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○
序
論

二
〇
一
一
年
に
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
理
論
研
究
に
お
い
て
久
方
振
り
に
刺
激
的
な
論
説
が
登
場
し
た
。
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ク
・
ラ

ヴ
ェ
ッ
ト
に
よ
る
「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
法
の
支
配
（
1
）

」
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
一
九
九
八
年
の
Ｇ
・
バ
ー
ジ
ェ
ス
著
「
政
体
の
平
和
の
回
復

（
コ
モ
ン
ロ
ー
の
危
機
に
対
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ハ
リ
ン
ト
ン
の
応
答
）」
と
Ｊ
・
Ｃ
・
デ
ー
ヴ
ィ
ス
著
「
不
平
等
な
共
和
国
に
お
け
る
平
等
（
ハ
リ

ン
ト
ン
の
共
和
主
義
と
平
等
の
意
味
（
2
）

）」
と
い
っ
た
優
れ
た
、
論
文
以
来
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
思
想
に
お
け
る
基
盤
的
問
題
を
扱
う
か
ら
で

あ
る
。
彼
の
論
文
は
、
自
ら
の
大
胆
な
問
題
提
起
に
し
て
自
ら
の
主
張
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
論
文
は
、
ま
ず
自
ら
の
論
理
を
簡
明
に
示
す
。
そ
れ
は
、
ほ
ぼ
ハ
リ
ン
ト
ン
の
全
て
の
読
者
が
「
財
産
（property

）
が
統
治
の

基
礎
で
あ
る
」
と
言
い
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
理
論
が
政
治
思
想
へ
の
彼
の
中
心
的
に
し
て
最
も
耐
久
力
を
も
つ
貢
献
で
あ
る
と
解
釈
す
る
（
3
）

と

い
う
要
点
か
ら
始
め
る
。
彼
は
、
こ
こ
で
ハ
リ
ン
ト
ン
が
政
治
理
論
分
野
に
お
い
て
財
産
権
の
重
要
性
を
強
調
す
る
位
置
づ
け
を
確
認
す

る
。
続
い
て
ラ
ヴ
ェ
ッ
ト
は
、
最
も
広
範
な
ハ
リ
ン
ト
ン
研
究
の
大
部
分
が
、
こ
の
標
準
的
読
解
の
中
で
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
例

え
ば
、「
彼
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
史
の
経
済
学
的
解
釈
の
正
確
さ
と
奥
深
さ
、
或
い
は
彼
の
政
治
制
度
の
機
構
的
説
明

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

が
市
民
的
有
徳
の
共

和
主
義
的
説
明
に
取
っ
て
代
っ
た
範
囲
と
い
っ
た
、
派
生
的
争
点
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
（
4
）

」
と
し
て
、
従
来
の
ハ
リ
ン
ト
ン
研
究
の
問
題

点
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
そ
う
し
た
も
の
が
、
そ
の
中
核
的
論
点
な
い
し
問
題
点
﹇
例
え
ば
、
法
の
支
配
﹈
を
避
け
て
い
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
れ
を
「
未
完
」
と
し
て
表
現
す
る
。
し
か
し
彼
は
、「
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
自
ら
の
主
要
な

反
対
者
と
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
を
選
択
す
べ
き
理
由
に
つ
い
て
こ
の
読
解
に
お
い
て
当
惑
さ
せ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
確
か
に
彼
は
、
そ
の

法
の
支
配
に
つ
い
て
バ
ー
ジ
ェ
ス
ら
の
前
記
の
論
文
の
長
所
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
、
自
ら
「
そ
の
標
準
﹇
通
説
﹈
的
読
解
の
不
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完
全
さ
を
例
示
す
る
た
め
に
、『
オ
シ
ア
ナ
』
の
比
較
的
無
視
さ
れ
た
局
面
を
検
討
す
る
（
5
）

」
と
主
張
す
る
。

ラ
ヴ
ェ
ッ
ト
は
、
こ
う
し
て
彼
の
先
行
研
究
に
対
す
る
長
所
と
短
所
を
示
し
つ
つ
、
自
ら
の
「
法
の
支
配
」
論
を
展
開
す
る
こ
と
と
な

る
。
彼
は
、
そ
う
し
た
中
で
ハ
リ
ン
ト
ン
の
「
古
代
の
知
恵
」
と
「
近
代
の
知
恵
」
の
解
釈
の
不
十
分
性
を
指
摘
す
る
部
分
も
列
挙
す
る
。

そ
れ
は
例
え
ば
、
あ
る
研
究
が
誤
っ
て
「
古
代
の
知
恵
を
混
合
政
体
と
同
一
視
し
、
近
代
の
知
恵
を
封
建
主
義
と
同
一
視
」
す
る
（
6
）

と
い
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
提
起
を
真
摯
に
受
け
と
め
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
二
つ
の
統
治
原
理
論
に
お
け
る
「
知
恵
」
解
釈
を
整
理
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
本
稿
は
、
ま
ず
そ
の
ラ
ヴ
ェ
ッ
ト
の
通
説
批
判
に
そ
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
基
礎
概
念
で
あ

る
「
法
の
支
配
と
主
権
」
を
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
理
論
の
文
脈
な
い
し
前
提
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
前

提
と
し
て
、
彼
の
理
論
枠
組
み
と
し
て
の
「
古
代
の
知
恵
」
と
「
近
代
の
知
恵
」
を
検
討
す
る
。

（
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tu
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わ
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第
一
節　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
の
前
提
と
し
て
の
法
の
支
配
と
主
権

法
の
支
配
論
は
、
周
知
の
如
く
イ
ギ
リ
ス
の
立
憲
制
の
議
会
主
権
と
と
も
に
二
大
原
理
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、

一
般
に
い
か
な
る
権
力
も
法
に
含
ま
れ
た
手
続
き
、
原
理
、
及
び
制
限
に
よ
る
こ
と
を
除
き
、
行
使
し
得
ぬ
統
治
形
態
な
ど
で
あ
る
こ
と

を
含
意
す
る
。
こ
れ
は
、
近
代
の
国
家
権
力
か
ら
の
市
民
的
自
由
の
基
本
と
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
の
一
つ
と
関
わ
る
。
と
は
い
え
こ
こ
で

の
一
七
世
紀
の
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ハ
リ
ン
ト
ン
ら
の
議
論
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
と
も
関
連
す
る
が
、
権
力
の
集
中
を
含
意
す
る
近
代
国
家

の
主
権
権
力
の
形
成
状
況
を
背
景
と
す
る
。
従
っ
て
法
の
支
配
は
、
そ
の
国
家
の
物
理
的
強
制
力
に
関
わ
る
事
項
も
そ
の
文
脈
と
し
て
存

在
す
る
こ
と
を
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ゆ
え
に
法
を
形
成
し
か
つ
修
正
す
る
の
は
国
家
政
府
で
あ
る
如
く
、
裁
判
官
を
任
免
す
る
も

の
は
、
国
家
政
府
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
わ
れ
わ
れ
は
、
本
節
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
の
文
脈
な
い
し
前
提
と
し
て
の
法
の
支
配
と
主
権
を
示
す
こ

と
と
な
る
。
本
節
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
主
権
論
者
に
し
て
法
の
支
配
論
者
で
あ
る
と
い
う
仮
説
の
下
で
論
を
進
め
る
。
確
か
に
ハ
リ
ン
ト

ン
は
、
法
の
支
配
（rule of law

）
に
つ
い
て
そ
の
文
字
通
り
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
文
章
な
ど
少
な
い
。
し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン

は
そ
の
『
オ
シ
ア
ナ
（
共
和
国
）』
に
お
い
て
「
共
和
国
の
自
由
は
、
そ
の
法
の
支
配
（em

pire

）
か
ら
な
り
、
そ
の
欠
如
は
共
和
国
の
僭

主
の
強
欲
へ
と
移
り
、
こ
れ
を
裏
切
っ
て
し
ま
お
う
（
1
）

」
と
主
張
し
、
そ
の
共
和
制
下
に
お
け
る
市
民
の
自
由
の
基
本
に
そ
れ
を
据
え
て
い
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る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
法
の
支
配
が
本
稿
の
主
題
で
あ
る
彼
の
統
治
原
理
を
支
え
る
基
盤
を
構
成
す
る
と
み
な
す
も
の
で
あ
る
。

本
節
は
、
ま
ず
そ
れ
を
ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
権
及
び
主
権
的
﹇
法
的
﹈
終
結
と
の
関
連
で
捉
え
、
か
つ
彼
の
主
著
の
文
脈
の
中
で
確
認
し
よ

う
と
す
る
。

周
知
の
如
く
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
オ
シ
ア
ナ
』
の
刊
行
目
的
は
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
の
君
主
制
が
崩
壊
し
た
理
由
を
説
明
し
、
か
つ
特
に

よ
り
適
切
な
政
体
が
そ
の
地
位
の
構
成
を
可
能
に
す
る
原
理
を
置
く
た
め
で
あ
っ
た
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
れ
ら
の
任
務
を
遂
行
す
る
と

き
、
ホ
ッ
ブ
ズ
及
び
立
憲
主
義
的
王
政
主
義
者
達
と
同
様
な
主
権
的
終
結
﹇
決
定
﹈
及
び
法
の
支
配
の
上
に
構
築
す
る
よ
う
に
進
め
る
。

確
か
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
全
て
が
類
似
な
そ
れ
ら
の
基
礎
の
上
に
構
成
し
た
か
も
し
れ
ぬ
。
し
か
し
結
果
と
し
て
そ
の
構
造
は
、
相
互
に
全

く
異
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
幾
つ
か
の
価
値
﹇
例
え
ば
、
法
の
支
配
や
平
和
の
維
持
﹈
を
共
有
し
た
が
、
特

定
の
理
論
（
例
え
ば
、
共
和
主
義
）
を
共
有
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
2
）

。

わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
権
観
か
ら
措
定
し
て
い
く
。

確
か
に
彼
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
如
く
主
権
論
者
で
あ
っ
た
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
明
確
に
ホ
ッ
ブ
ズ
を
評
価
し
た
。
だ
が
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、

主
権
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
を
示
す
必
要
な
法
学
用
語
へ
と
、
自
ら
の
平
等
な
共
和
国
の
定
義
を
変
換
す
る
努
力
を
ホ
ッ
ブ
ズ
の
主
権
論
の

如
く
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
主
権
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
そ
の
『
立
法
の
技
術
（T

h
e A

rt of L
aw

givin
g

）』
で
、「
究
極
的
結
果
が
存
在

す
る
と
こ
ろ
で
、
主
権
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
誰
が
疑
う
の
か
。
そ
し
て
オ
シ
ア
ナ
の
究
極
的
結
果
は
、
民
会
な
い
し
代
議
院
に

あ
る
（
3
）

」
と
。
さ
ら
に
彼
は
『
政
治
の
体
系
（A

 S
ystem

 of P
olitics

）』
の
司
法
部
門
形
態
に
関
す
る
章
で
「
自
由
裁
量
的
権
限
は
、
法
に

従
っ
て
、
三
種
か
ら
な
り
、
法
形
成
、
法
の
変
更
、
法
の
廃
止
、
或
い
は
法
解
釈
か
ら
な
り
、
そ
れ
は
主
権
権
力
に
属
す
る
（
4
）

」
と
も
述
べ



一
九
八

た
。
こ
れ
は
ハ
リ
ン
ト
ン
の
明
確
な
主
権
言
説
で
あ
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
の
理
想
の
共
和
制
は
、
周
知
の
如
く
、
上
部
構
造
な
い
し
三
水
準
（
討
議
し
提
案
す
る
「
元
老
院
」、
決
議
す
る
「
民
会
」、
及

び
市
民
選
挙
を
通
じ
て
の
公
職
輪
番
制
の
「
統
治
官
部
」）
を
表
わ
す
こ
と
に
よ
る
、
平
等
な
農
地
法

・

・

・

・

・

・

に
基
づ
く
統
治
政
体
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に

ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
権
は
、
そ
の
全
体
の
活
動
な
い
し
国
民
﹇
市
民
﹈
全
体
に
含
む
こ
と
と
な
る
。
と
は
い
え
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
自
ら
の
マ

シ
ュ
ー
・
レ
ン
（M

.W
ren

）
と
の
議
論
で
主
権
が
多
数
者
（
民
会
な
い
し
代
議
院
）
に
あ
り
、
元
老
院
に
な
い
く
ら
い
ま
で
近
く
な
る
（
5
）

。
し

か
し
な
が
ら
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
権
原
理
へ
の
傾
向
は
、
そ
れ
が
次
の
自
ら
の
基
礎
で
あ
る
主
権
的
終
結
（closure

）
原
理
の
評
価
の
基

盤
を
置
く
。

わ
れ
わ
れ
は
、
引
き
続
き
ハ
リ
ン
ト
ン
の
そ
の
終
結
事
項
へ
と
移
る
。

確
か
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
古
来
の
立
憲
制
を
信
じ
て
い
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
当
時
の
行
き
渡
る
理
論
で
あ
る
そ
れ
が
も
つ
失
敗
な
い

し
そ
の
試
み
の
限
界
を
示
す
た
め
に
、
あ
る
程
度
の
理
解
も
表
わ
す
。
例
え
ば
、
彼
は
そ
の
『
政
治
的
格
言
（A

ph
orism

s P
olitical

）』

に
お
い
て
「
イ
ギ
リ
ス
の
君
主
制
は
、
武
力
に
よ
る
よ
り
も
法
に
よ
る
統
治
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
不
完
全
な
い
し
有
効
で
な
い

法
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
6
）

」
と
も
い
っ
た
。
さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
特
に
護
国
卿
制
統
治
が
武
力
に
よ
る
統
治
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

『
格
言
』
に
よ
れ
ば
、「
法
に
よ
る
統
治
と
武
力
に
よ
る
統
治
の
相
違
を
感
じ
た
、
国
民
﹇
市
民
﹈
は
い
つ
も
法
に
よ
る
統
治
を
望
み
、
武

力
に
よ
る
統
治
を
嫌
う
だ
ろ
う
（
7
）

」
と
い
っ
た
法
に
よ
る
支
配
観
を
と
っ
て
い
た
。
確
か
に
用
語
上
法
に
よ
る
統
治
と
法
の
支
配
は
異
な
る

が
、
人
の
支
配
で
な
い
こ
と
や
、
恣
意
的
支
配
﹇
武
力
に
よ
る
も
の
で
な
い
な
ど
も
含
む
﹈
で
な
い
と
い
う
意
味
な
ど
で
内
容
上
同
じ
で

あ
り
、
本
稿
で
も
そ
れ
に
従
う
こ
と
と
す
る
。
Ｇ
・
バ
ー
ジ
ェ
ス
が
論
じ
る
如
く
、
古
来
の
立
憲
制
は
、
不
安
定
な
統
治
で
あ
っ
た
が
、

人
々
の
た
め
の
平
和
維
持
の
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
人
々
が
直
面
し
た
任
務
は
、
安
定
し
た
法
の
統
治
が
存
在
し
得
る
平
和
な
政
体
に
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一
九
九

基
づ
き
、
か
つ
そ
れ
に
基
づ
き
直
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
。
故
に
ハ
リ
ン
ト
ン
の
政
治
思
想
は
、
こ
う
し
た
目
的
へ
と
向
け
ら
れ
た
の

で
あ
る
（
8
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
権
的
終
結
論
理
は
、
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
の
『
国
民
協
約
（A

greem
en

t of th
e P

eople

）』
の
注
釈
で
強
調
的
に
主
張
さ
れ

た
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、『
国
民
協
約
』
が
至
高
な
代
表
な
い
し
議
会
の
立
法
権
か
ら
幾
つ
か
の
事
項
を
保
留
し
た
と
説
く
。
彼
は
、
そ
の

『
協
約
』
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
代
表
者
達
が
幾
つ
か
の
こ
と
で
「
そ
の
民
会
が
武
力
で
彼
ら
に
抵
抗
し
得
る
こ
と
を
除
き
、
主
権
権
力
を

も
つ
（
9
）

」
と
い
う
。
さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
注
釈
し
た
。

「
そ
の
第
一
は
矛
盾
で
あ
り
、
次
は
あ
か
ら
さ
ま
な
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
る
。
主
権
権
力
が
君
主
制
自
体
に
お
け
る
ほ
ど
全
体
的
に
し
て

絶
対
的
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
、
結
局
統
治
な
ど
あ
り
得
な
い
。
共
和
国
の
大
義
で
あ
る
の
は
主
権
権
力
の
制
限
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な

諸
階
級
の
均
衡
な
い
し
気
構
え
（libration or pose of orders

）
で
あ
る
。
即
ち
、
統
治
を
侵
略
し
た
り
、
或
い
は
権
力
を
も
ち
得
る
利
益

を
有
す
る
、
人
々
の
数
に
お
い
て
同
じ
で
あ
り
得
ず
、
か
つ
そ
う
し
た
こ
と
を
な
し
た
り
乱
し
た
り
す
る
利
益
を
も
ち
得
る
権
力
を
も
つ

人
々
の
数
で
も
あ
り
得
ぬ
よ
う
な
﹇
諸
階
級
の
均
衡
な
い
し
気
構
え
で
あ
る
﹈。
共
和
国
の
階
級
が
こ
の
格
言
（
そ
の
う
ち
の
レ
ヴ
ェ
ラ
ー

ズ
の
こ
れ
は
、
何
も
も
た
ぬ
）
へ
と
近
づ
い
た
り
、
或
い
は
離
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
諸
階
級
は
よ
り
単
調
で
あ
る
か
或
い
は
混
乱
で
あ
る
（
10
）

」。

と
は
い
え
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、「
民
主
制
的
権
力
（popular pow

er

）」
を
支
持
し
た
一
点
に
お
い
て
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
と
一
致
し
た
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
う
し
た
立
場
が
「
内
戦
の
種
」
を
ま
く
こ
と
を
否
定
し
た
。
彼
は
そ
の
代
わ
り
に
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。

「
自
然
の
方
式
は
平
和
を
必
要
と
す
る
。
平
和
の
方
式
は
、
法
へ
の
服
従
を
必
要
と
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
法
は
、
議
会
に
よ
る
以
外
に
形

成
し
得
ぬ
。
イ
ギ
リ
ス
議
会
は
、
完
全
に
民
会
（
国
民
代
表
議
会
）
と
な
る
。
民
会
で
形
成
さ
れ
た
法
は
、
時
に
は
恐
れ
得
る
し
、
或
い

は
だ
ま
し
得
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
民
の
（popular

）
法
の
総
計
は
共
和
国
に
達
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
11
）

」。



二
〇
〇

こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
と
レ
ヴ
ェ
ラ
ー
ズ
に
お
け
る
広
義
の
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
な
（
普
通
選
挙
制
以
前
の
民
衆
が

国
家
の
最
終
的
意
思
決
定
者
で
あ
る
と
い
う
思
想
）
世
界
観
を
共
有
し
て
い
る
と
み
な
す
。
こ
れ
は
、
最
終
的
決
定
権
が
国
民
な
い
し
民
衆
に

あ
る
と
い
う
「
広
義
の
民
主
制
」
な
い
し
「
思
想
と
し
て
の
民
主
主
義
」
と
同
じ
内
容
を
示
す
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
民
衆
に

国
家
的
権
威
の
基
盤
を
置
く
ウ
ィ
ッ
グ
の
思
想
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
王
権
神
授
説
に
対
抗
す
る
王

政
復
古
後
期
の
ヘ
ン
リ
ー
・
ネ
ヴ
ィ
ル
に
つ
な
が
る
思
想
傾
向
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
12
）

。

と
は
い
え
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
共
和
主
義
者
と
し
て
通
常
的
で
な
い
抵
抗
権
の
関
与
を
拒
否
す
る
。
こ
れ
は
、
ネ
ヴ
ィ
ル
と
同
様
に
そ
の

ウ
ィ
ッ
グ
的
思
想
傾
向
の
う
ち
の
一
つ
の
要
素
と
も
異
な
る
側
面
で
も
あ
る
。
か
く
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
抵
抗
と
暴
力
は
、
避
け
る
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
法
の
支
配
・
主
権
的
終
結
・
及
び
平
和
の
維
持
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
憲
法
構
造

・

・

・

・

を

生
み
だ
す
こ
と
に
関
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
立
憲
主
義
的
王
政
主
義
者
や
ホ
ッ
ブ
ズ
ら
と
と
も
に
基
本
的
な
理
念
類
型
を
共
有
す
る
。

バ
ー
ジ
ェ
ス
に
よ
れ
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
次
の
よ
う
に
驚
い
た
よ
う
に
、
多
く
の
立
憲
主
義
的
王
政
主
義
者
達
の
如
く
か
く
し
て
思
え

さ
え
で
き
よ
う
。
即
ち
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
王
座
は
、
正
し
い
基
礎
の
上
に
比
例
的
な
農
地
法
に
よ
っ
て
自
ら
の
足
を
固
定
す
る
た
ん
な
る

欠
如
を
通
じ
て

﹇
そ
れ
が
﹈
地
上
全
体
に
対
す
る
驚
き
の
見
世
物
で
あ
る
如
き
恐
怖
を
も
つ
に
至
っ
た
」
こ
と
を
嘆
く
が
、「
世
界

が
知
っ
て
い
る
人
々
の
自
由
に
最
も
寛
大
で
﹇
あ
っ
た
﹈
し
、
そ
の
自
由
に
つ
い
て
き
わ
め
て
多
年
に
わ
た
っ
て
最
も
侵
略
的
で
な
か
っ

た
（
13
）

」﹇
こ
と
に
驚
く
ご
と
く
﹈。
し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
古
来
の
立
憲
制
が
精
々
の
と
こ
ろ
自
由
に
役
立
っ
た
と
し
て
も
、
時
代
の
盛
衰

や
社
会
的
衰
退
に
よ
っ
て
台
無
し
に
さ
れ
た
と
そ
れ
を
み
な
し
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
ハ
リ
ン
ト
ン
の
主
権
論
と
前
出
の
ラ
ヴ
ェ
ッ
ト
の
法
の
支
配
論
と
と
も
に
こ
れ
ら
を
、
そ
の
文
脈
と
し
て
結
論
づ
け

て
み
よ
う
。
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二
〇
一

ハ
リ
ン
ト
ン
が
『
オ
シ
ア
ナ
』
の
議
論
を
枠
づ
け
る
の
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
る
法
の
支
配
﹇「
幻
想
」
説
﹈
批
判
に
対
し
て
、
そ
れ
が

単
に
幻
想
で
あ
る
ば
か
り
で
な
い
こ
と
を
示
す
問
題
で
あ
り
、
か
く
し
て
共
和
主
義
的
自
由
（
恣
意
的
支
配
か
ら
の
あ
る
種
の
独
立
）
は
、

不
可
能
で
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
国
モ
デ
ル
が
法
の
支
配
の
可
能
な
る
実
現
﹇
か
つ
ゆ
え
に
共
和
主
義
的
自
由
﹈
を

例
示
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ひ
と
た
び
適
切
に
制
度
化
さ
れ
る
と
、
こ
の
遂
行
の
可
能
な
る
安
定
も
例
示
す
る
と
想
定
で
き
る
（
14
）

。

（
1
） Jam

es H
arrington, C

om
m

on
w

ealth
 of O

cean
a, J.G

.A
.P
ocock, ed., P

olitical W
orks of Jam

es H
arrin

gton, 1977, p.130; 

F
.L
ovett, ‘H

arrington’s E
m
pire of L

aw
’, 2011, p.61.

（
2
） G

.B
urgess, op.cit., p.220.

（
3
） J.H

arrington, A
rt of P

olitics, J.G
.A
.P
ocock, ed,. op.cit., p.695; G

.B
urgess, ibid., p.221.

（
4
） J.H

arrington, S
ystem

 of P
olitics, J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., p.849; G

.B
urgess, ibid.

（
5
） J.H

arrington, A
ph

orism
s P

olitical, J.G
.A
.P
ocock, ed., ibid., p.762; G

.B
urgess, ibid.

（
6
） J.H

arrington, T
h

e P
rerogative of P

opu
lar G

overn
m

en
t, P
ocock, ed., ibid., p.425; G

.B
urgess, ibid.

（
7
） J.H

arrington, A
ph

orism
s P

olitical, J.G
.A
.P
ocock, ed., ibid., p.762; G

.B
urgess, ibid. p.222.

（
8
） G

.B
urgess, ibid.

（
9
） G

.B
urgess, ibid. 

わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
と
『
国
民
協
約
』
に
つ
い
て
拙
稿
前
掲
で
論
及
し
た
。

（
10
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., pp.657-658; G

.B
urgess, ibid.

（
11
） J.G
.A
.P
ocock, ed., ibid., p.660; G

.B
urgess., ibid.

（
12
） 

ウ
ィ
ッ
グ
的
思
想
傾
向
や
ヘ
ン
リ
ー
・
ネ
ヴ
ィ
ル
に
つ
い
て
、
拙
著
『
ネ
ヴ
ィ
ル
の
共
和
主
義
的
政
体
思
想
研
究

│
そ
の
『
プ
ラ
ト
ン
再

生
』
を
中
心
に

│
』（
三
和
書
籍
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
13
） J.H

arrington, T
h

e C
om

m
on

w
ealth

 of O
cean

a, J.G
.A
.P
ocock, ed., p.235; G

.B
urgess, p.223.



二
〇
二

（
14
） 

例
え
ば
、F

.L
ovett, ‘H

arrington’s E
m
pire of L

aw
’, pp.64-65, etc.

本
節
で
は
、
法
の
支
配
論
に
重
点
を
お
く
ゆ
え
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
法
を
適
用
し
か
つ
解
釈
す
る
機
関
を
担
う
裁
判
所
に
つ
い
て
一
言
付
け
加
え
る
必

要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
評
価
す
る
解
説
で
補
足
と
し
た
い
。
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
司
法
部
項
に
お
い
て
、「『
政
治

の
体
系
（A

 S
ystem

 of P
olitics

）』
と
い
う
王
政
復
古
後
す
ぐ
に
多
分
書
か
れ
た
著
作
で
法
の
適
用

・

・

・

・

と
連
想
さ
れ
た
、
一
般
原
理
に
関
す
る
最
も
簡
潔

に
し
て
鋭
い
説
明
を
与
え
た
」
と
い
う
。
さ
ら
に
彼
は
、「
わ
れ
わ
れ
が
期
待
し
得
る
如
く
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
よ
う
に
法
全
て
が
一
立
法
者

に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
、
本
質
的
に
制
定
法

・

・

・

で
あ
る
と
信
じ
た
」
と
説
く
。
バ
ー
ジ
ェ
ス
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
司
法
部
に
よ
る
恣
意
的
権
力
よ
り
も
主
権

機
関
と
し
て
の
民
会
や
国
民
﹇
市
民
﹈
的
要
素
﹇
こ
こ
で
は
陪
審
制
な
ど
も
あ
げ
て
い
る
﹈
を
多
く
も
つ
も
の
に
よ
る
法
の
支
配

・

・

・

・

を
強
調
す
る
と
い
う
。

従
っ
て
彼
は
、
次
の
よ
う
に
そ
れ
に
関
連
し
た
項
を
結
ぶ
。「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
司
法
制
度
の
説
明
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
今
ま
で
馴
染
み
な
特
徴

（
主
権
的
終
結
及
び
法
の
支
配
﹇
即
ち
、
適
法
過
程
に
よ
る
裁
判
で
あ
る
が
、
恣
意
的
権
力
の
移
り
気
に
よ
ら
ぬ
﹈）
を
か
く
し
て
明
ら
か
に
組
み
合
わ

せ
た
」
と
い
う
。
従
っ
て
「
究
極
的
に
主
権
者
﹇
こ
こ
で
は
民
会
を
意
味
す
る
﹈
は
、
か
く
し
て
秩
序
立
っ
た
法
執
行
﹇
適
用
﹈
を
破
る
こ
と
な
し
に

主
権
的
終
結
を
完
遂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
さ
な
裁
判
所
に
対
し
て
不
満
を
も
つ
人
々
が
訴
え
得
る
最
終
的
な
自
由
裁
量
的

・

・

・

・

・

・

・

・

・

﹇arbitrary

﹈
上
訴

・

・

裁
判
所

・

・

・

を
形
成
し
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（G

.B
urgess, ibid., pp.223-224

）。

第
二
節　

ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
理
論

わ
れ
わ
れ
は
、
前
節
で
ハ
リ
ン
ト
ン
の
文
脈
的
背
景
と
し
て
、
彼
の
法
の
支
配
と
主
権
論
と
を
概
観
し
て
き
た
。
本
節
で
は
わ
れ
わ
れ

の
主
題
で
あ
る
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
を
定
め
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
統
治
原
理
は
、
農
地
法
﹇「
オ
シ
ア
ナ
の
固
有
の
領
土
内
に
あ

り
か
つ
存
在
し
、
か
つ
故
に
そ
の
権
力
が
多
数
者
か
ら
逸
脱
し
得
ぬ
よ
う
な
均
衡
に
お
い
て
、
土
地
財
産
を
述
べ
る
土
地
に
お
け
る
年
二

千
ポ
ン
ド
の
収
入
に
割
り
当
て
ら
れ
る
」
法
﹈
と
公
職
輪
番
制
﹇
九
二
年
版
の
二
三
四
頁
﹈
を
内
包
す
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の



ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
に
関
す
る
一
考
察
（
倉
島
）

二
〇
三

中
で
の
古
代
の
知
恵
と
近
代
の
知
恵
に
焦
点
を
あ
て
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
自
ら
の
政
治
理
論
の
概
観
全
体
を
示
す
『
オ
シ
ア
ナ
（
共
和
国
）』
の
「
序
文
（Introduction

）」
に
お
い
て
そ
の
全

四
部
か
ら
な
る
表
題
を
次
の
よ
う
に
示
す
。

「
一
統
治
原
理
を
示
す
、
序
説
・

・

（T
he P

relim
inaries

）。
二
共
和
国
形
成
の
技
術
を
示
す
、
立
法
者
評
議
会

・

・

・

・

・

・

（C
ouncil of L

egislators

）。

三
こ
う
し
た
技
術
の
効
果
を
示
す
、
オ
シ
ア
ナ
共
和
国

・

・

・

・

・

・

・

﹇
憲
法
﹈
モ
デ
ル
。
四
そ
う
し
た
統
治
の
幾
つ
か
の
結
果
を
示
す
、
論
理
的
帰

・

・

・

・

結・
（
1
）

」。

わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
定
め
よ
う
と
す
る
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
は
、
そ
の
第
一
部
に
主
に
論
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
二
部
﹇
な
い
し

章
﹈
か
ら
な
る
長
い
序
説
を
構
成
す
る
。
彼
は
、
そ
れ
が
自
ら
の
理
想
的
共
和
国
の
基
盤
と
な
る
、
統
治
原
理
を
措
定
す
る
。
ま
ず
ハ
リ

ン
ト
ン
は
、
そ
れ
を
自
ら
の
第
一
序
説
で
、「
ジ
ア
ノ
ッ
テ
ィ
と
い
う
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
最
も
優
れ
た
記
述
者
は
、
二
つ
の
時
代

に
、
一
連
の
統
治
全
体
を
分
け
る
（
2
）

」
と
説
き
起
こ
す
。

ハ
リ
ン
ト
ン
の
現
代
の
決
定
版
と
さ
れ
る
『
ハ
リ
ン
ト
ン
政
治
著
作
集
』
の
編
者
で
あ
る
Ｊ
・
ポ
ー
コ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、

『
著
作
集
』（P

isa, 1819

）
に
お
け
る
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
』
の
著
者
で
あ
る
Ｄ
・
ジ
ア
ノ
ッ
テ
ィ
の
区
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
イ
タ

リ
ア
史
に
適
用
す
る
が
、
統
治
区
分
全
体
で
は
な
い
。
さ
ら
に
上
記
に
続
く
彼
の
著
述
の
思
想
は
、
ほ
ぼ
「
ハ
リ
ン
ト
ン
自
身
の
も
の
（
3
）

」

で
あ
る
と
説
く
。
こ
こ
で
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
早
速
わ
れ
わ
れ
の
問
題
と
す
る
古
代
の
知
恵
と
近
代
の
知
恵
に
関
わ
る
概
念
に
言
及
す
る
。

ロ
ー
マ
の
自
由
が
終
結
す
る
時
代
ま
で
が
、「
古
代
の
知
恵
の

方
向
な
い
し
支
配
（em

pire

）」
で
あ
っ
た
。
最
初
に
、
古
代
イ
ス

ラ
エ
ル
共
和
国
の
構
造
に
お
い
て
神
自
身
に
よ
っ
て
人
間
に
見
出
さ
れ
、
後
で
性
質
上
、
人
間
の
足
跡
か
ら
見
つ
け
ら
れ
、
か
つ
「
ギ
リ

シ
ャ
・
ロ
ー
マ
人
達
全
て
（
4
）

」
に
よ
っ
て
従
わ
れ
た
と
彼
は
説
く
。
こ
こ
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
大
筋
で
古
代
の
知
恵
の
時
代
を
古
代

イ
ス
ラ
エ
ル
・
ギ
リ
シ
ャ
・
及
び
ロ
ー
マ
の
時
代
に
措
定
す
る
。
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ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
も
う
一
方
の
「
近
代
の
知
恵
」
と
い
う
統
治
の
時
代
に
論
を
進
め
る
。
そ
れ
は
、
古
代
の
知
恵
か
ら
近
代
の
知
恵
へ

の
移
行
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
除
き
、
当
時
に
お
い
て
、

「
こ
う
し
た
西
洋
の
諸
地
域
に
お
け
る
さ
ら
に
悪
化
す
る
統
治
の
悪
し
き
特
徴
に
よ
っ
て
世
界
の
様
相
全
体
を
歪
め
た
、
フ
ン
族
・
ゴ
ー

ト
族
・
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
族
・
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
族
・
及
び
サ
ク
ソ
ン
族
の
侵
入
」
に
よ
っ
て
、
市
民
の
自
由
を
根
こ
そ
ぐ
こ
と
で
、「
カ
エ

サ
ル
の
武
力
に
よ
っ
て
」
開
始
す
る
、
も
う
一
方
の
時
代
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
即
ち
、
そ
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
そ
の
浸
透
し
得
ぬ
状

況
に
よ
っ
て
野
蛮
人
達
の
手
を
逃
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
目
を
「
古
代
の
知
恵
」
に
固
定
さ
せ
、
か
つ
自
ら
の
モ
デ
ル
を
超
え
て

さ
え
完
全
の
極
致
に
達
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
（
5
）

。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
こ
で
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
を
か
な
り
高
く
評
価
す
る
論
調
を
示

す
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
『
オ
シ
ア
ナ
』
の
説
き
起
こ
し
部
分
を
辿
っ
て
き
た
。

わ
れ
わ
れ
は
、
引
き
続
き
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
の
定
義
へ
と
論
を
進
め
る
文
節
に
向
か
う
。

彼
に
よ
る
と
、
そ
う
し
た
二
つ
の
時
代
を
比
較
し
て
法
に
よ
っ
て
そ
れ
を
定
義
づ
け
れ
ば
、
或
い
は
古
代
の
知
恵

・

・

・

・

・

に
よ
れ
ば
、「
統
治

は
、
市
民
﹇
政
治
﹈
社
会
が
共
通
の
権
利
な
い
し
共
通
の
利
益
の
基
礎
の
上
に
設
定
さ
れ
、
か
つ
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
技
術
・

・

で
あ
る
、

或
い
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
リ
ウ
ィ
ウ
ス
に
従
え
ば
、
そ
れ
は
、
法
の
支
配
（em

pire

）
で
あ
っ
て
、
人
の
支
配
で
は
な
い
（
6
）

」
と
説
く
。

こ
の
文
節
で
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
統
治
を
古
代
の
知
恵
が
規
範
と
す
る
視
点
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
近
代
の
知
恵
は
、
わ

れ
わ
れ
が
前
節
で
示
し
た
よ
う
に
ハ
リ
ン
ト
ン
が
、
法
の
支
配
に
よ
る
基
準
で
そ
れ
を
定
義
づ
け
る
。

こ
れ
と
対
照
的
な
も
の
と
し
て
後
者
の
時
代
の
そ
れ
を
意
味
づ
け
る
。
近
代
の
知
恵

・

・

・

・

・

に
従
っ
て
統
治
を
定
義
づ
け
れ
ば
、
そ
れ
は
、

「
あ
る
人
な
い
し
あ
る
小
数
の
人
々
が
一
都
市
国
家
な
い
し
国
家
を
、
そ
の
私
的
利
益
に
服
せ
し
め
、
か
つ
支
配
す
る
こ
と
に
よ
る
技
術

で
あ
り
」、
こ
れ
は
、
こ
う
し
た
事
例
に
お
け
る
「
法
が
一
人
な
い
し
少
数
の
家
族
の
利
益
に
従
っ
て
な
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
法
の
支
配
で
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な
く
し
て
人
の
支
配
で
あ
る
（
7
）

」
と
言
い
得
る
。

続
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
ジ
ア
ノ
ッ
テ
ィ
の
二
つ
の
時
代
に
関
連
す
る
二
つ
の
定
義
に
従
っ
て
、
そ
れ
を
次
の
二
つ
の
部
分
に
分

け
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
即
ち
、
第
一
期
は
、「
統
治
原
理
一
般
を
扱
い
」、
か
つ
古
代
人
達
に
従
っ
て
そ
れ
を
扱
う
。
第
二
期
は
、
特
に

後
の
オ
シ
ア
ナ
﹇
イ
ギ
リ
ス
﹈
の
統
治
を
扱
い
、
か
つ
「
近
代
の
知
恵
（
8
）

」
の
原
理
に
従
っ
て
そ
れ
を
扱
う
。

こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
二
つ
の
統
治
定
義
を
「
二
つ
の
時
期
」
に
分
け
る
も
の
に
従
わ
せ
、
さ
ら
に
そ
れ

を
補
足
す
る
。「
古
代
の
知
恵
」
期
は
、
古
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
・
ギ
リ
シ
ャ
・
及
び
ロ
ー
マ
の
時
代
と
し
て
区
分
し
、
法
の
支
配

・

・

・

・

を
第
一
次
的
特
徴
と
す
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
特
徴
と
し
て
市
民
の
自
由

・

・

・

・

・

も
享
受
す
る
。
そ
の
例
外
と
し
て
こ
れ
に
含
め
る
の
は
、
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
共
和
国
で
あ
る
。「
近
代
の
知
恵
」
期
は
、
そ
の
市
民
の
自
由
が
失
わ
れ
、
か
つ
そ
の
自
由
の
喪
失
が
カ
エ
サ
ル
の
武
力
に
よ
っ

て
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
、
か
つ
フ
ン
人
達
・
ゴ
ー
ト
人
達
・
ヴ
ァ
ン
ダ
ル
人
達
・
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
人
達
・
及
び
サ
ク
ソ
ン
人
達
の
そ
の
地

域
へ
の
殺
到
に
よ
っ
て
彼
ら
の
自
由
が
根
こ
そ
ぎ
に
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
、
人
の
支
配
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
の
枠
組
み
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
統
治
の
精
神
的
な
原
理
と
統
治
の
経
済
的
原

理
の
基
準
を
設
定
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、
自
ら
の
理
論
を
よ
り
一
層
奥
深
い
も
の
に
す
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
オ
シ
ア
ナ
人
達
が
自
分
達
の
途
を
行
く
が
、
古
代
人
達
に
従
う
た
め
に
、「
統
治
原
理
は
、
次
の
二
つ
の
部

分
か
ら
な
る
。
一
方
は
、
対
内
的
善
な
い
し
精
神
の
善
で
あ
る
。
も
う
一
方
は
、
対
外
的
善
な
い
し
財
産
の
善
」
で
あ
る
。
前
者
は
、

「
賢
明
﹇
な
知
恵
﹈・
知
恵
・
及
び
勇
気
な
ど
と
し
て
自
然
的
有
徳
な
い
し
得
ら
れ
た
有
徳
」
で
あ
る
。
後
者
は
、「
富
」
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
「
健
康
・
美
・
力
と
し
て
身
体
の
善
」
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
次
の
理
由
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
と
い
う
の
は
も
し

一
人
の
人
、
或
い
は
軍
隊
が
「
勝
利
な
い
し
絶
対
的
支
配
権
（em

pire

）」
を
得
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、「
被
征
服
民
が
自
然
的
力
・
美
・
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か
つ
健
康
を
よ
り
多
く
も
ち
得
る
」
が
、
彼
ら
の
自
然
的
健
康
・
美
・
或
い
は
知
力
に
よ
る
よ
り
も
彼
ら
の
「
規
律
・
武
力
・
及
び
武
勇

か
ら
多
く
生
じ
、
か
つ
ほ
と
ん
ど
解
決
策
を
見
い
だ
せ
ぬ
（
9
）

」
か
ら
で
あ
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
次
に
「
統
治
原
理
は
、
精
神
の
善
な
い
し
財
産
の
善
」
に
あ
る
と
い
う
。
精
神
の
善
に
は
、「
権
威
」
が
応

え
る
。
財
産
の
善
に
は
「
権
力
な
い
し
絶
対
的
支
配
権
」
が
応
え
る
と
説
か
れ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
自
ら
「
富
が

力パ
ワ
ー

で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
正
し
い
が
、「
知
恵
（prudence

）、
な
い
し
知
恵
の
評
判
が
力パ

ワ
ー

で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
は
誤
る
（
10
）

、

と
指
摘
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
人
間
の
学
識
な
い
し
知
恵
は
、「
正
し
く
権
威
で
あ
る
、
著
書
な
い
し
著
者
の
学
識
及
び
知
恵
と
同
様
に

も
は
や
権
力
を
も
た
な
い
」
か
ら
で
あ
る
と
ハ
リ
ン
ト
ン
は
説
く
。
学
識
あ
る
作
者
は
、
権
力
を
も
た
ぬ
が
、
権
威
を
も
つ
。
そ
し
て
愚

か
な
統
治
官
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
尊
敬
な
い
し
権
威
な
ど
も
た
ぬ
が
、「
権
力
を
も
ち
得
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
者
の
相
違
は
、「
リ

ウ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
エ
ヴ
ァ
ン
ド
ロ
ス
に
お
い
て
観
察
さ
れ
る
」。
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
即
ち
、「
彼
は
権
力
よ
り
も
む

し
ろ
権
威
に
よ
っ
て
支
配
し
た
（
11
）

」
と
。

確
か
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
物
理
的
強
制
力
を
担
う
国
民
な
い
し
﹇
市
民
﹈
軍
を
第
一
次
的
に
念
頭
に
置
く
が
、
統
治
は
権
力
よ
り
も
権

威
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
権
威
と
権
力
の
徹
底
し
た
相
違
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と

の
差
別
化
を
な
し
た
。

（
1
） J.G
.A
.P
ocock, ed., Jam

es H
arrin

gton
: T

h
e C

om
m

on
w

ealth
 of O

cean
a and A

 S
ystem

 of P
olitics, C

am
bridge, 1992, p.7.

（
2
） J.G

.A
.P
ocock, ed., op.cit., p.8.

（
3
） 

Ibid.

（
4
） 

Ibid.
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Ibid.
（
6
） 

Ibid.
（
7
） 

Ibid., p.9.

（
8
） 

Ibid., p.10.

（
9
） 

Ibid., pp.10-11.

（
10
） 

Ibid., p.11.

（
11
） 

Ibid.第
三
節　

ハ
リ
ン
ト
ン
の 
古
代
の
知
恵
に
お
け
る
主
な
共
和
国

わ
れ
わ
れ
は
、
前
節
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
古
代
の
知
恵

・

・

・

・

・

の
内
容
を
備
え
た
共
和
国
モ
デ
ル
と
し
て
古
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ギ

リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
な
ど
を
そ
の
適
例
と
す
る
文
書
・

・

を
確
認
し
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
う
け
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
『
民
主
制
的
統
治
の

手
短
な
説
明
（
民
主
制
的
統
治
な
い
し
適
合
的
に
し
て
完
全
な
モ
デ
ル
が
形
成
し
得
、
か
つ
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
或
い
は
理
解
し
得
る
方
法
を
示

す
）』
と
い
う
文
書
に
そ
の
適
合
的
モ
デ
ル
（
1
）

を
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
こ
の
文
書
は
、
七
つ
の
共
和
国
モ
デ
ル
の
提
案
と
い
う

表
現
を
使
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
Ｃ
・
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
が
述
べ
る
如
く
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
お
い
て
「
古
代
」
が
よ
き
言
葉
を
意
味
し
、

か
つ
「
近
代
」
が
必
ず
し
も
よ
い
意
味
で
ば
か
り
に
使
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
2
）

。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
が
こ
の
七
つ
の
共
和
国
モ

デ
ル
の
う
ち
の
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
な
ど
の
共
和
国
事
例
に
つ
い
て
よ
き
「
古
代
の
知
恵
」
の
内
容
を
も
つ
そ
の
事
例
と

し
て
要
約
的
に
示
す
も
の
と
解
す
る
。
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ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
文
書
の
「
序
」
に
お
い
て
、
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
﹇
オ
シ
ア
ナ
﹈
国
家
が
明
ら
か
に
次
の
「
二
つ
の
原
因
の
複
雑
な

絡
み
」
に
よ
っ
て
大
い
に
混
乱
さ
れ
か
つ
困
惑
さ
れ
る
と
説
き
起
こ
す
。
即
ち
、
第
一
に
、
こ
の
国
の
現
状
は
、
ま
さ
に
「
民
主
制
的
統

治
形
態
で
遂
行
し
得
ぬ
原
因
」
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
国
の
国
民
が
「
民
主
制
的
統
治
に
当
然
に
必
要
な
形
態
な
い
し
モ
デ
ル
」
が
何

で
あ
る
の
か
、
或
い
は
こ
の
イ
ギ
リ
ス
国
家
の
使
用
へ
の
そ
の
適
合
の
た
め
に
「
こ
の
形
態
な
い
し
知
恵
に
お
け
る
必
要
を
理
解
し
得
る

人
が
き
わ
め
て
少
な
い
」
と
い
う
原
因
で
あ
る
と
説
く
。
こ
れ
ら
の
欠
点
故
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
二
部
か
ら
な
る
手
短
な
言
説
な
い
し
説

明
に
よ
っ
て
「
解
決
策
を
提
示
」
す
る
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
民
主
制
的
統
治
な
い
し
共
和
国
形
態
な
い
し
モ
デ
ル
を
「
第

一
部
で
示
す
」
と
説
く
。
従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
こ
で
「
七
つ
の
共
和
国
モ
デ
ル
を
大
ま
か
に
し
て
一
般
的
に
提
示
（
3
）

」
す
る
と
宣
す
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
彼
の
前
置
き
を
確
認
し
た
ゆ
え
に
、
古
代
の
知
恵
を
含
意
す
る
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
そ
の
統
治

原
理
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
第
一
部
の
説
明
書
き
に
お
い
て
彼
は
、
こ
の
各
枠
組
み
に
お
け
る
そ
の
形
態
が
そ
の
ま
ま
で
は
、

「
そ
の
財
産
に
適
合
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
か
、
或
い
は
そ
の
財
産
が
力
な
く
し
て
他
国
で
実
際
的
で
あ
り
得
る
と
き
も
あ
る
が
、「
ほ
ぼ
実
際

的
で
な
く
、
変
更
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
枠
組
み
に
適
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
り
よ
き
「
一
つ

の
方
法
の
知
識
」
の
た
め
に
両
方
の
方
法
を
提
示
す
る
こ
と
が
最
善
で
あ
る
と
説
か
れ
る
（
4
）

。

早
速
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
「
第
一
共
和
国
モ
デ
ル
提
案
」
と
し
て
の
古
代
イ
ス
ラ
エ
ル
を
示
す
。
と
い
う
の
は
前
節
で
示
し
た
そ
れ
は
、

古
代
の
知
恵
と
し
て
真
っ
先
に
ハ
リ
ン
ト
ン
が
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
多
く
の
知
識
人
達
が
一
七
世
紀
半
ば
の
イ

ギ
リ
ス
に
お
け
る
聖
書
に
対
す
る
信
心
の
強
さ
の
反
映
で
も
あ
る
（
5
）

。
比
較
的
信
仰
が
薄
い
と
示
さ
れ
る
ネ
ヴ
ィ
ル
で
さ
え
、
ハ
リ
ン
ト
ン

と
同
様
な
聖
書
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
証
明
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
6
）

。
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九

﹇
一
﹈　

古
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、『
オ
シ
ア
ナ
』
の
第
一
序
説
に
お
い
て
経
験
上
の
共
和
国
の
諸
範
疇
を
論
じ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
自
ら
自
然
か
ら
「
共
和
国
原
理
を
正
し
く
記
述
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
神
と
世
界
に
請
う
」
と
い
う
。
ハ
リ
ン

ト
ン
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
の
構
造
に
お
い
て
「
神
に
」、
か
つ
「
普
遍
的
な
一
連
の
古
代
の
知
恵

・

・

・

・

・

に
お
い
て
世
界
」
に
請
う
と
説
く
。

し
か
し
彼
は
、
同
じ
共
和
国
が
「
立
法
者
評
議
会
」
で
主
に
開
か
れ
る
点
で
、
そ
れ
ら
に
手
短
で
あ
る
が
今
言
及
し
、「
イ
ス
ラ
エ
ル
の

立
法
者
評
議
会
（
7
）

」
で
開
始
す
る
と
示
す
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
が
「
元
老
院
・
民
会
・
及
び
統
治
官
部
か
ら
な
る
（
8
）

」
と
措
定
す
る
。
そ
れ
に
従
っ
て
、
聖
書
に

よ
っ
て
主
に
敷
衍
す
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
民
会
が
集
会
な
い
し
会
衆
で
あ
り
、
元
老
院
が
「
サ
ン
ヘ
ド
リ
ン
」
で
あ
り
、
か
つ
統
治
官

部
が
「
祭
司
達
と
レ
ビ
人
達
（
9
）

」
で
あ
る
と
説
く
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
『
手
短
な
説
明
』
で
は
こ
れ
を
よ
り
要
約
的
に
述
べ
る
。
こ
の
共
和
国
は
、「
貴
族
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
﹇
貴
族

の
下
の
階
級
﹈・
及
び
庶
民
（the people

）
が
共
和
国
」
に
彼
ら
の
土
地
全
て
を
放
棄
す
る
よ
う
に
説
得
さ
れ
る
と
説
き
起
こ
す
。
こ
の

庶
民
全
体
が
そ
の
土
地
を
放
棄
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
庶
民
が
「
部
族
（tribes

）
と
呼
ば
れ
る
、
同
等
な
一
二
区
域
（precincts

）」
に
区
分

さ
れ
る
。
各
部
族
で
最
も
身
分
の
高
い
人
物
は
、
自
ら
の
部
族
の
君
主
の
世
襲
制
位
階
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
物
及
び
彼
の
相

続
者
達
に
年
約
「
一
万
ポ
ン
ド
」
を
与
え
さ
せ
る
。
各
部
族
に
お
け
る
部
族
の
君
主
下
で
の
次
位
の
高
位
階
を
有
す
る
他
の
「
一
〇
人
は
、

族
長
﹇patriarchs

﹈」
と
い
う
世
襲
制
位
階
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
或
い
は
長
老
達
の
う
ち
の
長
に
よ
っ
て
彼
ら
の
う
ち
の
各
々
に
、

か
つ
彼
ら
の
相
続
者
達
に
与
え
ら
れ
た
同
じ
も
の
で
年
約
「
二
千
ポ
ン
ド
」
を
与
え
さ
せ
る
と
い
う
。
四
八
の
町
々
及
び
そ
の
近
郊
を
除

き
、
残
り
の
土
地
部
分
が
「
抽
選
に
よ
っ
て
平
等
に
庶
民
全
体
」
に
配
分
さ
れ
る
。
い
か
な
る
部
族
の
君
主
や
族
長
他
の
も
の
が
そ
う
し



二
一
〇

た
方
法
で
そ
こ
の
彼
の
土
地
な
い
し
い
か
な
る
部
分
も
売
っ
た
り
或
い
は
譲
る
こ
と
は
、
違
法
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
理
由
で
ジ
ュ
ビ

リ
ー
﹇
五
〇
年
﹈
祭
で
あ
る
各
五
〇
年
に
、
そ
の
範
囲
内
で
の
土
地
全
て
は
、
古
き
所
有
者
な
い
し
適
法
な
相
続
者
に
売
ら
れ
、
或
い
は

譲
渡
さ
れ
る
こ
と
は
適
法
で
あ
る
。
一
二
区
域
に
加
え
ら
れ
た
、
も
う
一
つ
の
部
族
﹇
レ
ビ
族
﹈
が
あ
る
。
こ
う
し
て
付
け
加
え
ら
れ
た

こ
の
部
族
は
、
上
記
で
留
保
さ
れ
た
「
四
八
の
町
々
（
そ
れ
ら
は
、
近
郊
を
も
つ
﹇
即
ち
、
奥
行
き
二
、〇
〇
〇
腕
尺
で
あ
る
、
そ
れ
ら
の
各
々
に

土
地
量
を
も
つ
﹈）
を
除
き
」、
及
び
い
か
な
る
地
方
の
土
地
も
、
も
た
さ
れ
ぬ
。
こ
れ
ら
は
、
そ
う
し
た
も
の
や
い
つ
も
彼
ら
の
相
続
者

を
定
め
る
。
本
来
の
献
納
概
念
に
お
い
て
、
そ
の
土
地
全
体
の
十
分
の
一
税
の
他
に
、
他
の
献
納
が
今
違
反
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
本
来
の
献
納
下
で
一
人
当
た
り
毎
年
の
硬
貨
一
枚
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
部
族
は
こ
の
部
族
君
主
の
た

め
に
一
人
の
世
襲
制
大
主
教
な
い
し
高
位
の
司
祭
を
も
つ
聖
職
者
達
か
ら
な
る
。
神
に
よ
る
言
葉
の
法
な
ど
存
在
し
な
い
。
こ
の
神
の
言

葉
の
法
に
お
い
て
最
も
よ
く
熟
練
し
た
そ
の
聖
職
者
達
が
全
て
の
司
法
裁
判
所
、
全
て
の
統
治
官
職
、
及
び
職
務
で
あ
れ
選
出
で
き
る
（
10
）

。

終
身
で
そ
の
部
族
の
人
々
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
、
二
三
人
の
裁
判
官
か
ら
な
る
一
つ
な
い
し
そ
れ
以
上
の
裁
判
所
と
と
も
に
部
族
の

君
主
か
ら
な
る
も
の
は
、
同
じ
統
治
で
あ
る
。
一
二
の
地
方
区
分
の
人
々
は
、
投
票
に
よ
っ
て
彼
ら
の
諸
部
族
間
で
賢
人
達
や
知
性
を

も
っ
た
人
々
を
選
出
し
、
か
つ
彼
ら
か
ら
終
身
で
七
〇
人
の
長
老
か
ら
な
る
共
和
国
全
体
の
元
老
院
を
構
成
す
る
。
各
地
方
部
族
は
、
月

毎
に
彼
ら
自
身
の
人
数
か
ら
、
二
、〇
〇
〇
人
を
選
出
す
る
。
全
部
で
「
二
四
、〇
〇
〇
人
」
に
達
す
る
こ
れ
ら
の
選
挙
は
、
首
府
な
い
し

首
都
で
集
ま
り
、
か
つ
毎
月
民
会
代
表
と
な
る
。
そ
の
元
老
院
は
、
神
法
の
判
決
を
示
す
権
限
に
よ
っ
て
、
他
の
全
て
の
裁
判
所
か
ら
の

常
設
上
訴
司
法
裁
判
所
と
な
る
。
神
法
の
他
に
「
七
〇
人
の
長
老
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
」、
か
つ
毎
月
の
民
会
代
表
に
よ
っ
て
「
決
定
さ

れ
る
も
の
が
何
で
あ
れ
国
法
」
と
な
る
（
11
）

。
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（
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（
11
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Ibid.

﹇
二
﹈　

ス
パ
ル
タ
共
和
国

わ
れ
わ
れ
は
、
次
に
ハ
リ
ン
ト
ン
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
時
代
を
古
代
の
知
恵
を
具
現
す
る
も
の
と
し
て
示
す
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、『
オ

シ
ア
ナ
』
に
お
い
て
ス
パ
ル
タ
の
統
治
機
構
を
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。「
ス
パ
ル
タ
﹇
共
和
国
﹈
は
、
元
老
院
が
提
案
し
、
民
会
が
決

議
の
み
な
し
、
か
つ
そ
れ
は
決
し
て
討
議
せ
ず
（
そ
れ
は
、
こ
の
共
和
国
の
存
続
期
間
に
ま
で
長
引
く
過
程
で
あ
っ
た
）、
か
つ
二
人
の
国
王
、

エ
フ
ォ
ロ
イ
﹇
監
督
官
達
﹈
の
裁
判
所
、
及
び
多
様
な
他
の
執
行
官
達
（
1
）

」
か
ら
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
『
手
短

な
説
明
』
に
お
い
て
「
第
三
の
共
和
国
モ
デ
ル
提
案
」
節
で
そ
れ
を
さ
ら
に
補
足
す
る
形
で
表
現
す
る
。
こ
れ
は
、
ス
パ
ル
タ
の
共
和
国



二
一
二

事
例
に
よ
っ
て
示
す
﹇
ト
ー
ラ
ン
ド
（
2
）

版
﹈。

「
貴
族
、
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
﹇
貴
族
の
下
の
階
級
﹈、
及
び
平
民
（the people

）
が
説
得
に
よ
っ
て
社
会
に
（public

）
自
ら
の
土
地
を
放
棄

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
領
土
全
体
が
十
万
の
同
等
な
区
画
」
へ
と
細
分
化
さ
れ
、
か
つ
二
つ
以
上
は
「
一
万
エ
ー
カ
ー
」
か
ら
各
々

が
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
下
位
の
区
画
は
、
平
民
な
い
し
国
民
に
配
分
さ
れ
る
。
区
画
を
所
有
す
る
各
人
は
、
市
民
で
も
あ
る
。

残
り
は
、
市
民
の
子
供
の
み
を
除
き
、
市
民
達
の
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ツ
（
使
用
人
達
）
で
あ
り
、
か
つ
市
民
達
の
た
め
の
土
地
耕
作
者
達
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
少
し
の
自
称
「
見
習
い
（students

）」
も
い
な
い
と
説
く
。
い
か
な
る
市
民
達
も
軍
隊
の
み
の
交
換
の
も
の
を
行
使
し
な

い
。
貨
幣
の
使
用
は
鉄
か
ら
つ
く
ら
れ
る
も
の
以
外
に
全
体
的
に
追
放
さ
れ
る
。
周
知
の
如
く
ス
パ
ル
タ
に
は
二
人
の
世
襲
の
国
王
が
い

る
。
そ
の
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
う
し
た
一
万
エ
ー
カ
ー
区
画
の
一
部
を
所
有
す
る
。
彼
ら
は
、
一
回
き
り
の
投
票
に
よ
る
元
老
院
の
議
長

で
あ
り
、
か
つ
「
戦
時
に
は
軍
隊
指
揮
権
（
3
）

」
を
も
つ
。

国
王
の
他
に
民
会
に
よ
っ
て
終
身
で
選
出
さ
れ
た
「
二
八
人
の
上
院
議
員
か
ら
な
る
元
老
院
が
提
案
」
し
、
か
つ
同
じ
元
老
院
に
よ
っ

て
決
議
さ
れ
る
も
の
が
何
で
あ
れ
、
法
と
な
る
。
国
民
﹇
市
民
﹈
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
五
人
の
一
年
任
期
の
統
治
官
か
ら
な
る
裁
判
所

が
存
在
す
る
。
こ
の
裁
判
所
が
「
法
を
公
然
と
或
い
は
秘
密
裡
に
侵
し
、
或
い
は
統
治
を
侵
す
、
国
王
と
元
老
議
員
他
を
起
訴
す
る
権
限
（
4
）

」

を
も
つ
。

（
1
） J.G
.A
.P
ocock, ed., ibid., p.29.

（
2
） J.T

oland, ed., T
h

e O
cean

a an
d

 oth
er W

orks of Jam
es H

arrin
gton, 1747, pp.524-540.

（
3
） J.T

oland, ed., op.cit., pp.526-7. 

（
4
） 

Ibid., p.527.
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﹇
三
﹈　

古
代
の
ア
テ
ナ
イ
共
和
国

わ
れ
わ
れ
は
、
次
に
ハ
リ
ン
ト
ン
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
時
代
を
古
代
の
知
恵
期
と
し
て
前
記
の
ス
パ
ル
タ
と
と
も
に
示
す
も
の
に
移
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
ま
ず
、『
オ
シ
ア
ナ
』
で
ア
テ
ナ
イ
の
統
治
機
構
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
。
ア
テ
ナ
イ
共
和
国
は
、「
元
老
院
議

会
が
提
案
し
、
民
会
が
決
議
し
、
か
つ
こ
の
民
会
が
し
ば
し
ば
討
議
も
す
る
（
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
国
の
崩
壊
の
原
因
で
あ
っ
た
）
も
の
か
ら

な
っ
た
。
そ
し
て
ア
レ
オ
パ
ゴ
ス
評
議
会
﹇
司
法
部
で
あ
る
元
老
院
﹈、
執
行
す
る
九
人
の
執
政
官
﹇
ア
ル
コ
ン
﹈、
及
び
多
様
な
他
の
統

治
官
達
か
ら
も
な
っ
た
（
1
）

」
の
で
あ
る
。

し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
『
手
短
な
説
明
』
に
お
い
て
第
四
の
共
和
国
モ
デ
ル
提
案
を
要
約
す
る
。
こ
れ
は
、
ア
テ
ナ
イ
の
そ
れ

で
あ
る
。
我
々
は
、
そ
れ
が
古
代
の
知
恵
を
そ
の
内
容
と
し
て
含
む
第
三
の
共
和
国
モ
デ
ル
と
示
す
。
彼
の
そ
の
文
書
の
中
で
は
最
も
短

い
も
の
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
（
2
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
ま
ず
、「
五
、〇
〇
〇
人
か
ら
な
る
民
会
」
が
存
在
す
る
と
い
う
。
彼
ら
は
抽
選
に
よ
る
「
四
〇
〇
﹇
マ
マ
﹈
人
か
ら
な

る
﹇
ビ
ー
ン
評
議
会
で
あ
る
﹈
元
老
院
、
及
び
一
年
任
期
の
九
人
の
君
主
か
ら
な
る
選
挙
に
よ
る
政
庁
」
を
選
出
す
る
。

元
老
院
の
各
四
分
の
一
は
、
そ
の
任
期
の
四
分
の
一
の
期
間
で
「
国
策
評
議
会
」
と
な
る
。
こ
の
評
議
会
は
、
元
老
院
を
招
集
し
得
る
。

こ
の
評
議
会
は
、
元
老
院
に
提
案
し
か
つ
民
会
に
提
案
で
き
る
。「
元
老
院
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
る
も
の
、
及
び
民
会
に
よ
っ
て
決
議
さ

れ
る
も
の
は
、
法
」
と
な
る
（
3
）

。

（
1
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., pp.28-29.

（
2
） J.T

oland, ed., ibid., p.527.

（
3
） 

Ibid.
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古
代
の
ロ
ー
マ
共
和
国

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、『
オ
シ
ア
ナ
』
に
お
い
て
古
代
ロ
ー
マ
共
和
国
の
統
治
機
構
を
要
約
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
古
代
の
知
恵
期
と
し
て

の
カ
ル
タ
ゴ
と
と
も
に
述
べ
て
い
る
。
彼
は
、
そ
の
主
著
で
次
の
よ
う
に
記
す
。「
ロ
ー
マ
は
、
提
案
す
る
元
老
院
、
決
議
し
、
か
つ
（
そ

の
動
乱
を
も
た
ら
し
た
）
あ
ま
り
に
も
頻
繁
に
討
議
す
るconcio

即
ち
、
こ
の
民
会

・

・

か
ら
な
っ
た
。
そ
し
て
執
政
官
・
監
察
官
・
造
営
官
・

護
民
官
・
高
級
行
政
官
・
及
び
多
様
な
他
の
統
治
官
達
」
か
ら
な
っ
た
と
い
う
（
1
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
れ
に
加
え
て
『
手
短
な
説
明
』
に
お
い
て
第
五
の
共
和
国
モ
デ
ル
と
し
て
ロ
ー
マ
を
あ
げ
て
い
る
。
彼
は
古
代
の

知
恵
の
要
素
を
も
つ
最
も
典
型
的
な
共
和
国
と
し
て
上
記
の
如
く
、
ロ
ー
マ
の
そ
れ
を
述
べ
て
い
る
。
早
速
本
項
で
そ
れ
を
確
認
す
る
こ

と
と
し
た
い
。

彼
は
、
そ
こ
に
お
い
て
「
国
家
全
体
を
三
つ
の
特
有
な
階
級
（orders

）」
に
細
分
化
さ
れ
る
と
説
き
起
こ
す
。
そ
れ
は
、
元
老
院
階
級

な
い
し
貴
族
、
騎
士
階
級
な
い
し
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
﹇
貴
族
の
下
の
階
級
﹈、
及
び
「
平
民
階
級
な
い
し
市
民
（plebeian, or popular

）
階

級
」
で
あ
る
と
い
う
。
騎
士
階
級
は
、
共
和
国
の
騎
兵
隊
で
あ
り
、「
平
民
は
歩
兵
隊
」
で
あ
る
。
元
老
院
階
級
か
ら
な
る
、
元
老
院
が

あ
り
、「
終
身
任
期
で
三
〇
〇
」
人
の
議
員
か
ら
な
る
。
五
年
任
期
の
二
人
の
統
治
官
で
あ
る
「
監
察
官
（censors

）」
は
、
民
会
で
選
出

さ
れ
る
。
こ
の
監
察
官
は
、
元
老
院
か
ら
「
元
老
院
議
員
を
罷
免
」
し
、
か
つ
貴
族
な
い
し
、
と
き
に
は
か
く
す
る
こ
と
で
貴
族
に
さ
れ

る
「
平
民
を
元
老
院
に
選
出
す
る
権
限
・

・

」
を
有
す
る
。
執
政
官
は
元
老
院
議
長
で
あ
り
、
軍
の
指
揮
権
を
も
つ
。
元
老
院
（
彼
ら
が
状
況

を
判
断
す
る
如
く
）
は
、「
独
裁
官
」
を
一
人
と
し
て
短
期
間
に
指
名
し
得
る
。
こ
の
独
裁
官
は
、
自
ら
の
短
い
「
任
期
内
で
主
権
権
力
（
2
）

」

を
も
つ
。

国
民
全
体
の
区
分
は
、
そ
の
財
産
﹇estates

﹈
評
価
に
従
っ
て
六
階
級
へ
と
ど
ん
な
階
級
に
も
存
在
す
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
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例
え
ば
、
第
一
階
級
﹇classis

﹈
は
、
一
人
に
二
千
ポ
ン
ド
以
上
の
収
入
を
も
つ
よ
う
な
者
全
て
か
ら
な
る
。
第
二
階
級
は
、
例
え
ば
二

千
ポ
ン
ド
以
下
で
年
千
ポ
ン
ド
以
上
の
収
入
を
も
つ
よ
う
な
者
全
て
か
ら
な
る
。
第
三
階
級
は
、
千
ポ
ン
ド
以
下
で
年
に
六
〇
〇
ポ
ン
ド

以
上
の
収
入
を
も
つ
よ
う
な
人
々
か
ら
な
る
。
第
四
階
級
は
、
六
〇
〇
ポ
ン
ド
以
下
で
年
三
〇
〇
ポ
ン
ド
以
上
の
収
入
を
も
つ
人
々
か
ら

な
る
。
第
五
階
級
は
、
前
の
割
合
以
下
の
収
入
を
も
つ
よ
う
な
人
々
全
て
か
ら
な
る
。
第
六
階
級
は
、
税
も
払
わ
ず
、
か
つ
土
地
も
も
た

ぬ
人
々
か
ら
な
り
、
彼
ら
は
軍
隊
に
仕
え
ぬ
（
3
）

。

こ
の
共
和
国
で
は
、「
元
老
院
が
法
全
て
を
提
案
」
し
、
民
会
が
そ
れ
を
制
定
へ
と
進
め
る
。
統
治
官
全
て
は
、
同
じ
も
の
に
よ
っ
て

選
出
さ
れ
る
。
こ
の
民
会
全
て
は
、
次
の
よ
う
な
方
式
で
五
つ
の
階
級
か
ら
な
る
。
即
ち
、
第
一
、
第
二
階
級
の
投
票
が
対
等
に
近
い
な

ら
ば
、
第
三
階
級
が
招
集
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
が
一
致
し
な
け
れ
ば
、
第
四
階
級
が
招
集
さ
れ
、
ゆ
え
に
残
り
の
も
の
も
同
様
で
あ
る
。
か

く
し
て
「
元
老
院
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
、
か
つ
民
会
に
よ
っ
て
決
議
さ
れ
る
も
の
」
は
、
法
と
な
る
（
4
）

。

こ
の
枠
組
み
で
元
老
院
は
、
第
一
、
第
二
階
級
か
ら
な
る
貴
族
制
（
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
或
い
は
決
し
て
不
一
致
と
な
ら
ぬ
）
に
よ
っ
て
主
要

な
民
会
制
度
を
除
き
、
全
て
を
も
た
ら
す
。
そ
こ
か
ら
元
老
院
と
次
の
よ
う
な
民
会
と
の
間
の
継
続
的
争
い
な
い
し
敵
対
を
引
き
起
こ
す
。

即
ち
、
民
会
は
、
協
議
す
る
こ
と
を
除
き
、
市
民
の
協
議
を
導
入
し
、
よ
り
多
く
の
投
票
の
平
等
制
度
で
部
族
に
よ
っ
て
、
或
い
は
教
区

に
よ
っ
て
の
如
く
、
他
の
会
議
方
式
を
設
定
し
、
彼
ら
自
身
の
統
治
官
達
を
選
出
し
、
元
老
院
な
い
し
貴
族
を
拘
束
す
る
命
令
を
形
成
し
、

貴
族
の
均
衡
を
弱
め
、
或
い
は
減
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
貴
族
の
権
限
を
変
え
よ
う
と
努
め
る
と
。
こ
れ
ら
全
て
は
、
騒
乱
的
に
し
て
統
治

の
変
更
を
も
た
ら
し
、
か
つ
ア
ナ
ー
キ
ー
に
よ
っ
て
こ
の
共
和
国
全
体
期
全
て
を
苦
し
め
て
い
た
ゆ
え
に
、
き
わ
め
て
多
様
な
形
態
下
で

し
ば
し
ば
諸
変
化
を
も
た
ら
す
と
い
う
（
5
）

。
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（
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﹇
五
﹈　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
前
記
の
如
く
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
そ
れ
を
古
代
の
知
恵
の
内
容
を
備
え
る
と
い
う
。
確
か
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
古
代

の
知
恵
の
時
代
に
必
ず
し
も
該
当
し
な
い
が
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
該
当
す
る
と
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
こ
で

は
わ
れ
わ
れ
は
、
第
五
の
モ
デ
ル
と
表
現
す
る
も
の
を
こ
の
範
疇
に
入
れ
る
も
の
で
あ
る
（
1
）

。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
他
の
も
の
と
同
様
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
統
治
機
構
に
つ
い
て
『
オ
シ
ア
ナ
』
で
要
約
的
に
言
及
す
る
。「
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
は
、
提
案
す
る
元
老
院
﹇P

regati

﹈、
及
び
時
に
は
決
議
も
す
る
大
評
議
会
な
い
し
民
会
か
ら
な
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
そ
の

結
果
は
、
立
憲
制
的
で
あ
る
。
そ
し
て
統
領
・
政
庁
・
監
察
官
・
十
人
会
・
四
十
人
会
・
及
び
他
の
統
治
官
」
か
ら
も
な
る
（
2
）

と
い
う
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
『
手
短
な
説
明
』
で
は
そ
れ
を
や
や
具
体
的
に
記
述
す
る
。
彼
は
、「
主
権
権
力
が
四
、〇
〇
〇
人
か
ら
選
出
さ

れ
た
」
人
々
に
、
か
つ
恒
久
的
に
彼
ら
の
相
続
者
が
授
け
ら
れ
る
と
説
き
起
こ
す
。
そ
う
し
た
四
千
人
か
ら
な
る
「
大
評
議
会
﹇great 

C
ouncil

﹈」
が
存
在
し
、
か
つ
二
五
歳
で
自
ら
の
息
子
達
が
同
じ
も
の
に
対
す
る
権
威
を
も
つ
と
述
べ
ら
れ
る
。
大
評
議
会
が
一
人
の
統

領
﹇D

uke

﹈
を
終
身
任
期
で
選
出
す
る
。
そ
の
統
領
は
「
国
費
に
よ
り
護
衛
を
も
ち
、
か
つ
一
年
に
一
、五
〇
〇
ポ
ン
ド
の
収
入
を
も
つ
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一
七

こ
と
に
よ
っ
て
統
領
宮
殿
に
充
て
さ
せ
、
か
つ
統
領
は
共
和
国
の
主
権
的
地
位
（
3
）

」
を
有
す
る
。

か
く
し
て
統
領
は
、
大
評
議
会
に
よ
っ
て
毎
年
選
出
さ
れ
た
「
六
人
の
顧
問
官
」
を
も
つ
。
統
領
自
身
名
が
存
在
す
る
が
、
彼
の
名
の

み
で
は
い
か
な
る
文
書
に
署
名
さ
せ
る
権
限
も
も
た
ず
、
か
つ
自
ら
の
政
治
機
能
の
い
か
な
る
こ
と
も
果
た
す
権
限
も
も
た
ぬ
。
し
か
し

統
領
の
顧
問
達
は
、
統
領
名
で
い
か
な
る
文
書
に
も
署
名
さ
せ
る
権
限
を
も
ち
、
或
い
は
統
領
な
し
で
統
領
の
政
治
機
能
の
い
か
な
る
も

の
も
果
た
す
権
限
を
も
ち
、
こ
う
し
た
「
六
人
の
顧
問
官
達
と
と
も
に
統
領
」
は
、
共
和
国
政
庁
を
構
成
す
る
（
4
）

。

共
和
国
政
庁
が
そ
の
名
の
評
議
会
全
て
に
お
い
て
「
会
議
と
統
治
官
達
と
と
も
に
、
毎
年
選
挙
」
権
を
も
ち
、
各
々
な
い
し
彼
ら
の
い

か
な
る
も
の
に
も
共
同
し
て
、
或
い
は
幾
ら
か
の
も
の
の
い
ず
れ
か
で
提
案
権
を
も
つ
（
5
）

。

「
大
評
議
会
に
よ
っ
て
他
の
評
議
会
と
統
治
官
達
と
と
も
に
毎
年
選
出
さ
れ
た
一
二
〇
人
」
は
も
ち
ろ
ん
、
同
様
な
名
誉
が
彼
ら
に
属

し
て
お
り
、
そ
れ
は
元
老
院
で
あ
る
（
6
）

。

元
老
院
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
か
つ
六
カ
月
任
期
で
大
評
議
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
「
一
六
人
の
他
の
統
治
官
達
」
は
、
評
議
会
と
は

別
で
あ
り
、
三
人
の
週
毎
の
「
監
督
官
﹇provosts
﹈
と
提
案
官
と
と
も
に
統
治
官
会
﹇college （7
）

﹈」
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
。

共
和
国
政
庁
﹇
最
高
執
行
機
関
﹈
は
、
統
治
官
会
を
招
集
で
き
、「
統
治
官
会
に
提
案
」
が
で
き
る
。
そ
の
統
治
官
会
は
、
元
老
院
を

招
集
で
き
、
か
つ
大
評
議
会
に
よ
っ
て
問
わ
れ
る
も
の
が
何
で
あ
れ
「
法
（
8
）

」
と
な
る
。

そ
こ
で
は
大
評
議
会
に
よ
っ
て
毎
年
選
出
さ
れ
た
「
十
人
会
﹇council

﹈」
が
あ
る
。
こ
の
十
人
会
は
、
政
庁
及
び
統
治
官
会
の
う
ち

の
あ
る
者
と
と
も
に
、
同
様
な
「
会
議
と
選
挙
権
」
を
も
ち
、
時
に
は
こ
の
共
和
国
に
お
け
る
「
独
裁
官
権
力
」
を
行
使
で
き
る
（
9
）

。

共
和
国
の
支
配
権
下
で
市
民
の
残
り
が
武
装
解
除
さ
れ
、
か
つ
「
属
州
の
総
督
達
」
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
と
い
う
。
共
和
国
は 

規

律
や
給
与
に
お
い
て
外
国
人
な
い
し
他
の
者
か
ら
構
成
す
る
「
常
備
軍
」
を
も
つ
。
艦
隊
な
く
し
て
陸
軍
に
よ
る
と
同
時
に
、
艦
隊
に
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よ
っ
て
接
近
し
得
ぬ
様
式
で
都
市
国
家
が
存
在
し
、
海
上
に
基
盤
が
置
か
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
は
「
諸
属
州

及
び
傭
兵
軍
（
10
）

」
に
さ
ら
さ
れ
て
し
ま
お
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
1
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ハ
リ
ン
ト
ン
の
近
代
の
知
恵

本
節
で
は
ま
ず
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
共
和
主
義
政
治
理
論
上
の
一
般
的
位
置
に
つ
い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ

は
、
今
ま
で
彼
の
原
典
の
詳
細
に
限
定
し
過
ぎ
る
傾
向
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
一
般
的
位
置
づ
け
を
通
じ
て
同
時
代
の
理
論

と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
特
徴
を
示
す
論
理
が
明
確
と
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
周
知
の
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
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二
一
九

に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
る
「
保
存
の
た
め
の
共
和
国
」
と
「
拡
大
の
た
め
の
共
和
国
」
基
準
に
よ
る
位
置
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
が
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
共
和
国
を
前
者
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
示
し
、
か
つ
ロ
ー
マ
の
そ
れ
を
「
拡
大
の
た
め
の
共
和
国
」
と
確
認
す
る
こ
と
に
関
わ

る
。
即
ち
、
前
者
の
も
の
は
、
そ
の
小
さ
な
人
口
、
及
び
そ
の
平
民
が
軍
隊
に
託
さ
れ
ぬ
国
家
を
も
つ
統
治
か
ら
な
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

の
そ
れ
は
、
高
度
な
対
内
的
静
穏
を
享
受
し
た
が
、
平
民
が
軍
隊
に
託
さ
れ
ぬ
故
に
、
対
外
的
に
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
ロ
ー
マ
の
そ
れ
は
、
国
内
で
動
乱
の
代
償
を
払
っ
た
が
、
数
多
く
の
人
々
に
武
器
を
託
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
力
を
確
保
し

た
（
1
）

。
従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
拡
大
の
た
め
の
共
和
国
を
選
好
す
る
論
理
を
表
現
す
る
こ
と
と
な
る
。

と
は
い
え
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
国
内
的
不
和
が
そ
の
平
民
﹇
民
衆
﹈
に
武
器
を
不
可
避
的
に
随
伴
さ
せ
る
と
い
う
主
張
を
拒
絶
し
た
。
彼

は
、
平
民
が
武
器
を
所
有
し
、
故
に
大
規
模
な
軍
事
力
を
保
有
す
る
こ
と
が
そ
の
不
正
義
の
犠
牲
で
あ
る
時
の
み
、
反
乱
を
増
す
と
宣
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
が
完
全
に
平
等

・

・

・

・

・

・

・

・

﹇
農
地
法
の
意
﹈
で
あ
る
な
ら
ば
、
不
正
義
の
原
因
が
生
ぜ
ず
、
ゆ
え
に
正
し
く
構
成
さ
れ

た
統
治
は
、
完
全
な
安
全
に
よ
っ
て
そ
の
平
民
を
武
装
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
他
の
同
時
代
的
共
和
主

義
者
（
例
え
ば
、
シ
ド
ニ
ー
や
ネ
ヴ
ィ
ル
）
の
よ
う
に
武
装
的
市
民
と
広
義
の
民
主
制
﹇
即
ち
、
思
想
と
し
て
の
民
主
主
義
﹈
と
を
組
み
合

わ
せ
る
傾
向
を
も
つ
（
2
）

。
し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
武
装
的
市
民
論
が
そ
う
し
た
限
定
つ
き
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
う
し
た

一
般
的
な
共
和
主
義
思
想
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
引
き
続
き
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
を
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
前
節
で
ハ
リ
ン
ト
ン
の
古
代
の
知
恵
の
内
容
を
示
す
共
和
国
に
つ
い
て
論
及
し
て
き
た
。
本
節
で
は
ハ
リ
ン
ト
ン
の

「
古
代
の
知
恵
」
か
ら
「
近
代
の
知
恵
」
へ
の
移
行
論
を
検
討
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
の
近
代
の
知
恵
論
を
イ
ギ
リ
ス
立
憲

制
史
と
し
て
、
主
に
ゴ
ー
ト
的
均
衡
期
、
中
世
期
、
チ
ュ
ー
ダ
ー
朝
期
、
空
位
期
な
ど
と
し
て
検
討
す
る
。
彼
は
、
そ
の
主
著
の
第
二
序

論
の
冒
頭
で
そ
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
。



二
二
〇

彼
は
、
ま
ず
「
近
代
の
知
恵
の
発
達
・
進
展
・
及
び
衰
退
を
」
示
そ
う
と
努
め
る
と
説
き
起
こ
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、
既
に
示
さ
れ
た
如

く
、
こ
の
「
種
の
政
治
形
態
の
時
代
」
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
を
圧
倒
す
る
民
族
の
殺
到
か
ら
想
定
さ
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、

こ
の
帝
国
が
古
代
人
達
に
追
い
付
き
か
つ
ず
っ
と
把
握
で
き
た
は
ず
の
「
近
代
の
知
恵
の
大
部
分
な
い
し
立
憲
制
に
お
い
て
少
し
の
そ
の

外
見
も
存
在
し
な
い
」
よ
う
に
、「
必
要
と
す
る
も
の
を
挿
入
し
た
に
違
い
な
い
」
と
説
く
。
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
は
気

力
が
弱
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
か
つ
力
と
刺
激
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
「
精
神
の
善
」
が
萎
え
、

そ
れ
に
替
わ
っ
て
武
力
的
に
し
て
激
情
的
に
受
け
入
れ
る
傾
向
を
問
題
視
す
る
。
従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
こ
れ
を
「
カ
エ
サ
ル
の
武
力

（
あ
の
幸
福
な
犯
罪
﹇felix scelus
﹈）」
に
よ
っ
て
刺
激
し
て
怒
ら
せ
る
、
ロ
ー
マ
の
皇
帝
達
の
「
忌
む
べ
き
支
配
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ

の
嵐
の
中
で
ロ
ー
マ
共
和
制
と
い
う
船
は
、
あ
の
貴
重
な
も
の
を
自
ら
解
き
放
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
共
和
制
の
船
は
以
来
一
度

も
「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
湾
」
に
お
け
る
以
外
に
船
首
を
現
わ
し
た
り
船
首
を
あ
げ
た
り
し
得
な
か
ろ
う
（
3
）

と
い
う
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
ま
ず
、
古
代
の
知
恵
期
か
ら
近
代
の
知
恵
期
へ
の
転
換
に
つ
い
て
、
聖
書
に
お
け
る
言
葉
に
よ
っ
て
説
き
起
こ
す
。「
お

お
、
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
、
汝
の
悪
は
、
汝
自
身
か
ら
生
じ
る
の
だ
」
と
ロ
ー
マ
の
政
治
問
題
が
あ
る
如
く
、「
自
分
自
身
以
外
に
誰
も
傷
つ

け
ら
れ
ぬ
」
と
い
う
モ
ラ
リ
ス
ト
達
の
言
葉
で
そ
れ
に
対
し
て
答
え
る
。
彼
は
、
有
名
な
ロ
ー
マ
の
農
地
法
が
侵
さ
れ
た
怠
慢
を
通
じ
て
、

贅
沢
の
巣
窟
の
中
で
な
し
、
か
つ
自
身
の
た
め
に
そ
し
て
子
孫
の
た
め
の
「
こ
の
上
な
き
自
由
の
宝
」
を
侵
し
た
（
4
）

と
表
現
す
る
。

ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
人
達
の
農
地
法
は
、
二
種
類
か
ら
な
る
と
措
定
す
る
。
第
一
に
そ
の
土
地
は
、
植
民
地
に
言
及
す
る

こ
と
な
く
し
て
「
平
民
の
間
に
分
割
さ
れ
る
べ
き
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
に
は
土
地
は
、
そ
の
所
在
を
変
え
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

ぬ
。
第
二
に
、
土
地
は
、
植
民
地
に
言
及
さ
れ
か
つ
植
民
地
の
状
態
に
よ
っ
て
平
民
に
分
割
さ
れ
、
こ
の
場
合
に
土
地
は
そ
の
所
在
を
変

え
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
か
つ
そ
の
都
市
に
そ
の
よ
う
に
課
さ
れ
た
土
地
に
自
ら
植
民
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
方
法
の
い
ず
れ
か
で
課
さ
れ
、
或
い
は
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
土
地
は
、「
三
種
類
」
か
ら
な
っ
た
。
第
一
に
、
敵
か
ら
得

ら
れ
、
か
つ
「
平
民
に
配
分
」
さ
れ
た
よ
う
な
土
地
で
あ
る
。
第
二
に
、
敵
か
ら
獲
得
さ
れ
か
つ
「
社
会
の
使
用
に
留
保
さ
れ
る
外
見
の

下
で
獲
得
さ
れ
た
」
よ
う
な
土
地
は
、「
貴
族
に
よ
っ
て
密
か
に
所
有
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
。
第
三
に
、「
配
分
さ
れ
る
た
め
に
公
金
に

よ
っ
て
買
わ
れ
た
」
土
地
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
提
供
さ
れ
た
法
の
う
ち
で
、
敵
か
ら
獲
得
さ
れ
、
或
い
は
公
金
で
買
わ
れ
た
土
地

を
分
割
し
た
も
の
は
、
決
し
て
い
か
な
る
係
争
も
も
た
ら
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
貴
族
か
ら
彼
ら
が
纂
奪
し
た
も
の
を
取
り
上
げ
か
つ

平
民
間
の
剣
の
買
い
取
り
を
分
割
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
よ
う
な
法
は
、
大
変
動
以
外
に
決
し
て
達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
次
の
よ
う
な

貴
族
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
な
か
ろ
う
。
即
ち
、
そ
う
し
た
貴
族
は
、
自
ら
の
分
捕
り
品
を
保
存
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
で
膨
大
に
富

を
増
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
民
に
与
え
ら
れ
た
そ
の
分
有
を
徐
々
に
平
民
か
ら
凡
そ
買
い
取
っ
た
。
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、

「
共
和
国
の
均
衡
の
破
壊
」
と
い
う
こ
の
変
化
は
、
強
制
手
段
に
よ
っ
て
そ
れ
を
覆
そ
う
と
努
め
た
グ
ラ
ッ
ク
ス
兄
弟
に
よ
っ
て
認
識
さ

れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
改
革
者
達
の
努
力
は
、
あ
ま
り
に
も
遅
す
ぎ
た
。
こ
れ
は
、
彼
ら
の
陣
営
に
は
償
い
得
ぬ
欠
陥
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
（
そ
の
均
衡
が
民
衆
﹇the people
﹈
の
陣
営
に
移
行
す
る
オ
シ
ア
ナ
で
起
こ
っ
た
こ
と
﹇
彼
ら
は
貴
族
を
打
倒
し
て
い
る
﹈
と

全
く
逆
に
）
ロ
ー
マ
の
貴
族
は
、
ス
ラ
の
指
導
下
で
、
平
民
と
共
和
国
を
打
倒
し
た
か
ら
で
あ
る
。
ス
ラ
が
征
服
地
の
（
今
敵
に
つ
い
て
で

は
な
く
、
市
民
に
つ
い
て
）
彼
ら
の
「
兵
士
の
四
七
軍
団
﹇legions

﹈
へ
の
彼
の
配
分
」
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
軍
事
植
民
地
の
プ
ラ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
継
続
的
君
主
制
の
基
礎
で
あ
っ
た
、
あ
の
新
し
い
均
衡

・

・

・

・

・

・

・

を
最
初
に
導
入
す
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
彼
が
常
設
的
独

裁
官
と
な
る
よ
う
に
な
り
、
同
様
な
力
で
地
位
を
継
承
す
る
方
法
は
、「
奇
跡
で
は
な
い
（
5
）

」
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
が
、

古
代
の
知
恵
期
か
ら
「
近
代
の
知
恵
期
へ
の
悲
劇
的
展
開
」
を
示
す
こ
と
と
な
る
と
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
（
6
）

に
よ
っ
て
説
か
れ
る
。

『
オ
シ
ア
ナ
』
の
第
二
序
説
は
、
引
き
続
き
ロ
ー
マ
帝
国
の
均
衡
に
つ
い
て
論
じ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
継
続
的
皇
帝
が
（
ア



二
二
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ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
古
参
兵
達
の
配
分
に
よ
っ
て
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
や
カ
ッ
シ
ア
ス
を
打
倒
し
た
如
く
）
そ
の
兵
士
団
を
植
民
し
続
け
た
よ
う
な
方
法
で
、

そ
う
し
た
軍
事
植
民
地
は
、
も
し
彼
ら
が
「
封
土
兵
士
」
と
呼
ば
れ
る
な
ら
ば
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
次
の
如
く
想
定
す
る
よ
う
な
も
の
か
ら

な
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
土
地
保
有
態
様
が
封
土
（
即
ち
、
兵
士
達
自
身
の
負
担
で
、
生
涯
及
び
戦
争
に
お
け
る
義
務
な
い
し
軍
役
条

件
に
よ
る
）
に
よ
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
封
土
を
Ａ
・
セ
ウ
ェ
ル
ス
は
、
同
じ
条
件
で
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
現
職
者
達
の
継

承
者
達
に
与
え
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
も
の
は
、
ロ
ー
マ
皇
帝
が
彼
ら
の
均
衡
を
与
え
た
領
地
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
事

例
に
よ
っ
て
八
千
人
事
項
で
あ
る
、
君
主
の
治
安
の
た
め
に
必
要
同
然
で
あ
っ
た
封
土
に
付
け
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
ら

の
陣
営
か
ら
切
り
離
し
た
が
「
近
衛
部
隊
」
と
呼
ば
れ
た
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
部
隊
は
、
こ
の
種
の
政
体
に
既
に
観
察

さ
れ
た
治
癒
し
得
ぬ
欠
陥
に
よ
っ
て
そ
の
話
の
筋
に
お
い
て
見
出
し
得
る
、
彼
ら
の
主
人
達
の
う
ち
の
最
も
頻
繁
な
殺
害
者
で
あ
っ
た
と

皮
肉
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ロ
ー
マ
の
君
主
制
は
、
そ
れ
が
統
治
を
開
く
労
を
自
分
に
省
か
せ
る
「
オ
ス

マ
ン
ト
ル
コ
に
お
け
る
時
代
（
7
）

」
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
る
「
ゴ
ー
ト
的
均
衡
」
論
へ
と
変
換
す
る
文
に
移
ろ
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
お

け
る
統
治
の
基
本
的
不
安
定
は
、
そ
の
近
衛
部
隊
へ
の
皇
帝
の
依
存
に
よ
っ
て
ぎ
り
ぎ
り
の
成
功
の
み
に
よ
る
が
、
ま
ず
は
克
服
し
た
の

で
あ
る
。
と
は
い
え
近
衛
部
隊
は
、
他
者
に
対
す
る
彼
ら
の
主
人
に
よ
る
専
制
の
残
虐
な
執
行
者
で
あ
り
、
及
び
そ
の
主
人
に
対
す
る
特

有
な
自
分
達
に
よ
る
専
制
の
残
虐
な
処
刑
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
時
代
か
ら
継
続
し
た
故
に
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ヌ
ス
大
帝
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
近
衛
部
隊
の
権
力
が
破
壊
さ
れ
、
か
つ
皇
帝
達
が
こ
の
ず
っ
と
以
前
に
「
他
の
支
持
方
法
を
見
出
し
た
（
8
）

」

に
違
い
な
く
例
示
し
た
と
い
う
。
ブ
リ
ッ
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
方
式
が
「
傭
兵
と
し
て
の
ゴ
ー
ト
人
の
使
用
（
9
）

」
で
あ
っ
た
こ
と
が
理

解
で
き
る
と
い
う
。
と
は
い
え
最
終
的
に
こ
の
便
法
は
、
初
期
の
近
衛
部
隊
の
使
用
で
あ
る
く
ら
い
に
ま
で
破
壊
的
で
あ
る
こ
と
を
証
明
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し
、
か
つ
ゴ
ー
ト
人
達
が
軍
務
概
観
と
し
て
元
々
受
け
取
っ
た
も
の
を
年
貢
と
し
て
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
従
っ
て
ハ
リ

ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
も
の
は
「
古
代
の
知
恵
か
ら
近
代
の
知
恵
へ
の
転
換
」
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
前
述
の
論
調
と
同
様
に
、

ヴ
ァ
ン
ダ
ル
族
、
フ
ン
族
、
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
族
、
フ
ラ
ン
ク
族
、
及
び
サ
ク
ソ
ン
族
の
侵
入
に
よ
っ
て
「
ロ
ー
マ
帝
国
の
各
地
域
で
継

続
さ
れ
る
」﹇
古
代
の
知
恵
﹈
違
反
は
、
川
、
国
、
海
、
山
、
及
び
人
々
の
名
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
古
代
の
言
語
、
学
識
、
知
恵
、

風
俗
、
都
市
」
を
圧
倒
し
た
と
表
現
さ
れ
る
。
さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
よ
る
カ
ミ
ル
ス
、
カ
エ
サ
ル
、
及
び
ポ
ン

ペ
イ
ウ
ス
は
オ
シ
ア
ナ
で
は
「
エ
ド
マ
ン
ド
、
リ
チ
ャ
ー
ド
、
及
び
ジ
ォ
フ
リ
ー
（
10
）

」
と
名
を
変
え
て
な
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
か
ら
近
代
の
知
恵
の
基
本
的
要
素
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
「
ゴ
ー
ト
的
均
衡
」（
封
建
制
を
も
つ
君
主
制
）
議
論
を

確
認
す
る
こ
と
と
な
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
新
し
い
政
治
家
達
の
基
礎
な
い
し
均
衡
を
開
く
た
め
に
法
律
家
で
あ
る

Ｊ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ン
が
言
う
如
く
、feudum
﹇
封
、
封
土
﹈
は
、
多
様
な
意
味
を
も
つ
ゴ
ー
ト
語
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
そ
れ
は
、
戦
争

の
こ
と
が
意
味
づ
け
ら
れ
、
或
い
は
自
分
が
彼
ら
の
恒
常
的
君
主
で
あ
り
、
自
分
達
が
臣
民
で
あ
る
と
認
め
る
と
い
う
条
件
で
、
自
ら
の

戦
争
で
業
績
を
あ
げ
た
そ
の
武
将
と
兵
士
の
よ
う
な
も
の
に
対
す
る
そ
の
勝
者
に
よ
っ
て
配
分
さ
れ
た
、「
征
服
地
の
所
有
（
11
）

」
の
こ
と
が

意
味
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
で
三
種
な
い
し
三
階
級
が
存
在
し
た
と
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
貴
族
の
第
一
階
級
は
、
公
爵
・
侯
爵
・
及

び
伯
爵
の
称
号
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
彼
ら
は
、
征
服
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
の
都
市
、
城
、
及
び
村
を
与
え
ら
れ
た
し
、
王
権

﹇regalia

﹈
と
呼
ば
れ
た
貨
幣
を
鋳
造
し
、
統
治
官
達
を
創
設
し
、
租
税
と
関
税
を
徴
収
し
、
没
収
な
ど
を
行
う
「
権
利
」
を
も
っ
た
（
12
）

。

第
二
階
級
の
封
土
は
、
国
王
の
同
意
に
よ
っ
て
そ
の
国
王
に
加
え
て
、
彼
ら
が
武
装
し
て
そ
の
主
人
の
名
誉
と
財
産
を
守
る
条
件
で
、

彼
ら
の
「
男
爵
」
の
称
号
保
持
者
達
に
封
建
君
主
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
下
位
の
封
土
階
級
は
貴
族
で



二
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四

あ
れ
非
貴
族
で
あ
れ
、
彼
ら
の
上
位
者
達
に
義
務
の
よ
う
な
も
の

・

・

・

・

・

・

・

・

に
彼
ら
を
義
務
付
け
る
イ
ギ
リ
ス
人
に
第
二
階
級
の
人
々
に
よ
っ
て
与

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
第
三
階
級
に
し
て
「
陪
臣
﹇vavasors

﹈」
と
呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ゴ
ー
ト
的
均

衡
で
あ
り
、
こ
の
均
衡
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
当
時
の
王
国
全
て
は
、
最
初
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
理
由
に
よ
っ

て
、
も
し
ハ
リ
ン
ト
ン
に
と
っ
て
時
間
的
余
裕
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
こ
の
場
で
ド
イ
ツ
帝
国
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
及

び
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
諸
王
国
議
論
を
開
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
。
し
か
し
近
代
の
知
恵
の
一
般
原
理
の
発
見
で
十
分
と
い
わ
れ
る
限
り
で
、
ハ

リ
ン
ト
ン
は
よ
り
特
定
的
で
あ
る
、
彼
の
言
説
の
残
り

・

・

・

・

・

・

・

を
三
つ
の
部
に
分
け
る
。

第
一
部
は
、﹇
当
時
に
お
け
る
﹈
最
近
の
オ
シ
ア
ナ
﹇
イ
ギ
リ
ス
﹈
君
主
制
の
立
憲
制
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

第
二
部
は
、﹇
当
時
に
お
け
る
﹈
最
近
の
オ
シ
ア
ナ
君
主
制
の
立
憲
制
の
解
体
を
示
す
。

第
三
部
は
、
当
時
の
﹇
イ
ギ
リ
ス
﹈
共
和
国
の
誕
生
を
示
す
。

当
時
の
イ
ギ
リ
ス
共
和
制
以
前
の
君
主
制
に
お
け
る
立
憲
制
に
つ
い
て
、
ハ
リ
ン
ト
ン
は
異
な
っ
た
諸
民
族
と
の
関
連
で
検
討
す
る
。

そ
う
し
た
諸
民
族
に
よ
っ
て
そ
の
君
主
制
は
、
成
功
裡
に
征
服
さ
れ
、
か
つ
統
治
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
の
第
一
の
も
の
は
、
ロ
ー
マ

人
達
で
あ
り
、
第
二
が
サ
ク
ソ
ン
人
達
で
あ
り
、
第
三
が
デ
ー
ン
人
達
で
あ
り
、
か
つ
第
四
が
ノ
ル
マ
ン
人
達
で
あ
る
（
13
）

と
措
定
さ
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
前
述
の
サ
ク
ソ
ン
人
達
の
創
設
と
し
て
「
イ
ギ
リ
ス
﹇
オ
シ
ア
ナ
﹈
の
君
主
制
」
を
み
な
し
た
こ
と
を
確
認
す

る
。
即
ち
、
彼
ら
は
、
近
代
及
び
大
抵
の
近
代
の
諸
国
に
お
け
る
劣
っ
た
政
治
的
知
恵
が
基
づ
く
、
あ
の
欠
陥
を
も
つ
ゴ
ー
ト
的
均
衡

﹇
封
建
制
を
も
つ
君
主
制
﹈
制
度
に
お
い
て
従
っ
た
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
イ
ギ
リ
ス
が
実
の
と
こ
ろ
国
家
の
諸
身
分
﹇
国

王
・
貴
族
・
コ
モ
ン
ズ
﹈
を
も
っ
た
と
説
か
れ
る
。
と
い
う
の
は
平
民
が
サ
ク
ソ
ン
の
賢
人
会
議
に
参
加
し
た
と
主
張
さ
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
土
地
保
有
態
様
の
封
建
制
度
の
結
果
と
し
て
、
そ
れ
は
、
彼
が
統
治
の
致
命
的
欠
陥
で
あ
る
と
み
な
し
た
貴
族
制
的
要
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素
に
よ
る
あ
の
貴
族
優
位
型
過
剰
均
衡
を
も
た
ら
し
た
（
14
）

と
い
う
。

次
に
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
ノ
ル
マ
ン
の
征
服
以
後
期
へ
と
近
代
の
知
恵
期
議
論
を
移
す
。
そ
の
時
期
に
お
い
て
彼
が
重
視
す
る
土
地
は
、

そ
の
大
部
分
が
六
万
人
の
騎
士
達
の
封
土
で
あ
る
方
法
で
分
割
さ
れ
た
。
そ
の
土
地
は
二
五
〇
人
の
貴
族
と
聖
職
貴
族
に
よ
っ
て
所
有
さ

れ
た
。
従
っ
て
イ
ギ
リ
ス
は
、
少
数
者
な
い
し
貴
族
の
統
治
と
し
て
継
続
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
そ
の
平
民
は
会
合
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

た
ん
な
る
「
名
目
同
然
」
で
し
か
会
合
を
も
ち
得
ぬ
と
い
う
。
ノ
ル
マ
ン
人
の
国
王
達
は
、
絶
対
的
と
な
る
こ
と
を
熱
望
し
た
。
し
か
し

彼
ら
は
、
貴
族
間
で
土
地
を
分
割
し
て
い
た
と
き
、
そ
の
貴
族
に
権
力
を
与
え
て
も
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
か
く
し
て
中
世
の
イ
ギ
リ

ス
史
は
、「
国
王
と
貴
族
と
の
レ
ス
リ
ン
グ
試
合
同
然
」
と
す
る
戦
争
が
生
ま
れ
た
（
15
）

の
で
あ
る
。

続
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
近
代
の
チ
ュ
ー
ダ
ー
期
へ
と
「
近
代
の
知
恵
」
期
を
進
め
る
。
こ
う
し
た
国
王
と
貴
族
と
の
内
戦
を
通
じ
て

貴
族
権
力
を
減
じ
よ
う
と
努
め
た
ヘ
ン
リ
ー
七
世
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
貴
族
も
君
主
制
も
解
体
す
る
三・

制
定
法

・

・

・

を
通
じ
て
そ
れ
を
実
行
し

た
と
い
う
歴
史
観
に
よ
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
論
じ
始
め
る
。
即
ち
、
そ
の
第
一
の
制
定
法
は
、「
住
民
法
（statute of population

）」
で

あ
り
、
二
〇
エ
ー
カ
ー
以
上
の
土
地
に
よ
っ
て
使
わ
れ
た
農
夫
の
住
宅
全
て
は
、
維
持
し
得
、
か
つ
彼
ら
に
置
か
れ
た
十
分
な
割
合
の
土

地
に
よ
っ
て
保
持
し
得
、
か
つ
決
し
て
後
の
制
定
法
に
よ
っ
て
切
断
し
得
な
か
っ
た
（
16
）

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
土
地
の
大

部
分
を
ヨ
ー
マ
ン
達
及
び
中
間
階
級
の
保
有
と
所
有
へ
と
譲
渡
」
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
Ｚ
・
フ
ィ
ン
ク
に
よ
れ
ば
そ
れ
は
、「
貴
族
が
自

ら
の
軍
支
配
を
失
う
、
地
主
達
へ
の
依
存
か
ら
彼
ら
を
解
放
し
た
（
17
）

」
と
説
か
れ
た
。

第
二
は
、「
封
建
家
臣
法
（statute of retainer

）」
で
あ
る
。
貴
族
達
は
自
分
達
の
歩
兵
を
失
っ
た
よ
う
に
、「
自
分
達
の
騎
兵
や
指
揮

官
」
は
封
建
家
臣
法
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
貴
族
達
が
そ
の
騎
兵
隊
や
指
揮
官
を
引
く
家
臣
達
を

貴
族
か
ら
奪
う
過
程
を
助
け
た
の
で
あ
る
。
第
三
は
、「
譲
渡
法
（statute of alienation

）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
貴
族
達
が
土
地
を
売
る
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六

こ
と
を
可
能
に
し
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
法
の
結
果
に
よ
っ
て
、
そ
の
土
地
の
大
部
分
が
民
衆
の
手
に
渡
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
ヘ
ン
リ
ー
七
世
に
よ
る
世
俗
貴
族
権
力
の
破
壊
は
、
修
道
院
の
解
体
の
媒
介
を
通
じ
て
次
の
治
世
に
お
け
る
宗
教
貴
族
権
力
の
崩

壊
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
18
）

。

貴
族
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
ぬ
君
主
制
は
、「
大
き
な
胃
袋
を
も
つ
野
獣
が
育
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」、
軍
隊
・

・

に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
し
か
し
軍
隊
の
維
持
能
力
は
、
土
地
の
所
有
者
が
誰
で
あ
ろ
う
と
も
、
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
空
位

期
に
至
る
最
後
の
国
王
が
恣
意
的
に
支
配
し
よ
う
と
試
み
る
と
き
、
彼
の
費
用
に
見
出
し
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
、
君
主
制

の
解
体
で
あ
っ
た
。
こ
の
解
体
は
、
土
地
の
均
衡
ゆ
え
に
、
権
力
の
均
衡
が
そ
の
国
民
﹇
民
衆
﹈
の
手
に
渡
り
、
か
つ
君
主
制
と
支
配
的

な
民
主
制
的
要
素
が
両
立
し
得
ず
、
か
つ
と
も
に
存
在
し
得
ぬ
と
い
う
事
実
の
自
然
的
結
果
で
あ
っ
た
。『
オ
シ
ア
ナ
』
に
よ
れ
ば
、﹇
当

時
の
﹈
最
近
の
君
主
制
解
体
は
、「
人
間
の
死
と
同
様
に
自
然
的
死
（
19
）

」
で
あ
っ
た
。

し
か
し
ハ
リ
ン
ト
ン
は
イ
ギ
リ
ス
の
君
主
が
消
滅
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
と
き
、
新
し
い
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
主
導
の
共
和
制
な
ど
自
ら
が

気
に
入
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
が
宣
し
た
如
く
、「
残
部
議
会
」
は
、
初
期
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
実
際
に
お
い
て
先
例
な
ど
な
い
ば

か
り
で
な
く
、
古
代
の
知
恵
に
お
い
て
も
何
ら
の
同
様
な
も
の
な
ど
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
も
の
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
に
と
っ
て
望
ま
し
い

共
和
国
で
も
な
か
っ
た
。
彼
は
ア
テ
ナ
イ
の
三
〇
人
僭
主
と
、
ロ
ー
マ
の
十
代
官
団
に
お
け
る
も
の
が
残
部
議
会
と
最
も
近
い
歴
史
的
に

同
様
な
も
の
と
み
な
し
た
。
そ
れ
は
、
シ
ド
ニ
ー
が
「
古
来
の
大
義
」
と
し
て
残
部
議
会
を
み
な
す
も
の
と
対
照
を
な
し
た
（
20
）

。

幸
い
な
こ
と
に
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
名
の
具
体
的
描
写
を
与
え
る
人
物
に
忠
誠
的
軍
隊
が
残
っ
た
。
彼
が
『
オ
シ
ア
ナ
』

で
伝
え
る
如
く
、
そ
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
、
政
治
の
教
師
達
に
広
範
に
読
ま
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
し
、
ほ
ぼ
大
筋
に
お
い
て
結
局
描
い
た

と
主
張
す
る
政
治
哲
学
の
専
門
家
で
あ
っ
た
と
示
さ
れ
る
。
そ
の
架
空
の
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
は
、
諸
国
家
が
立
法
者
に
よ
っ
て
直
ち
に
全
て
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二
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な
さ
れ
る
と
き
の
み
、
よ
く
形
成
さ
れ
た
と
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
文
献
に
お
い
て
読
む
と
き
に
そ
の
問
題
を
熟
考
し
、
か
つ
「
議
会
に

よ
っ
て
別
の
方
向
の
必
要
（
21
）

」
が
納
得
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
軍
隊
の
前
に
こ
の
問
題
を
置
い
た
の
で

あ
り
、
次
の
よ
う
な
結
果
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
議
会
が
廃
止
さ
れ
、
か
つ
彼
が
「
オ
シ
ア
ナ
の
ア
ル
コ
ン
卿
、
或
い
は
唯
一
の
立
法
者
」

を
創
設
し
た
し
、
古
代
の
知
恵
の
保
持
者
達
の
骨
折
り
に
よ
っ
て
彼
を
助
け
る
五
〇
人
か
ら
な
る
評
議
会
﹇
ア
テ
ナ
イ
の
も
の
の
如
き
﹈

と
、
次
の
よ
う
な
一
二
人
の
「
プ
リ
タ
ン
ツ
（prytans

）﹇
ア
テ
ナ
イ
の
五
〇
〇
人
評
議
会
成
員
の
如
き
﹈」
か
ら
な
る
評
議
会
に
よ
る
と

言
う
。
即
ち
、
彼
ら
は
、「
そ
の
民
会
（
こ
の
共
和
国
の
枠
組
み
か
ら
便
宜
的
に
除
外
さ
れ
な
か
っ
た
）
が
、
自
ら
な
し
て
い
た
こ
と
が
前
面
に

来
る
時
、
信
じ
る
」
た
め
に
、
彼
ら
が
そ
の
民
会
に
報
告
し
、
彼
ら
か
ら
の
提
案
に
従
っ
た
。
つ
ま
り
『
オ
シ
ア
ナ
』
の
統
治
原
理
序
説

が
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
の
よ
う
な
立
憲
制
の
創
設
者
と
な
り
、
至
高
な
権
威
を
行
使
し
、
自
ら
を
絶
対
的
に
す
る
の
で
は

な
く
、
完
全
な
共
和
制
を
設
立
す
る
よ
う
に
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル
に
対
す
る
誘
導
に
よ
っ
て
終
え
た
（
22
）

の
で
あ
る
。

（
1
） 

例
え
ば
、N

.M
achiavelli, D

iscou
rses on

 L
ivy, trans., H

.C
.M
ansfi eld and N

.T
arcov, 1996, pp.7, 17, etc.

こ
の
「
拡
大
」
と
「
保
存
」
の
た
め
の
共
和
国
概
念
に
つ
い
て
、
そ
の
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
で
は
以
下
の
ペ
ー
ジ
で
使
わ
れ
る
。

J.G
.A
.P
ocock, ed., 1992, ibid., pp.156-159.

（
2
） J.G

.A
.P
ocock, ed., op.cit., pp.154-6; Z

.F
ink, T

h
e C

lassical R
epu

blican
s, 1945, p.68；

及
び
前
掲
拙
著
な
ど
。

（
3
） J.G
.A
.P
ocock, ed., 1992, ibid., p.43.

（
4
） 
Ibid., p.43; Z

.F
ink, op.cit.

（
5
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., p.44; C

.B
litzer, op.cit., p.180.

（
6
） C

.B
litzer, op.cit., p.180.
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（
7
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., pp.44-45.

（
8
） 

Ibid., pp.45-46.
（
9
） C

.B
litzer, op.cit., pp.181-2.

（
10
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., p.46.

（
11
） 

Ibid., pp.46-47.

（
12
） 

Ibid., p.47.

（
13
） 

Ibid.

（
14
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid.; Z

.F
ink, ibid., p.69.

（
15
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., p.52; Z

.F
ink, ibid.

（
16
） J.G

.A
.P
ocock, ed., Ibid., pp.54-55.

（
17
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., p.55.

（
18
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., p.62; Z

.F
ink, op.cit.

（
19
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., pp.64-5; Z

.F
ink, ibid., p.70；

及
び
拙
著
『
Ａ
・
シ
ド
ニ
ー
の
政
体
思
想
』（
時
潮
社
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
20
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., p.67.

（
21
） J.G

.A
.P
ocock, ed., pp.69-71; Z

.F
ink, ibid., p.71.

（
22
） J.G

.A
.P
ocock, ed., ibid., etc.
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二
二
九

○
結
論

わ
れ
わ
れ
は
、
本
論
で
ハ
リ
ン
ト
ン
の
「
古
代
の
知
恵
」
を
混
合
政
体
と
し
、
か
つ
「
近
代
の
知
恵
」
が
封
建
主
義
で
あ
る
と
規
定
す

る
だ
け
で
は
不
十
分
と
い
う
問
題
を
設
定
す
る
。
本
結
論
は
、
こ
の
二
つ
の
概
念
を
本
論
で
検
討
し
た
も
の
に
よ
っ
て
、
要
約
的
に
規
定

す
る
こ
と
と
な
る
。

そ
の
問
題
は
、
Ｆ
・
ラ
ヴ
ェ
ッ
ト
の
指
摘
に
よ
る
も
の
を
起
点
と
す
る
。
本
稿
で
は
そ
の
指
摘
が
要
点
を
捉
え
て
い
る
と
み
な
す
と
こ

ろ
か
ら
発
す
る
。
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
全
て
誤
り
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
視
点

に
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
分
野
に
お
け
る
標
準
的
見
解
で
は
、
古
代
の
知
恵
が
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
っ
て
「
法
の
統
治
」
で
あ
っ
て
、
人

の
統
治
で
は
な
い
こ
と
を
構
成
し
た
「
古
代
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
、
及
び
イ
ス
ラ
エ
ル
の
政
治
制
度
に
し
て
知
恵
（
1
）

」
で
あ
る
。「
オ
シ
ア

ナ
」
の
統
治
原
理
は
、
農
地
法
と
公
職
輪
番
制
﹇
選
挙
を
含
む
﹈
が
基
本
法
で
あ
る
こ
と
を
内
包
す
る
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の

古
代
の
知
恵
が
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
の
第
一
次
的
な
支
柱
と
み
な
す
。

本
稿
の
第
一
節
に
お
い
て
ハ
リ
ン
ト
ン
の
法
の
支
配
と
主
権
が
、
そ
の
統
治
原
理
の
前
提
と
示
す
。
彼
は
、
自
ら
共
和
国
に
お
け
る
法

の
支
配
を
前
提
と
し
て
市
民
の
自
由
を
主
張
す
る
。
彼
の
『
オ
シ
ア
ナ
共
和
国
』
の
目
的
は
、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
の
君
主
制
が
崩
壊
し
た
理

由
を
説
き
、
か
つ
そ
れ
に
代
え
て
特
に
自
ら
の
理
想
的
共
和
制
の
構
成
を
可
能
に
す
る
原
理
を
設
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
の
法
の
支
配
と
と
も
に
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
が
近
代
的
国
家
の
主
権
論
も
そ
の
前
提
と
す
る
も
の
と
解
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
究

極
的
結
果
を
も
た
ら
す
に
は
国
民
代
表
に
基
づ
く
主
権
が
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
説
く
。
さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
が
言
う
如
く
、
法
の
支
配

的
視
点
か
ら
「
主
権
権
力
に
属
す
る
も
の
」
は
、
自
由
裁
量
的
権
限
が
法
に
従
う
も
の
で
あ
り
、
か
つ
法
形
成
、
法
の
変
更
、
法
の
廃
止
、
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な
い
し
法
解
釈
か
ら
な
る
と
説
く
。
こ
れ
が
ハ
リ
ン
ト
ン
の
国
民
主
権
論
の
要
点
で
あ
る
。

本
稿
の
第
二
節
「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
理
論
」
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
理
想
的
共
和
国
の
統
治
原
理
を
措
定
す
る
こ
と

と
な
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
本
論
の
主
題
の
定
義
的
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
ま
ず
そ
れ
を
二
つ
の
時
代
区
分

と
表
現
す
る
。
そ
れ
が
古
代
の
知
恵
期
と
近
代
の
知
恵
期
と
い
う
二
分
法
で
あ
る
。
簡
明
に
彼
に
従
え
ば
、
前
者
に
お
い
て
そ
の
統
治
は
、

市
民
﹇
政
治
﹈
社
会
が
共
通
の
権
利
な
い
し
共
通
利
益
の
基
礎
上
で
設
定
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
が
保
全
さ
れ
る
技
術
で
あ
る
と
さ
れ
、
法
の

支
配
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
政
治
社
会
に
お
け
る
市
民
の
共
通
の
権
利
及
び
共
通
益
を
守
る
た
め

の
法
の
支
配
で
あ
る
。
後
者
に
よ
っ
て
統
治
は
、
単
一
人
物
な
い
し
少
数
者
が
国
家
を
私
益
な
も
の
に
し
、
か
つ
支
配
す
る
技
術
で
あ
り
、

か
つ
法
が
そ
の
家
族
の
利
益
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
故
、
人
の
支
配
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
即
ち
、
こ
れ
は
、
国
家
に
お
い
て
一
人
な
い
し

少
数
者
に
よ
る
私
益
の
た
め
の
人
の
支
配
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
国
民
﹇
平
民
﹈
的
利
益
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
古
代
の

知
恵
時
代
は
、
古
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
共
和
国
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
時
代
を
含
む
区
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ロ
ー
マ
の
自
由
の
喪
失
で

終
わ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
近
代
知
恵
期
は
、
古
代
の
知
恵
や
国
民
の
自
由
の
蹂
躪
と
い
う
形
で
カ
エ
サ
ル
の
武
力
に
よ
っ
て
そ
の
先
鞭
が

付
け
ら
れ
、
フ
ン
族
、
ゴ
ー
ト
族
、
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
族
、
及
び
サ
ク
ソ
ン
族
達
の
そ
の
地
域
で
の
殺
到
に
よ
っ
て
彼
ら
の
自
由
が
根
こ

そ
ぎ
に
さ
れ
た
時
代
へ
と
続
く
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統
治
原
理
論
は
、
そ
の
古
代
人
の
知
恵
に
従
う
た
め
に
、「
対
内
的
善
」
な
い
し
精
神
の
善
と
、
対
外
的
善
な

い
し
財
産
の
善
を
含
む
。
彼
は
前
者
に
有
徳
と
し
て
得
ら
れ
た
も
の
と
し
て
説
く
。
後
者
が
富
で
あ
る
と
い
う
。
次
に
ハ
リ
ン
ト
ン
の
統

治
原
理
に
つ
い
て
精
神
的
善
と
財
産
の
善
が
言
及
さ
れ
る
。
そ
の
前
者
に
「
権
威
」
が
対
応
し
、
か
つ
後
者
は
権
力
な
い
し
絶
対
支
配
権

が
呼
応
す
る
と
説
か
れ
る
。
従
っ
て
ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
物
理
的
強
制
権
力
支
配
よ
り
も
学
識
、
知
恵
、
尊
敬
を
含
意
す
る
権
威
に
よ
る
支
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配
を
選
好
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
市
民
の
自
由
が
保
た
れ
る
と
ハ
リ
ン
ト
ン
は
説
く
。

第
三
節
「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
古
代
の
知
恵
に
お
け
る
主
な
共
和
国
」
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
知
恵
の
内
容
を
表
現
す
る
モ
デ
ル

を
彼
の
文
章
か
ら
確
認
す
る
。
そ
れ
は
、
典
型
的
に
は
古
代
の
イ
ス
ラ
エ
ル
・
ス
パ
ル
タ
・
ア
テ
ナ
イ
・
ロ
ー
マ
の
各
共
和
国
で
あ
り
、

か
つ
例
外
的
に
中
世
以
来
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
で
あ
っ
た
。

第
四
節
「
ハ
リ
ン
ト
ン
の
近
代
の
知
恵
」
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
近
代
の
知
恵
の
発
達
、
進
展
、
及
び
衰
退
を
示
そ

う
と
努
め
る
と
示
す
。
ハ
リ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
政
治
形
態
の
時
代
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
を
圧
倒
し
た
民
族
の
侵
入
か
ら
想
定
し

得
る
と
い
う
。
こ
の
帝
国
が
古
代
人
達
を
追
い
越
す
べ
き
「
近
代
の
知
恵
」
の
大
部
分
な
い
し
立
憲
制
な
ど
存
在
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
と
嘆
か
れ
る
。
土
地
は
公
平
に
し
て
比
例
的
に
平
民
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
と
い
っ
た
農
地
法
が
侵
さ
れ
、
か
つ
グ
ラ
ッ
ク
ス
兄
弟
下
で

も
共
和
国
の
均
衡
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
認
め
た
。
ス
ラ
の
指
導
下
で
ロ
ー
マ
貴
族
が
平
民
と
共
和
国
を
打
倒
し
た
と
い
う
。

ハ
リ
ン
ト
ン
は
、
引
き
続
き
イ
ギ
リ
ス
の
近
代
の
知
恵
（
古
代
の
知
恵
の
長
所
を
も
た
ぬ
）
期
の
時
代
を
辿
る
。
彼
に
よ
れ
ば
封
建
制
を

も
つ
君
主
制
期
と
し
て
、
ゴ
ー
ト
的
均
衡
期
と
中
世
期
を
み
な
す
。
彼
は
、
チ
ュ
ー
ダ
ー
期
を
君
主
制
の
解
体
過
程
期
と
み
な
し
、
か
つ

自
国
の
空
位
期
（
残
部
議
会
で
さ
え
）
も
古
代
の
知
恵
の
長
所
を
も
た
ぬ
時
代
と
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
1
） 

例
え
ば
、H
.M
.H
öpel, H

arrington, Jam
es, in T

h
e O

xford
 D

iction
ary of N

ation
al B

iograph
y, O
xford, 2004, etc.

参
考
文
献

（
本
稿
は
、
そ
の
﹇
注
﹈
の
文
献
以
外
に
、
多
く
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
紙
幅
の
都
合
上
最
低
限
の
参
考
文
献
を
列
挙
す

る
こ
と
に
と
ど
め
た
い
。）
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・L
ivy, H

istory of R
om

e （L
oeb C

lassical L
ibrary

）, B
ooks 1-10.

・V
ergil, A

en
eid, 

（L
.C
.L
. 63

）.
・P

lato, G
orgias 

（L
.C
.L
. 166

）.

・P
lato, T

h
e L

aw
s （L
.C
.L
. 187

）.

・C
icero, T

h
e R

epu
blic （L

.C
.L
. 213

）.

・C
icero, O

n
 D

u
ties （C

am
brid

ge T
exts

）,1991.

・T
acitus, H

istories （L
.C
.L
. 111

）.

・O
céan

a d
e H

arrin
gton

 
（F

rench translation of J.P
ocock, ed., T

h
e P

olitical W
orks O

f Jam
es H

arrin
gton, 1977, by C

laud 

L
efort et al.

）, B
elin,1995.

・O
eu

vres politiqu
es d

e J.H
arrin

gton, 

﹇translation by L
eclere

﹈ 1794.

・B
acon, F

., T
h

e W
orks of F

ran
cis B

acon, L
ondon, 1857-74.

・M
olesw

orth, W
., ed., T

h
e W

orks of T
h

om
as H

obbes, L
ondon, 1839-45.

・S
elden, J., T

itles of H
on

ou
r, 1631.

・W
ren, M

., C
on

sid
eration

s U
pon

 M
r. H

arrin
gton

’s C
om

m
on

w
ealth

 of O
cean

a, 1657.

・D
avis, J.C

., U
topia an

d
 th

e Id
eal S

ociety, C
am
bridge, 1980.

・L
ane, F

.C
., V

en
ice, J.H

.U
P
., 1973,etc.

・
永
井
三
明
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
の
世
界
』（
刀
水
書
房
、
一
九
九
四
年
）

・
伊
藤
貞
夫
『
古
典
期
の
ポ
リ
ス
社
会
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）

・
小
山
貞
夫
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
形
成
と
近
代
的
変
容
』（
創
文
社
、
一
九
八
三
年
）

・
長
谷
川
博
隆
『
古
代
ロ
ー
マ
の
政
治
と
社
会
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）

・
拙
稿
「
Ｊ
・
ハ
リ
ン
ト
ン
の
『
オ
シ
ア
ナ
』
の
選
挙
制
度
論
研
究
」（『
法
学
紀
要
』
第
五
三
巻
、
二
〇
一
二
年
）
な
ど
。


