

註

(
7
)
。

評

議

会

を

め

ぐ

っ

て

は

芝

川

、

前

掲

書

一
四

五

ぺ

ー

ジ

。

キ

オ

ス

の
著

名

な

る

評

議

会

げ
o
δ

α
①
日
o
ω
同①

(
ζ

Φ
凶ひq
ひq
ω1】U①
ぐく
同の
堕
○◎
堕
O
堕
トの
ーω
)

は

清

永

説

く

(
一

一
ぺ

ー

ジ

)

如

く

「
平
民

評
議

会
」

で

は
な
く

、

「全

体

の
評
議

会
」

な

る
意

。
d

°
毛
巴
鼠
『
缶

ミ
亀
ミ

き

駐

ミ

N譜
S
§
隔
§

き
ミ

博
田
自

①
巨

箒
痒
Φ
口
○。
卜。
℃
ω
ε
鼠

鋤
暮

δ
㊤
。。
博
㊤
ω
゜
「平

民
評

議

会
」

に
対

し

「貴

族

の
評

議
会

」

が
存
在

し

て

い
た

と
す

る
な

ら
ば

、

そ
れ

は

ギ
リ

シ

ア
語

に
お

い
て
如

何

に
表

現

さ
れ

た

の

で
あ

ろ
う

か

。
げ
o
巳
Φ
巴

ω
8
ζ
餌
辞貯
①
で

あ

ろ
う

か
。

巴

ω
8
す
9
辞ご

の
用
法
を

惟
う

に
、
そ

れ

に
は
驚
倒

せ
ざ

る
を

得

な

い
。

「
ミ

ュ
テ

ィ
レ
ネ
」

五

ペ
ー
ジ
。

芝

川
、

前
掲

書

一
四

六
-

一
四
九

ペ
ー
ジ
。

同

一
五
〇
1

一
五
ニ

ペ
ー
ジ

。

ギ
リ
シ
ア
史

の
批
評
を
め
ぐ

っ
て
仁
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同
九

一
-

九

二
、

一
一
七
-

一
一
八

ペ
ー

ジ
。

「
平

民
」

な

る
呼
称

は
伊
藤

貞

夫

や
清
永

昭

次
等

、

本
邦

に

お
け

る
歴

史
家

の
畳
用

す

る
と

こ

ろ

で
あ

る
が

、
そ

れ

に
し

て
も

そ

こ
に

は
特

別
な

も

の
が
あ

る
。

そ

れ
ら

の
者

は
如

何

な
る

ギ
リ

シ

ア
語

を

以

っ
て

「平

民
」

に
宛

ん
と

す

る

の
で
あ

ろ
う

か
。

α
Φ
日
o
ω
な

の

で
あ

ろ
う

か

。
芝

川
、
前

掲
書

二
〇
1

二

一
ペ
ー

ジ
。

と

こ

ろ
で
、

清
永

に

よ
れ

ば
貴

族
政

ポ

リ

ス
に

お

い
て

は

「少

数

の
貴

族

が
多
数

の
平

民
を

あ
ら

ゆ

る
面

に
わ

た

っ
て
支
配

し

た
。
」

(
「
貴
族

政

の
発

展
と

借
主

政

の

出

現
」

四
六

一
ぺ
ー
ジ

)
他

面
、

土
地

所
有

に
お
け

る
較

差

は
小
と

な
す

。
貴

族

と
錐

も
平

民
た

る
中

小
農

民

の
二
、

三
倍

の
土
地

を
所

有
す

る
に
過

ぎ

ぬ
者
も

僅
少

と

は

せ
ず

(例
え

ば

同

四
七

ニ
ペ
ー

ジ
)
。

ま
た

、
貴

族

の
数

は
相

対
的

に
大

な
り

と
も

な

す

(同

四
七

五

ペ
ー
ジ

註

(12
)
)
。

中

小
農

民

は
身

分

的

に
は
自

由

で
あ

り
、

小

土
地

所
有

を

広
汎

に
維

持

し

て

い
た
と

い
う

(
「
古
典

古

代

に
お
け

る
貴

族

の
特

質
ー

ギ

リ

シ

ア

・
ポ

リ

ス
社
会

1

」
、

『歴
史

教

育
』

一

一
-

八

、

一
九

六
三
年

、

一

ニ
ー

=

ニ
ペ
ー

ジ
)
。

こ
れ

で
は
貴

族

と

い

っ
て
も

相
対

的
富

裕

者
、

富

農
層

に
過

ぎ

な

い

で
は
な

い
か
。
清

永

は
自

ら

の
主

張
を

自

ら
否
定

す

る

の
で
あ

る
。

こ

れ
ら

の
点

、
今

少

し
思
考

を

巡
ら
す

べ
き

で
な

い
か
。

贅

言

な
が

ら
、
古

山

正
人

(弓

削
達

、
伊

藤
貞

夫

編

『
ギ

リ
シ

ア
と

ロ
ー

マ
』

四
章

一
節

、
河

出
書

房

、

一
九

八

八
年

、

一
五
八
-

一
五
九

ペ
ー
ジ
)

も
類

似

の
論

を

立

て
る
。

惟
う

に
、

こ
れ
も

自
家

撞
着

に
想

到

し
な

い
の
で
あ

ろ
う

。
奇

異

に
堪

え

ぬ
次
第

で
は
あ

る
。

『
史
学

雑
誌

』

九

〇
編

、

三
〇

三

ペ
ー
ジ

。

な
お

、
本

章

に
お

い
て
伊
藤

貞

夫

や
更

に

は
村

川
堅

太
郎

と

い

っ
た

「
旧

世
代

」

に
よ

る
批

評
を

も

論
述

の
対
象

と
な

す

の

は
以

下

の
理
由

に
基

く

。
古

山
正

人
、

中
村

純
な

ど

の
評
言

が

、
究

寛
す

る
と

こ
ろ
、

そ
れ

ら

に
よ

る
も

の
と
同

一
に
帰
着

す

る
が
故

で
あ

る
。

こ

の
点

、
村

川

堅
太

郎

が
範

型
を

提
供

し
た

の
か
も
し

れ
な

い
。

別

「
ミ

ュ
テ

ィ
レ
ネ
」

四
-

六

ペ
ー

ジ
。

幅

ペ

ン
テ

ィ
リ
ダ

イ

の
支
配

は
ギ

リ

シ

ア
語

に

て
は

呂

ひq
9。
8
三
9。

(寡
頭

政
)

で
あ

ろ
う

。
芝

川

、
前

掲
書

一
六

ニ
ペ
ー

ジ
註

(鵬
)
。

ア
ル
ケ

ア

ナ
ク

テ
ィ

ダ
イ

や
ク

レ

ア

ナ

ク

テ

ィ
ダ
イ

に

つ
い
て
詳

細

は
不
明

。

芝
川

、

同

一
六

ニ

ペ
ー
ジ

註

(221
)
。

ミ

ュ
ル

シ

ロ
ス
と

ク

レ

ア
ナ

ク
テ

ィ
ダ

イ
、
ピ

ッ
タ

コ
ス
と

ア

ル
ケ

ァ
ナ

ク

テ
ィ
ダ

イ

と

の
関
係

を

め
ぐ

っ
て

は
同

一
五
九

ペ
ー
ジ
註

(
85
)
、
ま

た

一
五
三

ペ
ー
ジ
註

(11
)
。

「
ミ

ュ
テ

ィ
レ
ネ
」

六
-

七

ペ
ー

ジ
。

同

七

ペ
ー
ジ

。

芝

川

「
コ
リ

ン
ト

ス
の
借

主

政
」

三
八
-

三
九

ペ
ー
ジ

。

ミ

ュ
ル
シ

ロ

ス
の
家

格

は
本
章

註

(25
)
。

「
ミ

ュ
テ

ィ
レ
ネ
」

七
-

一
三

ペ
ー
ジ
。

こ

の
点

は

ソ

ロ
ン
、

テ
オ
グ

ニ
ス
か
ら
も

困

難
。

芝

川
、
前

掲
書

二
二
五

ペ
ー

ジ
並

び
に
註

(
11
)
。

「
ミ

ュ
テ
ィ

レ
ネ
」

一
六

ペ
ー
ジ
。

≧

°き

N°
昌
卜○
刈
ら
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O
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H
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H
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Ω
8
『ρ

b
ミ

轟
き
義

【【
°
①
①
゜

芝

川

「
コ
リ

ン
ト

ス
の
借
主

政
」

四

三

ペ
ー
ジ

。

本

章

ニ

ペ
ー
ジ
。

古

期

に
お

け

る

ミ

ュ
テ
ィ

レ
ネ

の
政
体

は
寡

頭
政

と

目
さ

る

べ
き

で
あ

っ
た

(註

(25
)
)
。
ピ

ッ
タ

コ

ス
退

隠
後

、

四

二
八
年

に
至

る
迄

は
概

ね
穏

健

な

る
寡
頭

政

が
布

か

れ

て

い
た

の
で
あ

ろ
う

か

(芝

川

、
前
掲

書

一
五
八

ペ
ー
ジ

註

(73
)
)
。
然

ら
ば

、
様

々

の
独

裁
者

は

こ

の
町

に
社

会
的

、

政
治

的
変

革
を

将
来

し

た

の
で
あ

ろ
う

か
。

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス

(き

ト
一
N
刈
ら
び
目
○O
l一
㊤
)

に

よ
れ
ば

ピ

ッ
タ

コ
ス
は
国
制

を
変

革

し
な

か

っ
た
。
o
h
U
δ
α
゜
Q。
ξ

U
(
」

H
ご
oり
叶雷
ぴ
o
戸

×
日

』
°
。。
脚
∪
凶o
ひq
°
蜜

①
雰
』

誤

゜
ピ

ッ

タ

コ
ス
は
故

国

に
平
和

と
秩

序
を

回
復

し

た
者

と
観

ず

べ
き

で
あ

ろ
う
。

コ
リ

ン
ト

ス
と

ア

テ
ナ
イ

に
お

け

る
借

主

政

の
歴
史

的
役

割
を

め

ぐ

っ
て
は

、
芝

川

「
コ
リ

ン

ト

ス

の
借

主

政
」

五
〇

ペ
ー

ジ
、

「
ペ
イ

シ

ス
ト

ラ
ト

ス

の
借
主

政

」

一
〇

ニ

ペ
ー
ジ
。

「
ペ
リ

ア
ン
ド

ロ
ス
」

三

ペ
ー
ジ

。

『史

学

雑
誌
』

七

四
編

、

一
二
八

ペ
ー
ジ
。

=
Φ
轟
o団
9

汀

日
ぴ
゜
穿

§
ぎ

ト
N
g
Z
貯
o
鼠
o
ρ
聞
㎝
○◎
」
°

「
ペ
リ

ア
ン
ド

ロ
ス
」

三

ペ
ー
ジ

。

O
h
O
°
霊
8
「
9

勺
曾
凶き
時
Φ
Φ
二

「凶巨
Φ
「岳
o
口
o
昌
血
げ
o
ρ
目
曾
凶『
α
①
ω
Φ
ω
ユ
薯
①
ρ
』
ミ

◎
譜

蝋ミ
⇔
譜

§
ミ
鳳
ミ
吻ミ
鄭

冒

ら
惹
、鳴
ミ

ミ

O
惹
ミ

專

ミ
ミ
鑓

鳴
昏
§
ミ
寒

ミ
鴨
ミ
♪

℃
p
二
ω

目
㊤
・。
亡

。。
。。
・

ω

清

永

(
一
一
ペ
ー
ジ

註

(
29
)
)

は

ベ

ロ
ッ
ホ

(閉

』
」
W
g
o
o
戸

O
、
§

ミ
題
ミ

O
鳴恕
ミ
ら
ミ
鴨
【。。
ど

Q。
貫
霧
の
び
霞

αq
昌㊤
一
ト。
b

謡

)
を

援
用

し

つ
つ
、

大
商

工
業

者

の
使
用

奴
隷

は

ω

六
、

七
名

以
上

程
度

、
中

小
業

者

は
奴
隷

を
有

さ

ぬ
か
、

二
、

三
名

所
有

す

る
程
度

と
言

う
。

そ
れ

に
し

て
も

こ
れ

は
悠

長

な
方

策

で
は
あ

る
。

コ
リ

ン
ト

ス

の
産

業
と

し

て

は
製
陶

業

の
他

に
香

料

製
造

、
金

属

加

工
、

織
物

業
、

建
築

材

料

そ

の
他

が
算
え

ら

れ

る
。
定

量

的
分

析

の
試

み
も

な

さ

れ
る
。

然

る

に
、

経

営

規

模

の
推

窮

は

困

難

を

極

め

る

。

9

旨

UU
°
Qっ
9。巨

o
戸

ミ
魯

、§

9

、蝋ミ
ミ
℃
O
昏

a

目
㊤
。。♪

お

ト。
藁

O
P
昌
O
目
他

。

註

(
45
)

に
お
け

る

ベ

ロ

ッ
ホ

の
推

計

は
信

を
置
く

能

わ
ざ

る
も

の
で
あ
る

。

「
ペ
リ

ア

ン
ド

ロ
ス
」

五
-

六

ペ
ー
ジ

。

『史

学
雑

誌
』

七

四
編

、

一
二
八

ペ

ー
ジ
。

「
ペ
リ

ア

ン
ド

ロ
ス
」

六
-

八

ぺ
ー
ジ
。

O
h
霊
$
a

鴇
愚
゜
9
魅
お

一
゜

『史

学

雑
誌
』

九

八
編

、
九

一
九

ペ
ー
ジ
。

『史

学

雑
誌
』

一
〇
〇

編
、

九

一
七

ペ
ー
ジ

。

即

勺
゜
冨

ひq
o
P

§

ミ

」
誓
曽
8

き

α
ぎ

昌
α
o
口

お

○。
H

>
°
O
『凶曲
戸

盟

電
§

鴇
O
×
8
a

一
㊤
○。
P

ギ
リ
シ
ア
史

の
批
評
を
め
ぐ

っ
て
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