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は
じ
め
に

H

・
バ
ロ
ン
は

『初
期
イ
タ
リ
ア

・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
危
機
』
で
、

一
五
世
紀
初
頭
の
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
政
治
的
議
論

に
着
目
し
、
神
学
的

な
君
主
主
義
に
代
わ
る
世
俗
的
な
共
和
主
義

の
登
場
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
彼
が

「
シ
ヴ

イ
ッ
ク

・
ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
」
と
い
う
言
葉
を
用

い
な
が
ら
同
時
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
共
和
主
義

の
勃
興

に
は
、
歴
史
解
釈
を
め
ぐ
る
人
文
主
義
的
態
度

の
変
容

(古
代
ロ
ー
マ
共

和
制

の
賞
賛
)
が
伴

っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
彼

の
著
作
に
は
、
新
し
い
歴
史
解
釈
を
伴
う
こ
の
世
俗
的
な
共
和
主
義

と
い
う
点
以
外
に
も
、

様
々
な
論
点
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
に
は
批
判
す

べ
き
議
論
も
少
な
く
な

い
。
し
か
し
、
バ

ロ
ン
の
そ
う
し
た
作
業
は
、
ル

ネ
サ
ン
ス
を
個
人
主
義
や
専
制
君
主
の
時
代
と
単
純
化
す
る
見
方
に
対
し
、
「市
民
的
自
由
」
を
中
心
的
価
値
と
す

る
新
し
い
知
的
・活
動
的

側
面
を
描
き
出
し
た
点
で
、
用
語

の
曖
昧
さ
な
ど
の
問
題
が
な
お
残
る
に
せ
よ
、
十
分
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
E

・
ガ
レ
ン
も
ま

た
、
人
間
教
育

へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
い
う
要
素
を
付
加
し

つ
つ
、

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
で
世
俗
的

・
市
民
的
活
動
を
肯
定
す
る
新
し
い
観
念
や

思
想
が
登
場
し
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
R

・
ウ
ィ
ッ
ト
も
、
バ
ロ
ン
が
指
摘
し
た
時
代
の
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
に

「共
和
主
義
的
自
由
の
概
念

の
誕
生
」
を
見
出
し
て
い
る
。
共
和
主
義
的
な
思
想
に
着
目
す
る
こ
う
し
た
解
釈
が
そ
の
後
も
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
こ
と
は
、

改
め

て
言
う
ま
で
も
な
い
。

し

か
し
、
こ
う
し
た
主
張
に
は
、
君
主
主
義

か
ら
共
和
主
義

へ
の
転
換
と
い
う
点

に
限

っ
て
も
、
い
く
つ
か
の
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
バ

ロ
ン
は
、
自
由
を
主
唱
す
る

「
シ
ヴ
ィ
ッ
ク

・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
が
、
君
主
国
ミ
ラ
ノ
と
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
対
決

の
中
で
生
じ
た
も
の

で
あ
り
、

一
五
世
紀
初
頭

の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
新
し
い
現
象
で
あ

っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
は
ミ
ラ
ノ
の
君
主

と
の
戦
争

の
際
に
、
自
ら
が
共
和
国
で
あ
り
、
自
由
な
国
家
で
あ
る
こ
と
を
大

い
に
誇

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

い
く

つ
か
の
研
究
か

ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
共
和
主
義
は
、
こ
の
時
期

に
誕
生
し
た
新
し

い
思
想
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
共
和
制
や
自
由

と
い
う
テ
ー
マ
は
、
戦
時
に
お
い
て
前
面

に
押
し
出
さ
れ
た
と
は
言
え
よ
う
が
、
都
市

の
共
和
主
義
そ
れ
自
体
は
、
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
。

実

の
と
こ
ろ
、

バ
ロ
ン
の
指
摘
す
る
時
期
に
お
い
て
は
、
自
由

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
む
し
ろ
、

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
や
そ

の
周
辺
諸
都
市

に
お
け

る
共
和
主
義
的
伝
統
を
十
分
に
認
識
し
た
上
で
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
の
思
想
が
ダ
ン
テ
に
代
表
さ
れ
る
君
主

(皇
帝
)
主
義

か
ら
、
ブ
ル
ー
ニ

に
代
表
さ
れ
る
共
和
主
義

へ
の
思
想
的
変
化
を

遂
げ
た

と
い
う
バ
ロ
ン
ら
の
図
式

に
対
抗
し
、
本
論
で
は
ル
ネ
サ
ン
ス

・
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
共
和
主
義
が
中
世
か
ら
継

承
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に
、
い
く

つ
か
の
先
行
研
究
は
、
バ
ロ
ン
の
指
摘
し
て
い
る
時
期
以
前
に
、
共
和
主
義
的
な
議

論
が
す

で
に
登
場
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
イ
タ
リ
ア
の
都
市
国
家
全

般
を
議
論

の
対
象
と

し
て
い
る
た
め
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
へ
の
言
及
は
少
な
い
。
本
論
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
に
対
象
を
限
定
し
な
が
ら
、
こ
の
都
市
に
も
他

の
都
市

国
家
と
同
様

に
共
和
主
義
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
点
で
の
長
期
的

コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ

っ
た
と
考
え
る
。
だ
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

同
じ
都
市
に
お
け
る
君
主
主
義
的
な
議
論
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
の
重
要
な
作
業

の

一
つ
は
、
こ
の
問
題

に
取
り

組
む
こ
と
で
あ
る
。

第

一
節
と
第
二
節
で
は
、
中
世
都
市

一
般
の
政
治
的
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
こ
の
問
題
の
解
明
に
取
り
組
む
こ
と
と
す
る
。
こ
の
問
題

は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人

の
統
治
意
識
が
、
他
の
都
市
共
和
国
の
理
論
家
と
同
様
に
、
次

の
よ
う
な
二
重
構
造
を
な
し
て

い
た
と
理
解
す
る
こ

と
で
解

決
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は

}
四
世
紀
末
頃
ま
で
は
明
ら
か
に
、
都
市

の
共
和
制
的
自
治
に
固
執
す
る
一
方

で
、
世
界
規
模

で

の
君
主
制
的
秩
序
を
望
ま
し
い
姿
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
君
主
と
は
、

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
上
位
者
た
る
皇
帝
な
い
し
教
皇
で
あ
り
、
実
際

に
こ
れ
ら
庇
護
者
に
対
す
る
服
従
は
、
当
時
の
都
市

の
自
治

に
と

っ
て
、
必
要
不
可
欠

で
も
あ

っ
た
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
は
、
世
界

の
君
主

制
的
秩

序
の
枠
内

に
自
ら
の
共
和
国
を
見
る
形
で
、
世
界
全
体
と
都
市
と
の
統
治
形
態
を
峻
別
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
に
は
、
共
和
主
義
と
い
う
点
で
の
連
続
性
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
思
想
上
の
重
要
な
変
化

が
な
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
そ
の
変
化
と
は
、
世
界
君
主
制
と
い
う
理
念
の
希
薄
化
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期

二

四
世
紀
後
半
以
降
)
の
フ
ィ

レ
ン
ツ

ェ
人
に
と

っ
て
、
祖
国
は
、
旧
来
の
世
界
的
君
主
か
ら
独
立
し
た
存
在
と
な
り
つ
つ
あ

っ
た
。
自
国
を
自
立
的
存
在
と
捉
え
る
態
度

が
高
ま

っ
て
い
た
点
か
ら
す
れ
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
共
和
主
義
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期

に
お
い
て
強
化
さ
れ
た
と
言
う

こ
と
は
で
き
よ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
ブ
イ
レ
ン
ッ

ェ
思
想
を
め
ぐ
る
バ
ロ
ン
の
主
張
は
、
普
遍
的
君
主
国
か
ら
個
別
的
共
和
国

へ
の
関
心
の
移
行
と
し
て
捉
え
直
さ

れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
思
想
上
の
変
化
は
、
皇
帝
と
教
皇
と
い
う
上
位
者
の
勢
力
が
徐
々
に
衰
退
し
た
現
実
に
対
応
し
て
い
る
。

本
論

の
第
三
節
と
第
四
節
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
け
る
こ
う
し
た
思
想
上

の
漸
進
的
変
化
を
扱
う
こ
と
と
す
る
。

と
り
わ
け
着
目
す
べ



き
点

は
、
こ
の
都
市

の
政
治
的
環
境
の
独
自
性
で
あ
る
。
初
期

ル
ネ
サ
ン
ス
の
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
は
、
上
位
者

へ
の
依
存
状
況
か
ら
脱
却
す
る

の
み
な
ら
ず
、
ト
ス
カ
ー
ナ
地
域

に
対
す
る
覇
権
を
獲
得
し

つ
つ
あ

っ
た
。
地
域
の
支
配
者
と
し
て
の
共
和
国
と

い
う
認
識
は
、

こ
の
都
市

固
有

の
視
座
の
浮
上
を
意
味
し
て
い
る
。
共
和
主
義

の
伝
統
を
的
確

に
踏
ま
え
な
が
ら
、
都
市
国
家
の
こ
う
し
た
現
実
を
見
る
な
ら
ば
、

ル

ネ
サ

ン
ス

・
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
特
徴
の
一

つ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
都
市
に
よ
る
覇
権
の
獲
得

・
維
持

の
活
動
が
、

共
和
主
義
的
自
由

に
関
す
る
知
的
営
為
を
随
伴
し
て
い
た
点
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
第
三
節
で
は
、

一
四
世
紀
後
半
に
お
け
る
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
と
教
会
国
家

(世
界
の
君
主

た
る
教
皇
)
と
の
対
立
を

主
た
る
考
察
の
対
象
と
す
る
。
都
市
共
和
国
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
戦
略
は
、
教
皇

に
対
抗
可
能
な
勢
力
を
形
成
す
る
た
め
、
ト
ス
カ
ー
ナ
に
お

け
る
他

の
諸
共
和
国
と
連
携
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
目
的
達
成

の
た
め
に
有
効
と
考
え
ら
れ
た
方
策

の

一
つ
は
、
君
主
国

ミ
ラ
ノ
と
の
戦

い
の
場
合
と
同
様
に
、
自
由
や
共
和
主
義
と

い
う
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
表
明
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
よ

る
こ
う
し
た
価
値

の
表
明
は
、
自
ら
と
他

の
諸
国
家

の
共
和
制
的
自
治
の
慣
習
を
明
ら
か
に
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
訴
え
は
、
伝
統
的
な
グ

ェ

ル
フ
ィ
主
義
か
ら
の
離
脱
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
盟
主
と
し
て
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
政
治
的
地
位
は
、
祖
国

を
古
代

ロ
ー
マ
の
よ
う
な

卓
越

し
た
も
の
と
し
て
特
別
視
す
る
態
度
を
伴

っ
て
い
た
。

第

四
節
で
は
、
教
会
国
家
と
の
戦

い
の
後
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
さ
ら
に
こ
の
自
立
的
な
路
線
を
進
み
つ
つ
、
皇
帝
支
配
の
正
当
性
に
匹
敵

し
う
る
理
論
を
模
索
し
た
こ
と
を
論
じ
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
、

い
わ
ば
自
ら
の
都
市
国
家
そ
れ
自
体
か
ら
そ
の
対
外
的
支
配

の
理
論
的
根

拠
を
導
き
出
そ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
都
市
は
、
自
ら
の
対
外
的
支
配

の
正
当
性
を
、
同
時
代

の
皇
帝
と
の
関
係
に
で
は
な
く
、
古

代

ロ
ー

マ
と
の
関
係

に
求
め
、
自
ら
が
古
代

ロ
ー
マ
共
和
国
か
ら
直
接
的
に
支
配
権
を
継
承
し
た
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
議

論
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
共
和
国
が
、
共
和
制
期

ロ
ー
マ
の
場
合
と
同
様
に
、
自
由
な
統
治
を
維
持
し
て
き
た
と
い
う
前
提

に
基
づ

い
て
い
た
。

ト
ス
カ
ー
ナ
地
域

に
お
け
る

「自
由
の
守
護
者
」
と
い
う
共
和
国
像
は
、
共
和
主
義
的
自
由

の
伝
統
と
い
う
認
識

の
下
に
打
ち
出
さ
れ
た
の

で
あ

っ
た
。

本
論
は
、
こ
の
よ
う
に
、

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
政
治
的
信
条
が
共
和
主
義
的
自
由

(共
和
制
的
自
治
)
の
維
持
を
図
る
も
の
で
あ

っ
た
と
解

釈
す
る
が
、
具
体
的
議
論
に
入
る
前
に
ま
ず

こ
の
概
念
を
定
義
し
て
お
こ
う
。
第

一
に
、
共
和
主
義
と
は
、
君
主
制

(君
主
国
)
よ
り
も
共



和
制

(
共
和
国
)
が
望
ま
し
い
と
す
る
理
念
や
信
条
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
君
主
制
と
共
和
制
の
分
類
基
準
は
、
抽
象
的
に
言
え
ば
、
権
力

集
中
の
有
無
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
具
体
的
要
件
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
統
治
者

の
数

(単
数

・
複
数
)
、
そ
の
決
定
方
法

(世
襲

・
選
挙
)
で

あ
る
(場
合

に
よ

っ
て
は
、
統
治
者

の
権
限
の
内
容
や
程
度
、
任
期
の
長
短
な
ど
も
分
類
基
準
と
な
り
え
た
)。
権
力
集
中
の
度
合
い
が
高
ま

れ
ば
、

そ
れ
だ
け
純
粋
な
君
主
制
と
な
る
。
そ
の
純
度
が
高
ま
り
、
統
治
者

の
恣
意
性
が
増
大
す
る
と
し
て
も
、
も
し

そ
の
人
物
の
徳
や
能

力
が
高

け
れ
ば
、
公
的
利
益

(
レ
ス

・
プ
ブ
リ
カ
)

の
追
求
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
君
主
国
と
い
え
ど
も
、

そ
の
状
態
は

「
共
和

国

(
レ
ス
・
プ
ブ
リ
カ
)
」
と
呼
び
う
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
資
質
の
継
続
的

・
安
定
的
維
持
が
困
難
だ
と
考
え
ら
れ
た

た
め
、
統
治
者
の
恣

意
性
を
で
き
る
か
ぎ
り
減
少
さ
せ
る
法
や
制
度
が
必
要
と
さ
れ
た
。
本
論
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
通
常
、
こ
う
し

た
仕
組

み
を
備
え
た
国
家
が
共
和
国
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
こ
の
統
治
形
態

(実
質
的
機
能
を
有
す
る
合
議
体
を
持

つ
国
家
)
に
お
い
て
こ
そ
、

個
人

へ
の
権
力
集
中
を
制
限
し
、
公
的
利
益
を
安
定
的
に
追
求
し
う
る
と
い
う
信
念
が
あ

っ
た
。

第
二

に
、
国
家

レ
ベ
ル
で
の
自
由
を
定
義
し
て
お
こ
う
。
し
ば
し
ば
こ
の
自
由
は
、
他

の
国
家
や
勢
力
の
支
配
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
か

っ
、
国
内
に
お
い
て
単

一
者

(ま
た
は
少
数
者
)
の
他
者
支
配
が
存
在
し
な
い
状
態
を
指
す
。
た
だ
し
、
国
家

の
他
国

か
ら
の
独
立
は
、
国

内
に
お
け
る
個
人
の
他
者
か
ら
の
独
立
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
で
あ
る
た
め
、
国
内
外
と
い
う
こ
の
区
分
は
、
当
時

の
人

々
が
二
つ
の
異
質
な

自
由
概

念
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
由
と
い
う
言
葉
は
、
あ
る
国
家
が
他
国
の
支
配
か
ら
解

放
さ
れ
た
場
合

の
よ
う
に
、
た
ん
に
国
家

の
独
立
の
み
を
指
示
す
る
場
合
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
た
と
え
そ
こ
に
君
主

(専
制
君
主
)
が

い
た
と
し
て
も
、
そ
の
国
家
は

「自
由
な
国
家
」
と
な

っ
た
と
言
わ
れ
え
た
。
ま
た
、
「
フ
ラ
ン
ス
王
国

の
自
由
」
と
言

わ
れ
る
場
合
の
よ
う

に
、
君
主
の
い
る

「自
由
な
国
家
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
え
た
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
こ
の
君
主
制
的
な
自
由

の
用
法
と
区
別
す
る

た
め
、
あ
え
て
共
和
主
義
的
自
由
と
い
う
言
葉
を
採
用
す
る
。

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
に
お
い
て
君
主
制
が
し
ば
し
ば

「専
制
」
と
換
言
さ
れ
る
の

は
、
各

市
民
の
自
己
決
定
や
政
治
参
加
を
重
視
す
る
価
値
観
に
よ
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
都
市

の

一
般
的
用
法
で
は
、
「自
由
な
国
家
」
と

は
、
君
主
制
の
対
称
概
念
と
し
て
の
共
和
制
で
あ

っ
た
。
な
お
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
定
義
の
仕
方
が
意
味
す
る
の
は
、
共
和
制
下
で
の

自
由
不
在
と
い
う
状
態
が
想
定
さ
れ
え
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



一

都
市

の
自
治
と
上
位
権
力

本
節
で
は
、
中
世
に
お
け
る
北

・
中
部
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
国
家
と
帝
国

・
教
会
と
の
基
本
的
関
係
を
明
確
化
す
る
。
こ
の
頃
に
際
立

っ
て

い
る
の
は
、
全
世
界
を

一
人
が
支
配
す
る
君
主
制
的
秩
序
こ
そ
、
適
切
な
統
治
の
あ
り
方
だ
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
多
く
の

都
市

国
家
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
の
間
に
は
、
多
く
の
点

で
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
う
し
た
基
本
的
関
係
を
踏
ま
え
る
な
ら

ば
、

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
と
い
う
都
市
国
家

の
政
治
思
想
を
容
易
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

北

・
中
部
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
多
く
の
諸
都
市
が
伯

・
司
教
な
ど
の
権
力
に
対
抗
し
、
自
ら
執
政
官

(
コ
ン
ソ
リ
)
を
選
出
す
る
と
い
う

意
味

で
の
自
治

へ
と
至

っ
た
の
は
、
お
よ
そ

一
一
世
紀
末
か
ら

一
二
世
紀
初
頭
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
政
治
的
共
同
体
は
、

か

つ
て
の
司
教
区

に
基
づ

い
て
お
り
、
そ
の
司
教
区
は
、
さ
ら
に
古
代

ロ
ー

マ
の
行
政
区

(キ
ウ
ィ
タ
ス
)
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら
諸
共
同
体
は
、

一
般

に
都
市
国
家
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
多
く

の
都
市
が
そ
の
起
源
に
お
い
て
共
和
制
的
自
治
を
、
す

な
わ
ち
、

一
定
期
間
に
複
数
者
が
統
治
す
る

「
コ
ン
ソ
リ
制
」
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
右
で
述

べ
た
よ
う
な
古
代

ロ
ー

マ
の

遺
産

を
多
少
な
り
と
も
継
承
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
制
度
や
思
想
を
考
察
す
る
上
で
見
落
と
す
べ
き
で
は
な

い
点
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う

に
、
中
世
イ
タ
リ
ア
の
都
市
国
家
は
、
と
り
わ
け

一
二
世
紀
中
葉
か
ら

一
三
世
紀
中
葉
に
か
け
て
、
神
聖

ロ
ー

マ
帝
国
の
皇

帝
た
ち
の
野
心

の
対
象
と
な

っ
た
。
例
え
ば
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

一
世

「
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
」
や
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世

の
よ
う
な
皇
帝
た
ち
は
、

古
代

ロ
ー

マ
帝
国
を
再
現
す
べ
く
、
イ
タ
リ
ア
遠
征

に
積
極
的

に
乗
り
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
タ
リ
ア
の
多
く
の
諸
都
市
は
、
た
び
た

び
教
皇

に
よ

っ
て
援
護

さ
れ
な
が
ら
、

ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
同
盟
や
ト
ス
カ
ー
ナ
同
盟

の
よ
う
な
形
で
結
束
し
た
。
す
で
に
こ
れ
ら
の
戦

い
の

時
期

に
、
都
市
国
家
は
、
「自
由

(
l
i
b
e
r
t
a
s

)
」
と
い
う
理
念
を

「
イ
タ
リ
ア
の
自
由
」
や

「教
会
の
自
由
」
と
も
換
言
可
能
な
形
で
、
頻
繁

(
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に
表

明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
対
立
に
お
い
て
、

フ
ラ
イ
ジ

ン
グ

の
オ
ッ
ト
ー
の
よ
う
な
皇
帝
側

の
著
述
家
を
驚

か
せ
た
の
は
、
イ
タ
リ
ア

の
都

市
国
家
が
自
由
維
持
の
た
め
に
古
代

ロ
ー
マ
を
規
範
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
こ
で
は
、
各
人
の
政
治
的
野
心
を
牽
制
す
る
観
点

か
ら
ほ
ぼ
毎
年

の
よ
う
に
執
政
官
を
交
代
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
、
そ
の
官
職
を
比
較
的
低

い
階
層
か
ら
も
選
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ

っ

た
。

都
市
国
家

の
こ
の
あ
り
方
は
、
本
論

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
に
共
和
国
に
他
な
ら
な

い
。



諸
都
市
国
家

の
同
盟
は
、
皇
帝
と
の
戦
い
を
自
ら
に
優
位
な
形
で
終
結
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
諸
権
利
の
い
く

つ
か
を
皇
帝

に
承

認
さ
せ
た
。
と
は
い
え
、
都
市
国
家
が
皇
帝

へ
の
忠
誠
を
誓
約
し
、
そ
こ
で
選
出
さ
れ
た
執
政
官
が
皇
帝
か
ら
の
叙
任

を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
か

っ
た
と
い
う
点
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
都
市
共
和
国
と

い
う
存
在
は
、
帝
国
の
法
的
秩
序
の
中

に
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
た
。
そ

れ
ゆ
え
、

=
二
世
紀
後
半
に
イ
タ
リ
ア
の
多
く
の
都
市
が
、
君
主
な

い
し
代
官
「ポ
デ
ス
タ
」
(も
と
も
と
帝
国
の
地
方
行
政
職
を
意
味
す
る
)

を
受
け
入
れ
た
こ
と
も
、
驚
く
に
あ
た
い
し
な

い
。
こ
の
よ
う
な
秩
序
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
皇
帝
を
頂
点
と
し
た
階
層
的

・
君
主
制
的

秩
序
で
あ
る
。

一
人
の
皇
帝
が
世
界
を
支
配
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
観
念
は
、
唯

一
の
神
が
世
界
を
支
配
し
て
い
る
と

い
う
キ
リ
ス
ト
教
信

仰
か
ら
容
易
に
導
か
れ
る
帰
結

で
も
あ

っ
た
。

多
く

の
都
市

に
と

っ
て
、
当
時
の
も
う

一
つ
の
上
位
勢
力
は
、
教
会
国
家

で
あ

っ
た
。
皇
帝
と
教
皇
と
い
う
二
つ
の
権
威

の
関
係
は
、
中

世
に
お
け
る
重
大
な
問
題
で
あ

っ
た
。
教
皇
側
の
理
論
家
た
ち
が
主
張
し
た
の
は
、
例
え
ば
、
教
皇
が
皇
帝

(な
い
し
国
王
)
よ
り
も
優
越

し
て
い
る
こ
と
、
教
会
が
教
会
領
や
そ
の
他
領
域

へ
の
世
俗
的
権
力
を
持
ち
う
る
こ
と
、
帝
位
が
教
会
か
ら
付
与
さ
れ
る
こ
と
、
教
皇
が
不

正
な
皇

帝
を
破
門
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
教
皇
の
地
位
が
神
か
ら
直
接
的

に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
霊
的
な

も
の
が
俗
的
な
も
の

に
優
位

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
教
皇

は
、
全
世
界
の
世
俗
権
力
者

に
対
す
る
包
括
的
な
支
配
権
を
持

つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
教
会

の
普
遍
性
を
主

唱
す
る

こ
う
し
た
議
論
は
、
教
皇
を
頂
点
と
す
る
君
主
制
的
な
秩
序
観
を
前
提

と
し
て
い
る
。
教
皇
は
こ
う
し
た
観
念

の
下
に
、

一
三
世
紀

末
に
は
そ
の
世
俗
的
野
心
を
ト
ス
カ
ー
ナ
の
諸
都
市

に
向
け
て
い
た
。
実
際
、
教
皇
に
よ
る
君
主
制
的
支
配

の
正
当
性

は
、
教
皇
と
都
市
国

家
と
の
対
決
の
時
期
に
、
教
会
法
学
者
に
よ

っ
て

(時

に
ロ
ー
マ
法
の
権
威
と
と
も
に
)
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
皇
帝
側
と
教
皇
側
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
そ
の
理
論
家
た
ち
が
通
常
試
み
た
の
は
、

一
方
の
み
が
世
界
に
対
す
る
支
配
権
を
持
ち
、

他
方
は
何

ら
職
務
や
役
割
を
持
ち
え
な
い
、
と
強
弁
す
る
こ
と
で
は
な
か

っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
世
界

の
安
寧
の
た
め
に
皇
帝
と
教
皇
の
協
調

が
不
可
欠
と
考
え
る

「
ゲ
ラ
シ
ウ
ス
理
論
」
の
伝
統
は
、
け

っ
し
て
途
絶
え
て
は
い
な
か
っ
た
。
両
者
の
協
調
と
い
う
観

念
は
、
「
キ
リ
ス
ト

教
的

ロ
ー

マ
帝
国
」
と
い
う
言
葉
が
し
ば
し
ば
用

い
ら
れ
た
点
に
も
認
め
ら
れ
る
。
両
者
は
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
、

い
わ
ば

一
つ
の

身
体
を
形
成
し
、
神

の
支
配

の
よ
う
な
君
主
制
的
秩
序
を
実
現
す
べ
き
存
在
で
あ

っ
た
。

一
方
が
君
主
で
あ
り
、
他
方
が
そ
の
下
位
的
存
在

な

い
し
代
理
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
場
合
も
、
こ
の
君
主
制
的
理
念

に
変
わ
り
は
な

い
。



ト

マ
ス

・
ア
ク
ィ
ナ
ス
の
議
論
は
、
中
世
的
な
統
治
形
態
論
の
典
型
で
あ
り
、
後
の
議
論

に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で

一
瞥

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
都
市
共
和
国
の
自
治
に
関
心
を
持

っ
て
い
た
後

の
著
述
家
た
ち
は
、
ト
マ
ス
の
議
論

を
意
識
し
つ
つ
も
、
彼

と
は
や
や
異
な
る
主
張
を
打
ち
出
す
こ
と
と
な
る
。
彼

の

『君
候
統
治
論
』
は
、
純
粋
に
理
論
的
に
見
る
限
り
、
複

数
者
よ
り
も
単

一
者

に

よ
る
統
治
が
有
益
だ
と
論
じ
て
い
る
。

一
人
支
配
が
望
ま
し
い
と
い
う
根
拠
は
、
例
え
ば
、

一
人
支
配
が
平
和
的
統

一
を
よ
り
有
効
に
実
現

し
う

る
点
や
、
複
数
の
人
間
よ
り
も

一
人

の
方
に
政
策
的

一
致
が
見
出
せ
る
点
や
、

一
人
支
配
が
神
の
支
配
と
類
似

し
て
い
る
点
に
求
め
ら

れ
て

い
る
。
十
分

に
留
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
ト

マ
ス
の
そ
の
著
作
が
キ
プ

ロ
ス
と
い
う
具
体
的
な
場
所
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
、
彼
が
帝
国
内
部
の
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的

・
経
験
的
事
情
を
完
全

に
無
視
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
、
容

易
に
推
測
で
き
る
。
と

は

い
え
、
右
に
述

べ
た
理
論
的
根
拠
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、

い
ず
れ
の
地
域

で
あ
れ
君
主
制
が
共
和
制
よ
り
も
優
れ
て
お
り
、
ま
た
、

一
人

の
君
主
に
よ
る
世
界
支
配

(帝
制
)
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
三
世
紀
の
都
市
国
家
の
人
々
も
、
皇
帝
と
教
皇
の
二

つ
の
権
威
を
、

一
つ
の
帝
国
の
二

つ
の
機
能

(剣
)
と
み
な
す
に
せ
よ
、
上
位
者

と
下
位
者
と
み
な
す
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
現
実
的
勢
力
と
み
な
す
に
せ
よ
、
自
ら
の
上
位
者

と
み
な
し
て
い
た
。
こ
の

よ
う

に
、
都
市
国
家
が
世
界
的
な
君
主
制
の
枠
組
み
の
内
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
理
由
は
、
イ
タ
リ
ア
都
市

国
家
の
外
交
政
策
が
現
実

的
に
皇
帝
な
い
し
教
皇
の
い
ず
れ
か
の
勢
力

に
大
い
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
点
に
あ
る
。
か
つ
て
古
代

ロ
ー

マ
帝
国
が
そ
の
枠
内

に

実
に
様
々
な
共
同
体

の
自
治
を
許
容
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
都
市
が
そ
の
自
治
を
自
明
視
し

つ
つ
も
、
世
界
規
模

の
巨
大
な
枠
組
み
の

一

部
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
識
を
持

っ
て
い
た
こ
と
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
当
然
、
そ
れ
ら
上
位
者

の
影
響
力
は
、
場
合

に

よ

っ
て
は
、
そ
の
内
政
に
も
直
接
的
に
及
ぶ
こ
と
が
あ

っ
た
。
こ
の
意
味
で
は
、
都
市
共
和
国
は
、
君
主
制
的
な

い
し
帝
国
的
支
配
の
下
に

あ

っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

改

め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、

一
四
世
紀
初
頭
に
、
例
え
ば
、

ル
ッ
カ
の
プ
ト
ロ
メ
ウ
ス
や
パ
ド
ヴ

ァ
の
マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ

(
18
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レ
ス
の
都
市
共
和
国
論
を
同
時
代
の
分
析

に
適
用
し
て
い
る
。
都
市
共
和
国
と
い
う
環
境
は
、
こ
の
古
代
哲
学
者

の
統
治
論
を
よ
り
忠
実

に

受
け

入
れ
る
条
件
を
な
し
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
ら
が
世
界
的
君
主
制
の
枠
組
み
の
中
で
都
市
を
捉
え
て
い
た
点

に
は
十
分
に
留
意
す

べ
き

で
あ

る
。
プ
ト

ロ
メ
ウ
ス
は
、
地
方

(
p
r
o
v
i
n
c
i
a

)
に
は
王
制
が
適
切
で
あ
る
と
す
る
が
、

こ
の
例
外
と
し
て
イ
タ
リ
ア
の
諸
都
市
を
挙
げ



て
お
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
が
複
数
者
の
支
配
と
い
う
意
味

で

一
般
に

「
ポ
リ
ス
的

〔政
治
的
〕」
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
だ

が
、
彼

に
都
市

レ
ベ
ル
で
の
こ
う
し
た
共
和
主
義
が
あ
る
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
、
教
皇
が
イ
タ
リ
ア

に
古
代

ロ
ー
マ
を
復
活
さ
せ
る
べ
き
人
物
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
教
皇

に
よ
る
世
界
規
模
で
の
君
主
制
が
正
当
な
支
配

で
あ
る
、
と
確
信
し

(20
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て
い
た
。

ま
た
、

マ
ル
シ
リ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
国
家
(
r
e
g
n
u
m
)と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
意
味
の

一
つ
に
お
い
て
は
、
多
数

の
都
市
や
地
方
が

一

つ
の
統
治
の
下
に
(
s
u
b
 
u
n
o
 
r
e
g
i
m
i
n
e
)

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。」
彼
は
、
そ
う
し
た
大
規
模
な
意
味
で

の
国
家
に
は

一
人
支

配
が
適
切
で
あ
る
が
、
他
方
、
都
市
な
ど
の
小
規
模
共
同
体

に
は
、
貴
族
制
や

「
国
制
」
(
a
r
i
s
t
o
c
r
a
t
i
a
 
e
t
 
p
o
l
i
t
i
a
)

と
い
っ
た

「よ
く
組

織
さ
れ
た
」
統
治
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
論
じ
て
い
る
。

マ
ル
シ
リ
ウ
ス
は
、
教
皇

の
世
俗
的
支
配
を
諸
悪

の
根
源
と
し
て
非
難
す
る
と
と

も

に
、
皇
帝
こ
そ
国
王
や
君
主
た
ち
の
上
位
者
で
あ
り
、
地
上
の
支
配
者

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

右
の
二
人
は
、
教
皇

主
義
と
皇
帝
主
義
と

い
う
点

で
こ
そ
対
照
的
で
あ
る
が
、
両
者
と
も
同
様

に
、
世
界
君
主
国
に
お
け
る
都
市
共
同
体
と

い
う
構
造
的
意
識
を

抱

い
て
い
た
の
で
あ
る
。

ニ

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
と
上
位
権
力

一
三

世
紀
の
ブ
イ
レ
ン
ッ

ェ
も
、

い
ず
れ
か
の
上
位
者
の
政
治
勢
力
に
し
ば
し
ば
依
存
し
な
が
ら
、
都
市

の
共
和
制
的
自
治
を
図
る
と
い

う
点

で
、
他
の
多
く
の
都
市
国
家
の
例
外
で
は
な

い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
、
ギ

ベ
ッ
リ
ー

こ
と
グ

ェ
ル
フ
ィ

と
い
う

二
つ
の
党
派
が
そ
れ
ぞ
れ
皇
帝
と
教
皇

に
結
び

つ
き
な
が
ら
、
激
し
い
権
力
闘
争
を
繰
り
返
し
た
。
例
え
ば
、

一
二
五
〇
年

に
、
ギ

ベ
ッ
リ
ー

ニ
を
打
倒
し
た
グ

ェ
ル
フ
イ
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
復
帰
し
、
「第

一
次
民
衆
制
」
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
統
治
体
制
を
樹
立
し
た
。
し

か
し
、
そ
の

一
〇
年
後
に
は
、
ギ
ベ
ッ
リ
ー
ニ

が
グ

ェ
ル
フ
ィ
を
モ
ン
タ
ペ
ル
テ
ィ
で
壊
滅
さ
せ
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
け
る
従
前

の
体
制

を
廃
止
し
た
。
し
か
し
、
さ
ら
に
そ
の
六
年
後
に
、
教
皇
の
要
請
を
受
け
た
フ
ラ
ン
ス
王
シ
ャ
ル
ル

・
ダ
ン
ジ

ュ
ー
が
、
ベ
ネ
ヴ

ェ
ン
ト
で

ギ
ベ
ッ
リ
ー
ニ

に
対
す
る
決
定
的
勝
利
を
収
め
、
グ

ェ
ル
フ
イ
は
、
そ
の
支
援
の
下
で
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
に
復
帰
し
た
。
こ
の
後
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ



は
、
か
つ
て
の
よ
う
な
民
衆
的
統
治
を
採
る
こ
と
と
な

っ
た
。
こ
う
し
た
事
情

に
よ
り
、
グ

ェ
ル
フ
ィ
と

い
う
言
葉

は
、
政
治
的
に
親
教
皇
・

フ
ラ

ン
ス

・
ナ
ポ
リ
の
み
な
ら
ず
、
民
衆
寄
り
の
路
線
を
も
意
味
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
グ

ェ
ル
フ
ィ
主
義
の
コ
ン
セ
ン

サ
ス
の
下
に
、

一
二
八
二
年

に
ア
ル
テ

(組
合
)

に
依
拠
し
た
プ
リ
オ
ー
リ

(複
数
者

か
ら
な
る
政
務
官
)
制
を
採
用
し
、
こ
の
制
度
は
、

そ
の
後
約
二
五
〇
年
間
続
く
こ
と
と
な
る
。

こ
う
し
た
共
和
制
の
統
治
形
態
は
、
他

の
多
く

の
都
市
国
家
が
シ
ニ
ョ
リ
ー
ア
制

(君
主
制
)
へ
と
変
貌
し
て
い
く
中
で
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

の
特

徴
で
あ
り
続
け
た
。
都
市
共
和
制

へ
の
執
着
は
、
世
界
規
模
で
の
君
主
制
的
秩
序

の
維
持
と
両
立
可
能
で
あ

っ
た
。

一
四
世
紀
初
頭
の

フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
の
修
道
士

レ
ミ
ジ
オ

・
デ

・
ジ

ロ
ラ
ミ
は
、
共
和
制
統
治
を
前
提
に
市
民
の
理
念
を
論
じ
て
い
る
。
彼
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
主
張
を
踏
襲
し
、
「人
間
は
本
性
的
に
都
市
国
家
的
な
動
物
(
a
n
i
m
a
l
 
c
i
v
i
l
e
)

で
あ
る
か
ら
、
市
民
で
な
け
れ
ば
人
間
で
は
な
い
」
と

論
じ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
考
え
で
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
崩
壊
す
れ
ば
、
か
つ
て
そ
の
市
民
で
あ

っ
た
者
は
、
も
は
や
人
間
で
は
な

い
。

レ
ミ
ジ
オ
は
、
都
市
共
同
体
の
利
益
が
個
人
の
利
益
に
優
先
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
と
論
じ
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ

(30
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ば
、
市
民
と
は
、
あ
た
か
も

「市
壁
に
埋
め
込
ま
れ
た
石
」
で
あ

っ
た
。
彼
は
、
「も
し
、
罪
が
な

い
場
合
に
も
罰
が
あ
り
、
そ
の
罰
が
い
か

に
大

き
な
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
人
間
は
、
自
ら
が
都
市
の

一
部
で
あ
る
限
り
、
定
め
ら
れ
た
愛

の
力
で
、
都
市
が
罰
を
受
け
て
自
ら

が
免
責
さ
れ
る
こ
と
よ
り
も
、
自
ら
が
罰
を
受
け
て
都
市
が
免
責
さ
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
え
述

べ
て
い
る
。
個
人

・
党

派
の
利
益
に
対
す
る
公
的
利
益

の
優
位
と
い
う
彼
の
訴
え
は
、
裏
返
せ
ば
、
ブ
イ
レ
ン
ツ

ェ
内
部
の
激
し
い
党
派
対
立

と
い
う
現
実
を
物
語

っ

(32
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て
い
る
。

自
分
自
身
よ
り
も
祖
国
を
愛
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
レ
ミ
ジ
オ
の
議
論
か
ら
は
、
都
市

に
対
す
る
彼
の
愛
着
を
容
易
に
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。
だ
が
、
彼

に
よ
れ
ば
、
都
市
全
体

の
利
益
が

一
市
民
の
利
益
よ
り
も
望
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
と
同
様

に
、
教
会
と
い
う
よ
り
大

き
な
政
治
的
単
位
の
利
益
が
都
市
や
地
方
の
利
益
よ
り
も
望
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
都
市
は
、
教
会

と
い
う
広
域

の
階
層
的

秩
序

の

一
角
を
な
す
も
の
で
あ

っ
た
。
た
し
か
に
、

レ
ミ
ジ
オ
は
、
教
皇
に
よ
る
世
俗
権
力

の
直
接
的
行
使
を
否
定

し
て
い
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、

つ
ね
に
と
は
言
え
な
い
に
せ
よ
、
普
遍
的
教
会

の
利
益
が
都
市
の
利
益

に
優
位
す
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、

レ
ミ
ジ
オ
に

と

っ
て
、
都
市
が
教
皇

に
従
う

べ
き
だ
と
い
う
グ

ェ
ル
フ
ィ
主
義
は
、
教
皇
の
皇
帝

に
対
す
る
優
位
と
い
う
観
念
と
と
も
に
、
強
力
な
も
の



で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
自
立
性
や
個
別
性
の
意
識
は
、
ま
だ
十
分
に
強
力
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
へ
の
愛
着
が

一
般
的
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
こ
の
頃

に
都
市

の
年
代
記
や
歴
史
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
点

か
ら
も
推
測
で
き
る
。

だ
が
、
他
方
で
、
世
界
に
お
け
る
多
様
性
を
包
摂
す
る
上
位
者
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
ら
著
述
家

に
と

っ
て
も
、
同
様
に
自
明
で
あ

っ

た
。
例
え
ば
、
ジ

ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ヴ
イ
ッ
ラ
ー
ニ

の

『年
代
記
』
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
へ
の
強
い
愛
着
を
示
し
て
い
る
。
彼
は
、
「
わ
が
都
市

フ
ィ
レ
ン
ッ

ェ
、
す
な
わ
ち
、

ロ
ー
マ
の
娘
で
あ
り
、
そ
の
産
物
で
あ
る
こ
の
都
市
は
、

ロ
ー
マ
が
衰
退
す
る

一
方
で
、
そ
の
勢
力
を
増
大

さ
せ
、
偉
業
を
成
し
遂
げ
て
き
た
」
と
誇

っ
て
い
る
。
だ
が
、
彼
の
考
え
で
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
自
由
と
は
、
皇
帝

か
ら
付
与
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
ま
た
、
教
皇

に
対
す
る
反
逆
は
、
教
皇
が
古
代

ロ
ー

マ
帝
国
を
継
承
し
た
が
ゆ
え
に
、
正
当
な
支
配

へ
の
反
逆
で
も
あ

っ
た
。

デ
ィ
ー

ノ

・
コ
ン
パ
ー
二
の

『年
代
記
』
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
が
皇
帝
に
服
従
し
な
い
と
い
う
意
志
を
そ
の
使
節
に
明
言
し
た
こ
と
を
記
録

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
ヴ
イ
ッ
ラ
ー
ニ

と
同
様

に
、
こ
の
都
市

に
対
す
る
特
別
な
思
い
入
れ
を
持

っ
て
お
り
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
は
「
ロ
ー

マ
の
娘
た
る
高
貴
な
都
市
」
だ
と
い
う
確
信
を
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
年
代
記
が
皇
帝

の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
介

入
を
予
期
し
な
が
ら

締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
彼
も
ま
た
、
都
市
が
帝
国
に
属
す
る
と
い
う
観
念
を
抱

い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
皇
帝

の
権
力

に
依
拠

し

つ
つ
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
支
配
権

の
再
獲
得
を
目
指
す
ギ
ベ
ッ
リ
ー
ニ

の
試
み
は
、
皇
帝
が
そ
れ
に
十
分
な
支
援

を
与
え
る
の
で
あ
れ

ば
、

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
現
統
治
者
に
と

っ
て
の
深
刻
な
脅
威
と
な
ろ
う
。

ダ

ン
テ
の
議
論
も
、
グ

ェ
ル
フ
ィ
と
ギ
ベ
ッ
リ
ー

こ
の
闘
争

の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
彼
は
、
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
階
層
的
秩

序
を
想

定
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
世
界
に
は
様
々
な
個
別
的
共
同
体
が
存
在
す
る
も
の
の
、
人
間
は
共
通

の
法
を
持
ち
、
し
か
も
、
世

界
平
和

を
目
指
す
こ
の
法
は
、
皇
帝
に
由
来
す

べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。
ダ

ン
テ
は

『帝
制
論
』
で
、
「帝
制
の
下
で
存
在

し
て
こ
そ
、
十
分
に

自
由
な

の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
彼
の
諸
著
作
で
繰
り
返
さ
れ
る
主
張
に
よ
れ
ば
、
人
間
全
体
に
と

っ
て
、

一
人

の
君
主
を
冠
す
る

「世
界
帝
国
(
m
o
n
a
r
c
h
i
a
)

」
こ
そ
、
適
切
な
統
治
形
態
で
あ
る
。
実
際
、
『帝
制
論
』
第

一
編
は
、
そ
の
理
由
の
説
明

に
費
や
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
例
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
共
同
体
が
全
体
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
や
、
神
の
絶
対

的
な
世

界
支
配
が
君
主
の
世
界
支
配
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
『帝
制
論
」第
二
編
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー

マ
の
帝
制
期
は
、

キ
リ
ス
ト
の
誕
生

の
時
期
と

一
致
し
て
お
り
、
ま
た
、
世
界
に
対
す
る
帝
国
的
支
配
も
、
神

の
摂
理

に
よ
る
も

の
に
他
な
ら
な
い
。
教
皇
個



人

に
対
す
る
ダ
ン
テ
の
批
判
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
ダ

ン
テ
の
期
待
す
る
皇
帝
と
は
、
教
皇

の
協
力
を
必
要
不
可

欠
と
す
る
存
在
で
も
あ

っ
た
。
皇
帝
が
人
類

の
救
済
に
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
と
い
う
理
念
は
、
終
末
論
的
視
座
と
と
も
に
、
『神
曲
』
の

中

に
も
見
出
せ
る
。
他
方
、
実
践
的
見
地
か
ら
ダ
ン
テ
は
、
皇
帝
の
イ
タ
リ
ア
到
来
を
亡
命
先
で
待
ち
望

み
、
そ
れ
を
多
く
の
人
々
に
訴
え

(
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続
け

て
い
る
。

ダ

ン
テ
は
、
こ
の
よ
う
に
帝
制
論
者
と
し
て
あ
ま
り
に
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
ブ
イ
レ
ン
ツ
ェ
統
治

に
関
す
る
彼

の
考
え
は
、
そ
の
具
体

的
見
解
が
明
記
さ
れ
て
い
な

い
が
ゆ
え
に
、
ほ
と
ん
ど
着
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
彼
に
よ
る
帝
制
の
強
調
が
、
ブ
イ
レ
ン
ツ
ェ

の
激
し

い
党
派
対
立

の
結
果
、
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
間
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
忘
れ
て
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
亡
命

後

で
さ
え
も

「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
愛
す
る
」
と
明
言
し
て
お
り
、
そ
の
都
市
よ
り
も
心
地
良

い
場
所
は
、
地
上
に
存
在
し
な
い
と
さ
え
述

べ

(50

)

て

い
る
。
ダ

ン
テ
が
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
で
生
ま
れ
育
ち
、
し
か
も
、
そ
の
共
和
制
統
治
に
深
く
関
与
し
て
い
た
事
実

を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
彼

の
目
指
す
帝
制
が
ブ
イ
レ
ン
ツ

ェ
の
自
治
を
犠
牲
に
し
た
体
制
と
見
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
事
実
、
『帝
制
論
』
で
論
じ
ら
れ
る
と
こ

ろ

で
は
、
皇
帝
は
、
都
市
内
部

の
詳
細
ま
で
を
も
直
接
的

に
決
定
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
国
家
や

王
国
は
、
そ
れ
ら
の
事
情

(51
)

に
従

い
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な

っ
た
法
で
統
治
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

こ
の
主
張
か
ら
す
れ
ば
、
彼
の
帝
制
論
は
、
フ

ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
自
治
の
放

棄

や
伝
統
的
な
統
治
形
態
の
転
換
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
さ
ら
に
留
意
す
べ
き
点
は
、
彼
が
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
内
部
の

一
人

支
配

を
肯
定
す
る
よ
う
な
姿
勢
を
け

っ
し
て
見
せ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
も
し
、
ダ

ン
テ
が
将
来
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
戻
り
、
政
治
に
再
び
参

与
す

る
期
待
を
わ
ず
か
で
あ
れ
抱

い
て
い
た
と
す
れ
ば
、
自
ら
を
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
市
民
と
呼
ぶ
彼
に
と

っ
て
、
都
市
国
家
の
皇
帝

へ
の
従
属

や
都
市
内
部
で
の
君
主
支
配
と
い
う
事
態
は
、
耐
え
難

い
も
の
だ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
彼

に
と

っ
て
、
現
実
的
な
重
要
性
は
む
し
ろ
、
皇
帝

な

い
し
ギ
ベ
ッ
リ
ー
ニ

諸
都
市

の
支
援

を
得
な
が
ら
、
自
ら
の
党
派
が
都
市

の
支
配
権
を
獲
得
す
る
点

に
あ

っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
な

わ
ち
、
彼
の
政
治
目
標
は
、
皇
帝
の
影
響
力
を
イ
タ
リ
ア
に
及
ぼ
し
、
教
会

の
世
俗
的
権
力
を
抑
え
る
こ
と
、

こ
れ
に
よ

っ
て
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
の
グ

ェ
ル
フ
ィ
政
権
を
転
覆
し
、
自
派
の
統
治
下
で
都
市

の
内
紛
を
終
わ
ら
せ
る
点

に
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
共
和
制
的
自

治

の
慣
習
を
変
更
す
る
こ
と
で
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

皇
帝

ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
や

ル
ー
ド
ヴ
ィ
ヒ
四
世
は
、

一
四
世
紀
初
頭
に
イ
タ
リ
ア
遠
征

に
乗
り
出
す
も
の
の
、

こ
う
し
た
試
み
は
、
ダ

ン



テ
の
切
な
る
期
待
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
か
ら
す
れ
ば
、
完
全
な
失
敗

に
終
わ

っ
た
。
こ
の
頃
に
は
皇
帝

の
権
威
は
、
低
下
し
つ
つ
あ

っ

た
と
言

え
る
。
と
は
い
え
、
対
外
的
危
機
に
お
い
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
自
力
で
共
和
制
的
自
治
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
容
易
で
は
な

か

っ
た
。
こ
の
都
市
国
家
は
、
暫
定
的
に
せ
よ
、
自
ら
の
「
シ
ニ
ョ
ー
レ

(君
主
)」
と
し
て
外
国
人
を
幾
度
か
推
戴
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

す
な
わ

ち
、

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
は
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
に
脅
か
さ
れ
た

一
三

一
三
年

に
ナ
ポ
リ
王
ロ
ベ
ル
ト

(
ア
ン
ジ
ュ
ー
家
)
を
、
ま
た
、

カ
ス
ト

ル
ッ
チ

ョ
・
カ
ス
ト
ラ
カ
ー

二
に
敗
北
を
喫
し
た
一
三

二
五
年

に
は
、

ロ
ベ
ル
ト
の
息
子

・
カ
ラ
ブ
リ
ア
公
カ

ル
ロ
を
、
名
目
的
に

せ
よ
受
け
入
れ
た
。
さ
ら
に
は
、

一
三
四
二
年

に
ル
ッ
カ
獲
得
の
失
敗
と
そ
れ
に
伴
う
財
政
的
危
機
の
た
め
、

ロ
ベ
ル
ト
の
女
婿

「ア
テ
ネ

公
」
ゴ

ー
テ
ィ

エ
・
ド

ゥ

・
ブ
リ
エ
ン
ヌ
を
同
様

に
迎
え
入
れ
た
。
都
市
の
プ
リ
オ
ー
リ
制
は
そ
の
ま
ま
で
あ

っ
た
が
、
こ
の

「
シ
ニ
ョ
ー

レ
」
は
、
プ
リ
オ
ー
リ

の
任
命
権
を
持
ち
、
さ
ら
に
終
身

の
任
期
を
得
る
こ
と
と
な

っ
た
。
た
し
か
に
、
そ
の
翌
年
に
は
市
民
が
武
装
し
、

「公
と

そ
の
仲
間
に
死
を
!
民
衆
と
都
市
お
よ
び
自
由
の
生
活
を
!
」
と
叫
び
な
が
ら
、
ア
テ
ネ
公
を
追
放
し
た
。
こ

の
点
か
ら
す
れ
ば
、

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
自
由
維
持

へ
の
欲
求
は
、
け

っ
し
て
微
弱
な
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
。
だ
が
、
当
時
の
フ

ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
実
力

は
、
外
部
権
力

へ
の
依
存
と
い
う
側
面
に
着
目
す
る
限
り
、
都
市
独
自
で
の
自
由
維
持
と
い
う
理
念
に
十
分
に
は
相
応

し
て
い
な
か

っ
た
。

こ
の
頃
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が

「グ

ェ
ル
フ
ィ
と
自
由
」
と
い
う
親
教
皇
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
皇
帝
の
脅
威
を
ま
だ

念
頭
か
ら
完
全

に
は
払
拭
で
き
な

い
状
況
を
示
し
て
い
る
。

都
市

の
共
和
制
に
固
執
す
る
見
解
は
、
世
界

の
君
主
制
的
秩
序
を
強
調
す
る
見
解
と
抵
触
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

一
四
世
紀
中

葉

に
注
解
学
派
バ
ル
ト
ル
ス
が
展
開
し
て
い
る
議
論
は
、
こ
の
観
点
か
ら
読
ま
れ
う
る
。
ま
ず
、
共
和
制
的
自
治
に
関

す
る
彼
の
議
論
を
見

て
み
よ
う
。
彼
は

『都
市
統
治
論
』

の
中
で
、
自
ら
が
生
活
し
て
い
た
ペ
ル
ー
ジ

ァ
の
み
な
ら
ず
、
ブ
イ
レ
ン
ツ
ェ
を
含
む
北

・
中
部
イ
タ

リ
ア

の
諸
都
市
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
。
彼
は
そ
の
議
論
の
最
初
で
、
統
治
形
態
を
六

つ
に
分
類
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従

っ
て
い

る

(た
だ

し
、
そ
の
う
ち
の
悪
し
き
三
統
治
形
態
を

い
ず
れ
も

「専
制
」
と
呼
ん
で
い
る
)
。
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
ダ

ン
テ
の
議
論
と
は
異
な
り
、

す

べ
て
の
国
王
が
善
良
な
わ
け
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
「王
制

(
m
o
n
a
r
c
h
i
a

)」
な

い
し

一
人
支
配
が
最
善
と
は
限
ら
な

い
、
と
主
張
し
て
い

る
。
彼

は
、
専
制
の
形
成
を
防
止
す
る
と

い
う
観
点
か
ら
、
国
家
を
そ
の
規
模
の
大
き
さ
と
い
う
基
準
で
三

つ
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
適

切
な
統
治
形
態
が
あ
る
と
い
う
議
論
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
議
論
に
よ
れ
ば
、

ロ
ー

マ
帝
国
の
よ
う
な
最
大
規
模
の
国
家
で
は
、
君
主
制



が
適
切
で
あ
る
も
の
の
、
中
規
模

の
都
市
国
家
で
は
貴
族
制
が
、
小
規
模
の
都
市
国
家
で
は
民
主
制
が
適
切
で
あ
る
。
複
数
者
統
治
の
理
念

と

い
う
点

か
ら
す
れ
ば
、
ト
ス
カ
ー
ナ
の
諸
都
市

(中
小
規
模
の
国
家
)
に
関
す
る
彼

の
見
解
を
共
和
主
義
と
呼
び
う
る
。

バ

ル
ト
ル
ス
が
、
都
市
は

「
そ
れ
自
体
で
君
主
(
s
i
b
i
 
p
r
i
n
c
e
s
)

」
で
あ
る
と
い
う
有
名
な
命
題
を
表
明
し
て
い
る
点
も
、
右
の
こ
と
か
ら

容
易

に
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
命
題
は
、
皇
帝

の
干
渉
を
排
除
す
る
た
め
の
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
主
張
、
す
な
わ
ち
、
「
い
か
な
る
上
位
者
を
も

認
め
な
い
国
王
(
r
e
x
)は
、
そ
の
王
国
内

に
お
い
て
君
主
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
受
容
し
て
い
る
。

バ
ル
ト
ル
ス
に
よ
れ
ば
、
「
上
位
者

を
認

め
な
い
」
と
こ
ろ
の
都
市
国
家
は
、
事
実
上
す
で
に
自
治
を
行

っ
て
お
り
、
ま
た
、
都
市
内
部

で
は
都
市
国
家
が
君
主
と
し
て

「支
配

権
(
i
m
p
e
r
i
u
m
,
 
j
u
r
i
s
d
i
c
t
i
o
)

」
を
保
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ス
カ
ー
ナ
の
都
市
国
家
は
、
「自
由
な
国
民
」
で
あ
り
、
そ
の
内
部
で
は
皇

帝
が
行
使
し
て
い
る
よ
う
な
権
力

(立
法
権

・
裁
判
権

・
執
行
権
な
ど
)
を
手
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
都
市
の
自
立
の
理
念
を
見

出
す
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
う
し
た
主
張
が
事
実
上
独
立
し
て
い
る
都
市
国
家

の
法
的
権
利
の
表
明
だ
と
す
れ
ば
、
皇
帝
は
、
も

は
や
都
市
の
上
位
者

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
、
都
市
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
獲
得
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し

か
に
、
バ
ル
ト
ル
ス
は
、

例
え
ば
、
長
期
的
慣
習
と

い
う
点

か
ら
都
市
国
家
が
そ
れ
自
体
で
支
配
の
正
当
性
を
有
し
う
る
と
考
え
な

い
わ
け

で
は
な
か

っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
彼
は
、
伝
統
的
見
解
と
同
様
に
、
具
体
的
な
都
市
国
家

に
よ
る
支
配
権
の
時
効
的
取
得
を
積
極
的
に
認
め
て
い
な
い
よ
う

に
見
え

る
。

ま
た
、
市
民

の
同
意
と
い
う
根
拠
も
、
対
外
的

に
は
さ
ほ
ど
有
効
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

都
市

の
支
配
権
が
も
し
皇
帝
か
ら
付
与
さ
れ
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
皇
帝
は
法
的
に
は
、
都
市

の
上
位
者
で
あ
る
。
実
際
、

ロ
ー
マ
法
に

依
拠

す
る
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
法
的
源
泉
と
し
て
の
皇
帝

の
権
威
を
明
確
に
論
じ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
は

「法
律
上
す
べ
て
の
諸
国

民
を
支
配
者
す
る
」
存
在
で
あ

っ
た
。
も
し
こ
う
し
た
前
提
を

一
貫
さ
せ
る
な
ら
ば
、
都
市
国
家

に
よ
る
支
配

の
法
的
根
拠
は
、
皇
帝

に
求

め
ざ

る
を
え
な

い
。
ま
た
、
バ
ル
ト
ル
ス
の
考
え
で
は
、
皇
帝
の
地
位
が
神

に
由
来
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
い
わ
ば
地
上
の
神
で
あ
り
、

し
た
が

っ
て
、
そ
の
世
界
支
配
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
異
端
的
で
さ
え
あ

っ
た
。
さ
ら
に
、
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
都
市
の
支
配
権
を
纂
奪
し
た

当
時

の

「専
制
君
主
」
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
皇
帝
が
こ
の
支
配
者
を
法
的
に
排
除
し
う
る
と
考
え
て
い
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
彼
は
や
は

り
、
帝
国
の
法
秩
序
と
い
う
観
念
を
完
全

に
は
破
壊
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
は
い
え
、
都
市
国
家
が
支
配
権
を
皇
帝
か
ら
付
与
さ
れ
た
と
い
う
説
明
は
、
お
そ
ら
く
意
識
的

に
回
避
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た



し
か
に
、
帝
国

の
世
界
支
配
と
い
う
観
念
が

一
般
的
だ

っ
た
と
す
れ
ば
、
都
市
国
家
が
皇
帝

(な
い
し
教
皇
)
の
代
理

で
あ
る
場
合
、
都
市

は
、
そ

の
内
部
、

コ
ン
タ
ー
ド
(周
辺
農
村
地
域
)
、
さ
ら
に
そ
の
周
辺
の
都
市
の
い
ず
れ
に
対
し
て
で
あ
れ
、
自
ら

へ
の
服
従
を
要
求
す
る

こ
と
が

で
き
よ
う
。
し
か
し
、
皇
帝
と
都
市
国
家

の
意
志
が
戦
争
の
よ
う
な
形
で
根
本
的
に
対
立
す
る
場
合
、
法
的
源
泉
を
帝
国
に
見
出
す

立
場
を
採
る
限
り
、
法
的
に
は
皇
帝
が
都
市
国
家

の
存
在
を
否
定
し
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
彼
は
、
都
市
国
家
が
単
独

で
そ
の
権
力
の
正
当

性
を
有

す
る
と
い
う
主
権
論
的
な
説
明
を
少
な
く
と
も

一
貫
さ
せ
て
は
い
な
い
。
そ
う
し
た
両
義
的
な
態
度
は
、
状
況
判
断

に
基
づ
く
彼
の

政
治
的
思
慮
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
か
り
に
皇
帝

の

一
定

の
権
威
を
認
め
る
に
せ
よ
、
ペ
ル
ー
ジ
ァ
市
民
た
る
彼
の
個
人
的

(
65
)

信
条
は
、
そ
の
都
市
国
家

(な
い
し

一
般
的
な
都
市
国
家
)
に
対
す
る
皇
帝
の
直
接
的
干
渉
を
認
め
よ
う
と
し
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
「都
市

が
そ
れ
自
体
で
君
主
で
あ
る
」
と

い
う
命
題
を
表
明
す
る
こ
と
は
、
都
市

の
自
立
性
を
読
者
に
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ

る
。

三

フ

ィ
レ

ン
ツ

ェ
の
支
配
権
拡
大
と
自

由

の
イ
デ
オ

ロ
ギ

ー

バ
ル
ト
ル
ス
の
命
題
は
、
皇
帝
な

い
し
教
皇
を
頂
点
と
す
る
階
層
的
秩
序
観
が
希
薄
と
な

っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
上
位
者

に
対

す
る
都

市
国
家

の
自
立
と
い
う
考
え
は
、

一
四
世
紀
後
半
に
よ
り
鮮
明
と
な
る
。
そ
の
意
識
や
思
想
は
、
都
市
国
家
の
支
配
権
拡
大
と
い
う

現
実
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
主
に
教
皇
支
配
に
対
抗
す
る
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
政
策
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
う
し
た

意
識
や
思
想
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

す
で

に

一
四
世
紀
初
頭
以
降
、
フ
イ
レ
ン
ツ
ェ
の
外
交
文
書

で
は
、
都
市
国
家
な

い
し
ト
ス
カ
ー
ナ
地
域
の
自
由
と

い
う
テ
ー
マ
が
繰
り

返
さ
れ

て
い
た
。
ま
た
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
法
令

か
ら
は
、
聖
俗
い
ず
れ
の
支
配
勢
力
に
も
従
属
す
ま

い
と
い
う
意
志
が
見
て
取
れ
る
。
フ
ィ

レ
ン
ツ

ェ
で
一
三
二
四
三
年
に
民
衆
的
統
治
が
成
立
し
た
後
、
そ
れ
ま
で
の
教
皇
寄
り
の
路
線
は
、
も
は
や
自
明
の
方
策

で
は
な
か
っ
た
。
そ

の
理
由

の

一
つ
は
明
ら
か
に
、
フ
イ
レ
ン
ツ
ェ
の
拡
大
政
策
が
教
会
国
家
と
の
軋
轢

を
生
じ
さ
せ
た
点
に
あ
る
。
多
く

の
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
市

民
か
ら
す
れ
ば
、
教
会
国
家

の
対
外
的
活
動
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
グ

ェ
ル
フ
ィ
主
義

の
擁
護
と
い
う
よ
り
も
、
ト

ス
カ
ー
ナ
地
域

の
併

合
を
狙
う
野
心
的
試
み
に
他
な
ら
な
か

っ
た
。
他
方
で
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
、
さ
ら
に
ア
レ
ッ
ツ
ォ
、
プ
ラ
ー
ト
、
ピ

ス
ト
イ
ア
、
ヴ
ォ
ル



テ
ッ
ラ
な
ど
を
獲
得
し
、
ト
ス
カ
ー
ナ
地
域
で
の
覇
権
を
掌
握
し

つ
つ
あ

っ
た
。

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
こ
の
地
域
で
の
支
配
権
を
徐
々
に
拡
大
す
る

一
方
で
、
そ
の
地
域
外
の
大
規
模
勢
力

に
対
抗

す
る
場
合
に
は
、
自
ら
の

安
全

の
確
保
は
、
同
地
域

に
お
け
る
他
の
諸
共
和
国
の
協
力
に
か
か

っ
て

い
た
。

こ
れ
ま
で
に
も
ブ
イ
レ
ン
ツ
ェ
は
、
拡
大
す
る
ミ
ラ
ノ
の

脅
威

を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
ト
ス
カ
ー
ナ
や
そ
の
周
辺
地
域

の
自
由
擁
護
の
た
め
に
こ
う
し
た
地
域
の
諸
国
家
が
協
調
す

べ
き
だ
と
訴
え
て

い
た
。
そ
う
し
た
統

一
的
政
策
の
観
念
は
、
け

っ
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
例
え
ば
、
ジ

ョ
ヴ
ァ
ン
ニ

・
ヴ
イ
ッ
ラ
ー
ニ

は
、
古

代

ロ
ー
マ
の
偉
大
さ
が
、

ロ
ー
マ
人
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
イ
タ
リ
ア
人
の
協
調
関
係
に
よ

っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
見
て
お
り
、
そ
の

う
ち
の
ト
ス
カ
ー
ナ
人
の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
。
兄
の
執
筆
作
業
を
継
承
し
た
マ
ッ
テ
オ

・
ヴ
イ
ッ
ラ
ー
ニ

も

、
ト
ス
カ
ー
ナ
の
自
由
を

古
代

ロ
ー
マ
か
ら
の
遺
産
と
見
て
い
た
。
彼

の

『年
代
記
』
に
よ
れ
ば
、
「
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
、
ペ
ル
ー
ジ
ァ
、

シ
エ
ナ
と
い
っ
た
都
市
」
は
、

外
部

の
専
制
に
対
抗
し
な
が
ら
、
「古
代

ロ
ー
マ
に
よ

っ
て
彼
ら
に
残
さ
れ
た
権
利
と
自
由
を
維
持
し
て
き
た
」
。

も

は
や
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の

「グ

ェ
ル
フ
ィ
主
義
」
は
、
都
市
が
教
会

に
服
従
す
べ
き
だ
と
い
う
理
念
的
要
素
を
失

い
つ
つ
あ

っ
た
。
シ
エ

ナ
で
も
反
教
会
の
感
情
が
広
ま

っ
て
い
た
事
実

か
ら
す
れ
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ッ

エ
が
、
同
様

の
境
遇
に
あ
る
諸
都
市
と
提
携
を
試
み
た
こ
と
は
、

容
易

に
想
像
で
き
よ
う
。
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
デ
ル
・
ポ
ポ

ロ
の
碑
文
で
は
、
「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
主
導
の
下
で
、
全
ト
ス
カ
ー
ナ
は
幸
福
を
享
受
し

て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
そ
の
中
で
、
こ
の
都
市
は
、
古
代

ロ
ー
マ
と
同
列
に
置
か
れ
て
い
る
。
言

っ
て
み
れ
ば
、
教
会
の
グ

ェ

ル
フ
ィ
同
盟
は
、
ブ
イ
レ
ン
ッ

ェ
を
中
核
と
す
る
ト
ス
カ
ー
ナ
同
盟

に
取

っ
て
代
わ

っ
た
。

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
主
導

に
よ
る
こ
の
地
域
の
安
定

確
保

と
い
う
政
策
は
、
そ
の
都
市
が
か
つ
て
の
上
位
者
た
る
教
会
に
敵
対
す
る
勢
力
と
な

っ
て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を

端
的

に
示
す
事
件
は
、

一
三
七
五
年

か
ら
一
三

七
八
年
ま
で
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
教
会
国
家
と
の
直
接
対
決
で
あ

る
。

「
八
聖
人
戦
争
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
戦
争
で
も
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
戦
略
は
、
自
由
と
い
う
名
の
下
で
中
部
イ
タ
リ
ア
諸
都
市

に
同
盟
を
求

め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
は
、
自
ら
と
も
に
教
皇
に
対
抗
す
る
よ
う
強
く
訴
え
か
け
た
。
ト
ス
カ
ー
ナ
の
諸
都
市

の
多

く
は
、
共
和
制
的
自
治
を
維
持
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
、
周
辺
諸
都
市
の
自
由
を
尊
重
す
る
態
度
を
示

し
て

い
た
。
共
和
国

の
書
記
官

コ
ル
ッ
チ
ョ

・
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
も
、
そ
の
外
交
文
書

の
中
で
ト
ス
カ
ー
ナ

(な
い
し
イ
タ
リ
ア
)
の
自
由
維

持
と
外
部
的
専
制

へ
の
抵
抗
と
を
繰
り
返
し
訴
え
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「
ト
ス
カ
ー
ナ
全
体
は
、
あ
た
か
も

一
つ
の
身
体

の
よ
う
に
、
協



力
し
て
侵
攻
者

に
対
抗
し
、
自
ら
と
他

の
ト
ス
カ
ー
ナ
人
の
安
全
を
確
保
す
る
で
あ
ろ
う
」
。
容
易
に
推
測
さ
れ
る
よ
う

に
、
周
辺
諸
都
市
は
、

現
在

の
統
治
者
と
統
治
形
態
と
の
維
持
を
重
要
な
条
件
と
し
て
外
国
勢
力
と
手
を
結
ぼ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
外
交
文
書

で
繰
り
返
さ
れ
る

「自
由
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
、
対
教
皇
同
盟
の
形
成

・
維
持

に
お
い
て

い
か
に
そ
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
重
要
性
を
持

っ
て
い
た
か
を
理
解
で
き
よ
う
。

た
し

か
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
は
、
ト
ス
カ
ー
ナ
の
自
由
を
標
榜
し
、
周
辺
諸
都
市
の
自
治
を
認
め
る
傾
向
を
持

っ
て

い
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ

の
存
在
は
、
そ
の
周
辺
諸
都
市
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
他

の
有
力
な
外
国
勢
力
と
同
様
に
、
自
ら
に
実
質
的
な
帝

国
支
配
を
及
ぼ
し
か

ね
な

い
も
の
で
あ
ろ
う
。
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
こ
れ
ま
で
の
対
外
拡
張
は
、
た
と
え
周
辺
諸
都
市
が
そ
れ
を
専
制
的
行
為

と
非
難
し
な
か

っ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
ら
諸
都
市

に
は
明
白
で
あ

っ
た
。
実
際
、
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス

一
一
世
は
、
彼
ら
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
人

こ
そ
が

「周
辺
諸
都

市
の
自

由
を
可
能
な
ら
ば

つ
ね
に
隷
属
さ
せ
た
の
だ
」
と
主
張
し
た
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ル
プ
ス
以
北
と
比
較
し
た
場

合
、
イ
タ
リ
ア
の
都
市
国
家

の
基
本
的
特
徴
は
、
す
で
に
そ
の
最
初
期
以
来
、
都
市
が
コ
ン
タ
ー
ド
の
封
建
貴
族
や
近
隣
都
市
を
吸
収
し
、

こ
う
し
た
周
辺
領
域
を
統

一
す
る
力
を
持
ち
続
け
た
点

に
あ
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ト
ス
カ
ー
ナ
地
域

へ
の
野
心
的
試

み
は
、
自
ら

の
起
源

を
し
ば

し
ば
古
代

ロ
ー

マ
に
求
め
る
態
度
と
重
な
り
合
う
。
人
文
主
義
者
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
は
、

ロ
ー

マ
が
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
母
で
あ
る
と
い

う
見
解

を
継
承
し
て
い
る
が
、
彼
が
そ
う
し
た
神
話
を
積
極
的

に
利
用
し
た
こ
と
は
、
都
市
の
対
外
政
策
を
擁
護
す
る
意
図
が
あ

っ
た
と
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

コ
ン
タ
ー
ド
や
近
隣
都
市

の
征
服
と
い
う
、
中
心
都
市
か
ら
遠

い
地
点

に
支
配
領
域
を
拡
大
す
る
活
動
は
、
教
会
国
家

に
限
ら
ず
、
同
様

の
形
で
成

長
し
て
き
た
他
の
外
国
勢
力
と
衝
突
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
典
型
的
な
事
例
と
し
て
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
と
ミ
ラ
ノ
の
対
立
が
挙
げ

ら
れ
よ
う
。
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
は
す
で
に
十
四
世
紀
中
葉

に
、
ミ
ラ
ノ
を
ト
ス
カ
ー
ナ
地
域

へ
の
脅
威
と
捉
え
て
、
自
由
維
持

の
た
め
に
は
こ

の
地
域

の
諸
都
市
の
統

一
的
政
策
が
不
可
欠
だ
と
周
辺
諸
都
市

に
訴
え
か
け
て
い
た
。

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
こ
う
し
た
主
張
は
、

一
三
九
〇
年

頃
か
ら
始

ま
る
ミ
ラ
ノ
と
の
本
格
的
な
対
決
に
お
い
て
際
立

っ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
は
こ
の
時
期

に
、

ミ
ラ
ノ

の
支
配
者
ジ
ャ
ン
ガ

レ
ア
ッ
ツ

ォ

・
ヴ
イ
ス
コ
ン
テ
ィ
を
専
制
君
主
と
呼
び

つ
つ
、
そ
の
支
配
を
自
ら
の
自
由

な
統
治
に
対
置
さ
せ

た
。
盟
主

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
、
例
え
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
自
ら
の
自
由
擁
護
の
た
め
に
、
ま
た
、
き
わ
め
て
重

い
く
び

き
に
よ

っ
て
抑
圧
さ



れ
た
人
々
の
自
由
の
た
め
に
、
武
器
を
取

っ
て
い
る
の
だ
」
と
公
言
し
た
。
そ
の
際
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
、
伝
統
的
な
地
域
的
連
携

の
意
識

に
訴
え
る
た
め
に
、
「
グ

ェ
ル
フ
ィ
と
自
由
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
使
用
を
も
惜
し
ま
な
か

っ
た
。
こ
う
し
た
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
積
極
的
展

開
も
ま
た
、
主
に
周
辺
都
市
同
盟
の
形
成

・
維
持

・
強
化
を
意
図
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
は
、
人
文
主
義

の
点

で
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
後
継
者
で
あ
り
、
彼

の
外
交
文
書

の
特
徴
は
、
古
代
の
教
養
や
雄
弁

・
修
辞
学
を
駆
使
し
て
い
る
点

に
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
の
文
筆
能
力
は
、
敵
将
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
イ
が
彼
の
文
書
は
千

の
騎
兵
に
匹
敵
す
る
と
語

っ
た
、
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で

(
90
)

あ

っ
た
。

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
に
よ
る
こ
う
し
た
言
論
活
動
の
必
要
性
は
、

一
五
世
紀

に
入

っ
て
も
け

っ
し
て
低
下
し
な
か

っ
た
。
こ
の
頃
、
き
わ
め
て

多
く

の
都
市
が
、
必
ず
し
も
自
発
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
ミ
ラ
ノ
の
傘
下

に
属
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
、
政
治

的
孤

立
を
深
め
る
の
み
な
ら
ず
、
存
続

の
危
機
に
さ
え
あ

っ
た
。
ミ
ラ
ノ
陣
営
に
加
入
し
た
諸
都
市

の
著
述
家
は
、
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
の
統

治
が

こ
れ
ま
で
の
絶
え
間
な
い
闘
争
に
終
止
符
を
打
ち
、
イ
タ
リ
ア
に
平
和
を
確
立
す
る
で
あ
ろ
う
と

い
う
期
待
を
表
明
し
、
そ
の
支
配
を

容
認

す
る
態
度
を
示
し
た
。
ま
た
、
ミ
ラ
ノ
自
身
も
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ

に
対
抗
し
、
例
え
ば
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
自
ら
の

「親

」
で
あ
る
教
会
を
攻
撃
し
た
と

い
う

「不
敬
な
」
事
実
を
突
く
の
み
な
ら
ず
、
か
つ
て
教
皇
が
用
い
て
い
た
論
理
、
す
な
わ
ち
、
フ
ィ

レ
ン
ツ

ェ
の

「過
酷
な
専
制
」
こ
そ
が
、
イ
タ
リ
ア
人
の
多
く
を
苦
し
め
て
い
る
の
だ
と
い
う
主
張
で
応
戦
し
た
。
さ
ら
に
、
ミ
ラ
ノ
や
そ

の
同

盟
国
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
内
部

に
も
、
古
代
ア
テ
ネ
の
場
合
と
同
様
、
少
数
者

に
よ
る
専
制
が
あ
る
、
と
弾
劾
し
た
。

サ

ル
タ
ー
テ
ィ
は

『ヴ
イ
チ

ェ
ン
ツ
ァ
の
ア
ン
ト

ニ
オ

・
ロ
ス
キ
に
対
す
る
論
駁
』
な
ど
で
、
そ
れ
ら
の
非
難
を
逐

一
論
駁
し
て
い
る
。

こ
の
著
作
の
中
で
注
目
し
て
お
く
べ
き
は
、
ト
ス
カ
ー
ナ
の
諸
都
市
が
北
イ
タ
リ
ア
の
地
域
と
は
異
な
る
特
徴
、

つ
ま
り
自
由
を
維
持
し
て

い
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
上
の
戦
略
は
、

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
と
ト

ス
カ
ー
ナ
諸
都
市
が
、
君
主
制
ミ
ラ
ノ
や
そ
の
同
盟
国

と
は
対
照
的
に
、
共
和
制
と
い
う
政
治
的
慣
習
を
共
有
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
を
周
辺
諸
都
市
に
再
認
識
さ
せ

る
点
に
あ

っ
た
。
周
辺
諸

都
市
宛

の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
外
交
文
書
は
、
例
え
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
た
ん
に
地
理
的
な
近
さ
だ
け
で
な
く
、
統
治
形
態
の
特
性
と
自
由

へ
の

欲
求

の
点
で
同
様
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
あ
な
た
方
に
思
い
出
さ
せ
よ
う
」
と
訴
え
て
い
る
。
他
方
で
サ
ル
タ
ー
テ
イ
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ

内
部

の
専
制
と
い
う
非
難
に
も
反
論
を
示
し
て
い
る
。
彼
が
力
説
し
た
こ
と
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
は
、
君
主
の
恣
意
的
な
権
力
行
使



が
可
能

な
ミ
ラ
ノ
と
は
異
な
り
、
例
え
ば
、
そ
の
政
策
遂
行
上
、
民
衆
の
審
議
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
共
和
国
の
制
度
が
官
職

交
代
や
在
職
期
間
を
定
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
他
国
と
は
異
な
り
、
共
和
主
義
的
自
由
の
慣
習
を
持

っ
て
い
る

(98
)

こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
言
え
よ
う

こ
う
し
た
共
和
主
義
的
見
解

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
の
議
論

に
は
、

一
人
支
配
を
擁
護
し
て
い
る
見
解

が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
そ

の
た
め
、
従
来
の
研
究

で
は
、
ち
ょ
う
ど

マ
キ
ァ
ヴ

ェ
ッ
リ
解
釈
の
場
合
と
同
様

に
、
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
の
思
想

に
矛
盾
や
転
向
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
本
論
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
共
和
主
義
の
連
続
性
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ

る
た
め
、
こ
の
問
題

に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
サ
ル
タ
ー
テ
イ
は
、
共
和
国
の
書
記
官
職
に
約
三
十
年
も
就

い
て
い
て
お
り
、
ま
た
、
こ
の
都
市

へ
の
愛
着
を

表
明
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
彼
が
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
共
和
国
の
伝
統
か
ら
離
脱
し
た
、
と
速
断
す
る
こ
と
に
は
慎
重

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ

ろ
う
。

ま
ず

、
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
は
外
交
書
簡
で
、
た
し
か
に
皇
帝
を

「世
界
の
支
配
者
」
や

「イ
タ
リ
ア
の
父
」
と
呼
ん
で

い
る
。
だ
が
、
彼

の

こ
う
し
た
主
張
は
、
実
践
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
都
市

の
帝
国

へ
の
従
属
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
政
治
的
な
孤

立
状
態

に
陥

っ
た
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
が
、
皇
帝

に
自
ら

へ
の
支
援

・
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
当
面

の
と

こ
ろ
は
、
ま
さ
に
そ

の
自
由
維
持
の
た
め
に
有
効
な
手
段
で
あ

っ
た
。
同
様

の
観
点
か
ら
、
イ
タ
リ
ア
の
統

一
と
い
う
主
張
も
、
そ
れ
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
従
属

を
伴
う

形
で
の
イ
タ
リ
ア
国
家
確
立
を
指
し
て
い
な

い
以
上
、
都
市
の
共
和
制
的
自
治
と
両
立
し
う
る
。

次
に
、
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
は

『専
制
君
主
論
』
で
、
帝
制

(な

い
し
君
主
制
)
が
望
ま
し
い
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、

彼
が
そ

こ
で
他
の
統
治
形
態
に
対
す
る
君
主
制
の
優
位
を
主
張
し
て
い
る
た
め
、
右
に
述

べ
た
実
践
的
見
地
で
は
な
く
、
純
粋

に
理
論
的
見

地
か
ら

す
れ
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
共
和
制
的
自
治
の
否
定
を
帰
結
す
る
可
能
性
が
な

い
わ
け
で
は
な

い
。
パ
ド
ヴ

ァ
の
学
生

に
宛
て
ら
れ
た

こ
の
著
作
が
い
か
な
る
意
図
に
基
づ
い
て
い
た
か
、
と
い
う
問
題
の
解
明
に
こ
こ
で
取
り
組
む
余
裕
は
な
い
が
、
次

の
三
点
は
留
意
し
て
お

く
べ
き

で
あ
ろ
う
。
第

一
は
、
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
が
帝
制

の
無
条
件
的
な
優
位
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
彼
の
議

論
は
、
ダ

ン
テ
と
は
異
な
り
、
皇
帝

の
善
性
と
い
う
前
提

で
展
開
さ
れ
て
は
い
な
い
。
第
二
は
、
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
が
た
し
か
に
帝
制
の
優
位

性
を
論

じ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
議
論
は
、
帝
制
す
な
わ
ち
悪
で
あ
る
と
い
う
単
純
な
見
解

に
対
抗
し
た
も
の
で
あ

る
と
い
う
点

で
あ
る
。



こ
の
よ
う
な
皇
帝
論
が
展
開
さ
れ
た
時
期
が
、
纂
奪
者
た
る
ジ

ャ
ン
ガ
レ
ア
ッ
ツ
ォ

・
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
に
付
与

さ
れ
た
公
爵

の
称
号
を
取

り
上
げ
る
よ
う
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
新
皇
帝

に
期
待
し
て
い
た
頃
と
重
な
る
こ
と
は
、
十
分

に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第

三
に
、
最
も
重
要
な
こ
と
だ
が
、
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
が
そ
の
著
作
で
紹
介
し
て
い
る
議
論
は
、
人
間
の
共
同
体
を

三
つ
に
区
分
し
て
い
る
。

彼
は
、
そ
れ
ら
が

「
国
家
、
都
市
な
い
し
地
方
、
家
」
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
統
治
形
態
が
あ
る
と
説
明

し
て
い
る
。
こ
の
議
論
に

(
㎜
)

よ
れ
ば
、
都
市
の
統
治
形
態
と
は
、
「
ポ
リ
ス
的
」
統
治
で
あ
り
、
こ
れ
は

「国
家
」
に
お
け
る
王
制
に
対
比
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
説
明

は
、

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
大
規
模
の
国
家
で
は

一
人
支
配
が
適
切
で
あ
る
が
、
都
市
国
家
に
は
固
有
の
統
治
形
態
が
採
ら
れ
る
べ
き

だ
、

と
い
う

マ
ル
シ
リ
ウ
ス
や
バ
ル
ト
ル
ス
ら
の
伝
統
的
記
述
と
同
様

で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
サ
ル
タ
ー
テ
イ
の
主
張
も
ま
た
、
伝
統
的

な
理
解
と
同
様
に
、
世
界
君
主
制

の
理
念
を
示
し
な
が
ら
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
の
存
続
を
前
提
と
し
て
い
た
、
と
解
釈
す
る
の
が
自
然

で
あ

ろ
う
(専
制
君
主
に
関
す
る
論
点
な
ど
に
お
い
て
彼
の
議
論
は
、
バ
ル
ト
ル
ス
か
ら
の
直
接
的
影
響
が
う
か
が
え
る
)。
さ
ら
に
、
十
分

(
1
)

に
留
意
す
べ
き
は
、
こ
の
著
作
で
彼
が
議
論

の
対
象
と
し
て
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
名
を
ま

っ
た
く
挙
げ
て
い
な
い
点

で
あ
る
。

四

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
覇
権
と
歴
史
解
釈

前
節
で
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
思
想
が
教
会
の
権
威
か
ら
脱
却
し
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
本
節
で
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・ブ
ル
ー

ニ
が
、
神
聖

ロ
ー
マ
帝
国
に
代
わ
る
権
威
を

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
歴
史
に
求
め
た
と
い
う
こ
と
点
を
指
摘
す
る
。
彼
の
こ
う
し
た
知
的
作
業
は
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
周
辺
地
域
の
支
配
者
で
あ
る
と
い
う
当
時
の
現
実
を
明
ら
か
に
意
識
し
て
お
り
、
そ
の
作
業
は
こ
う
し
た
意
識

の
下
で
、

自
由

や
共
和
制
と
い
う
価
値
に
訴
え

つ
つ
、
都
市
国
家

の
対
外
的
支
配
を
正
当
化
す
る
試
み
で
あ

っ
た
。

サ
ル
タ
ー
テ
ィ
の
書
記
官
職
を
継
承
し
た
ブ
ル
ー
ニ

は
、
古
代

ロ
ー

マ
の
娘
・
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
い
う
神
話
を
積
極
的

に
利
用
し
て
い
る
。

彼
が

一
五
世
紀
初
頭

に
執
筆
し
た

『
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
礼
賛
』
に
よ
れ
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
対
外
的
な
支
配
権

は
、
世
襲
的
相
続

に
よ

っ

て

ロ
ー
マ
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
財
産

の
防
衛
な
い
し
回
復
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
対

(801

)

外
戦
争

の
正
し
さ
は
明
白
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ニ

の
説
明
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
相
続
権
が
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
、



国
王
が

そ
の
威
厳
を
持

っ
て
い
た
時
期
に
の
み
子
孫
が
相
続
権
を
得
る
よ
う

に
、

ロ
ー
マ
が
最
も
偉
大
で
あ

っ
た
時
期
、
す
な
わ
ち
、
カ

エ

(㎜

)

サ
ル
ら
専
制
君
主
が
ま
だ
そ
の
自
由
を
纂
奪
し
て
い
な
い
時
期
に
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
が
誕
生
し
た
、
と
い
う
事
実
か
ら
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ニ

に

よ
れ
ば
、

ロ
ー
マ
人
が

「
一
人
支
配
」
に
従
属
さ
せ
ら
れ
た
後
、
彼
ら
の
才
能
や
能
力
は
消
滅
し
て
し
ま

っ
た
が
、
そ
れ
以
前

に
起
源
を
持

つ
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
は
、
高
貴
な
出
自
ゆ
え
に
、
そ
の
後
も
実
際
に
自
由
を
享
受
し
、
外
国
の
専
制
君
主
た
ち
に
対
抗
し
続
け
て
き
た
の
で
あ

(
Oll
)

る
。
彼

の
こ
う
し
た
視
座
か
ら
す
れ
ば
、
都
市
の
起
源
に
関
す
る
問
題
と
、
同
時
代
の
覇
権

の
問
題
と
は
、
き
わ
め
て
密
接

に
関
連
す
る
。

ま
た
、
ブ
ル
ー
ニ

は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
覇
権
を
、
正
義
や
慈
悲
と
い
う
徳
か
ら
、
す
な
わ
ち
、

そ
の
都
市
が
周
辺
諸

都
市
と

の
良
好
な
関
係
を
構
築
し
た
と
い
う
点
か
ら
導
き
出
し
て
い
る
。
彼
が
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
都
市

に
と

っ
て
の

「自

由
の
守
護
者
」
と
い
う
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
像
で
あ

っ
た
。
こ
の
著
作
は
、
形
式
的
に
は
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
的
作
品
の
模
倣

に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
、

そ
こ
か
ら
は
、
同
時
代
の
領
域
国
家
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
政
策
を
正
当
化
す
る
意
図
が
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

他
方
、

『フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
市
礼
賛
』
の
後
半

で
ブ
ル
ー
ニ

は
、

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
が
自
ら

の
内
部
に
お
け
る
専
制
を
防
止

す
る
た
め
、
行
政
職

の
権
限
分
散
、
複
数
者
に
よ
る
決
議
修
正
、
短

い
官
職
期
間
と
い
っ
た
共
和
制
的
な
仕
組
み
を
設
け
て
い
る
こ
と
を
論

じ
て
い
る
。
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
人
文
主
義
者
ブ
ル
ー
ニ

は
そ
の
著
作

で
、
古
代

ロ
ー
マ
と
同
時
代
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
が
自
由
や
共
和
制

と
い
う
点
で
共
通
し

て
い
る
と
見
て
い
る
。
だ
が
、
古
代
史
の
解
釈
と
同
時
代
の
政
治
理
解
を
直
結
さ
せ
る
な
ら
ば
、
ダ

ン
テ
に
よ
る
歴
史
解
釈
、
す
な
わ
ち
、

カ

エ
サ

ル
へ
の
肯
定
的
評
価
は
、
ブ
ル
ー
ニ

に
は
受
け
入
れ
が
た
い
は
ず
で
あ
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
に
対
す
る
彼

の
共
和
主
義
は
、
皇
帝
を

擁
護
す

る
歴
史
解
釈

の
立
場
と
抵
触
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
実
際
、
彼
の

『ピ

エ
ロ
・
パ
オ

ロ
・
ヴ

ェ
ル
ジ

ェ
リ
オ

に
献
じ
ら
れ
た
対
話
』

は
、
帝
制
支
持
者
ダ

ン
テ
の
態
度
に
批
判
的
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ニ

は
そ
の
第

一
部
で
、
古
代
人
崇
拝
の
観
点
か
ら
、
ダ

ン
テ
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
、

ポ
ッ
カ

ッ
チ

ョ
と
い
う
同
時
代

の
著
述
家
を
批
判
す
る
が
、
そ
の
後

お
そ
ら
く
改
め
て
執
筆
さ
れ
た
第
二
部
で
は
、
そ

の
説
を
撤
回
し
、
フ
ィ

レ
ン
ツ

ェ
の
高
名
な
一.一偉
人
を
賞
賛
し
て
い
る
。
ブ
ル
ー
ニ

は
、
こ
の
よ
う
に
ダ
ン
テ
の
地
位
を
回
復
さ
せ
た
と
は
い
え
、
注
目
す
べ
き
こ

と
に
、
ダ

ン
テ
の
カ

エ
サ
ル
評
価
を
不
適
切
と
考
え
る
点
で
は
、
終
始
一
貫
し
て
い
る
。

も
し

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
が
自
ら
の
支
配
権
を
古
代

ロ
ー
マ
か
ら
直
接
導
き
出
し
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
時
代
の
神
聖

ロ
ー
マ
帝
国
は
、
法
的

源
泉
と
し
て
さ
ほ
ど
重
要
な
存
在

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ブ
ル
ー
ニ

の
主
張
す
る
議
論
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
以
外

の
人
々
に
十
分
な



説
得

力
を
持

っ
て
い
た
、
と
推
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
だ
が
、

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
人
に
と

っ
て
、
帝
国
の
実
力

の
衰
退
は
、
歴
然
と
し

た
事

実
で
あ

っ
た
。
そ
の
頃

の
神
聖

ロ
ー

マ
帝
国
は
、
ド
イ
ツ
で
の
領
邦
君
主

へ
の
分
権
的
色
彩
を
強
め
て
お
り
、
皇
帝

に
よ
る
イ
タ
リ
ア

支
配

は
、
著
し
く
現
実
味
を
欠
い
て
い
た
。
実
際
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
、
皇
帝

ル
ー
プ
レ
ヒ
ト
を
イ
タ
リ
ア
に
招

き
、
ミ
ラ
ノ
に
対
抗
さ
せ

よ
う
と
し
た
も
の
の
、
彼
の
軍
隊
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
か
ら
の
金
銭
的
支
援

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敗
北
し
て
退
却

せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。

た
し
か
に
、
ブ
ル
ー
ニ

は
当
時
の
皇
帝

に
対
し
て
、
皇
帝
が
キ
リ
ス
ト
教
世
界

の
統

一
者
で
あ
る
と
表
明
し
て
み
せ
て
は
い
る
。
し
か
し
、

他
方

で
、
ミ
ラ
ノ
を
打
倒
し

「
イ
タ
リ
ア
を
救

っ
た
」
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
は
、
ブ
ル
ー
ニ

の
表
現
を
借
り
る
な
ら
ば
、
今
や

「全
世
界
の
権
力

や
支
配
権
を
手
中
に
し
う
る
」
存
在

で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
表
現
に
誇
張
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

そ
こ
か
ら
は
、
彼
の
意
識

に
お
け
る
皇
帝
権
威
の
低
下
を
容
易

に
読
み
取
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

ブ
ル
ー
ニ

に
と

っ
て
、
普
遍
的
な
グ

ェ
ル
フ
イ
主
義
の
観
念
も
、
も
は
や
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
個
別
的
利
益
に
優
位
す
る
も
の
で
は
な
か

っ

た
。
対
外
的
実
力
を
備
え
た
都
市
国
家
は
、
も
は
や
上
位
者

の
権
威

に
す
が
る
必
要
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
「グ

ェ
ル
フ
ィ
」

(㎜
)

と

い
う
表
現
は
、

一
五
世
紀
の
初
頭
以
降
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
外
交
文
書
か
ら
急
速

に
姿
を
消
し

つ
つ
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
変
化
の
要
因

に

は
、
ま
ず

「
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
捕
囚
」
や
そ
の
後

の
大
分
裂
で
教
会
そ
の
も
の
が
政
治
的
影
響
力
を
低
下
さ
せ
て
い
た
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

さ
ら

に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
が
教
会
国
家
と
戦

っ
た
点
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
そ
の
変
化

の
決
定
的
要
因
で
あ

る
。

も
は
や

ブ
イ
レ
ン
ツ

ェ
で
は
、
教
皇
と
皇
帝

の
い
ず
れ
も
が
、
ミ
ラ
ノ
や
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
へ
の
干
渉
能
力
を
失

っ
て
い
る
、
と
さ
え
考
え

ら
れ

て
い
た
。
他
方
、

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
人
は
、
自
ら
の
卓
越
性
の
意
識
を
強
化
し
て
い
た
。
す
で
に
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
は
、
イ
タ
リ
ア
の
中
で

た
だ

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人

の
み
が
、
ほ
ぼ

一
五
年

の
間
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
の
企
図
に
抵
抗
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
誇

っ
て
い
た
。
フ
ィ
レ
ン

ツ

ェ
は
そ
の
戦
果
と
し
て
、
一
四
〇
六
年

に
待
望
の
港
湾
都
市
ピ
サ
を
獲
得
し
、海
上
貿
易
に
不
可
欠
な
出

口
を
押

え
た
。
ブ
ル
ー
ニ

の
『フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
市
礼
賛
』
は
、
世
界
に
お
け
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
偉
大
さ
と
い
う
意
識
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
意
識

の
背
後

に
は
、
フ
ィ

(
塒
)

レ
ン
ツ
ェ
が
他

の
諸
国
家
を
支
配
す
る
と
い
う
意
味
で
、
帝
国
と
な

っ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
初
期

「近
代
」
の
政
治
思
想
の
特
徴

は
、
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
広
域
の
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
観
の
崩
壊
と
、
そ
れ
に
代
わ
る
個
別
的
国
家
観
の
登
場
と

い
う

(
翅
)

点

に
見

出

さ

れ

る

。

こ

う

し

た

特

徴

は

、

フ

ィ

レ

ン

ツ

ェ

に
も

お

お

よ

そ

妥

当

す

る

と

言

え

よ

う

。



お
わ
り
に

本
論

は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
に
お
け
る
共
和
主
義

の
連
続
性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
思
想
的
な
変
化
を
描
写
し
て
き
た
。
こ
の
都
市

の
政
治
論
は
、
普
遍
的
帝
国
か
ら
個
別
的
国
家

へ
と
そ
の
重
点
を
移
行
さ
せ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
卓
越
し
た
存
在
と
位
置

づ
け
る
態
度
の
背
後
に
は
、
こ
の
都
市
国
家
の
ト
ス
カ
ー
ナ
地
域
に
お
け
る
実
際
の
覇
権
獲
得
が
あ

っ
た
。

こ
の
地
域

の
盟
主
と
な

っ
て
い

た
フ
ィ
レ
ン
ッ

エ
は
、
共
和
主
義
的
自
由
と

い
う
価
値
に
訴
え
な
が
ら
、
自
己
の
生
き
残
り
と
対
外
支
配
を
図

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
表
明
は
、
か
り
に
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
書
記
官
た
ち
の
個
人
的
確
信
の
表
れ
で
は
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
こ

の
都
市
自
身
が
共
和

制

の
伝
統
を
持

っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
有
効
な
手
段
だ
と
考
え
ら
れ
た
。

ル
ネ
サ
ン
ス

・
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
特
徴
の

一
つ
は
、
都
市

の
帝
国
化

と
共
和
主
義
的
自
由
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
の
結
合

に
あ
る
。
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
人
文
主
義
的
性
格
を
強
く
帯
び
て

い
る
こ
と
は
、
改
め

て
言
う

ま
で
も
な
い
。

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
に
お
け
る
共
和
主
義
的
言
説

の
高
ま
り
は
、
世
俗
化

の
現
象
と
同
時
並
行
的
で
あ
る
。
人
文
主
義
の
発
展
は
、
そ
れ
が
異

教
時
代

の
古
典

に
深
く
関
与
す
る
も
の
で
あ

っ
た
た
め
に
、
世
俗
的
な
共
和
主
義
と
深
い
関
連
を
持

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
神

の
絶
対
的

な
世
界
支
配
と
い
う
観
念
が
弱
ま
る
な
ら
ば
、
個
別
的
国
家
や
複
数
者
統
治
を
正
当
と
す
る
余
地
が
大
き
く
な
ろ
う
。
ま
た
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

の
共
和
主
義

の
伝
統
は
、

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
内
政
、
す
な
わ
ち
、
党
派
対
立
の
問
題
(共
和
制
の
枠
内

で
の
具
体
的
統
治
形
態
と
い
う
問
題
)

に
関
す

る
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
よ
り
確
実

に
論
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
二
点
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

こ
う

し
た
世
俗
的
な
共
和
主
義
は
、

マ
キ
ァ
ヴ

ェ
ッ
リ
の
時
代
に
継
承
さ
れ
る
。
彼
の
実
践
的
な
戦
略
は
、
フ
ィ
レ
ン
ッ
ェ
共
和
国
に
よ

る
ト
ス
カ
ー
ナ
覇
権
の
確
立
と
い
う
、
こ
の
都
市

の
伝
統
的
路
線
に
沿

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
政
治
的
路
線
に
基
づ
き
な
が
ら
構
築
さ

れ
た
彼

の
理
論
は
、
古
代

ロ
ー
マ
共
和
国
を
規
範

と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
彼
の
こ
う
し
た
理
論
は
、
既
存

の
世
界
秩
序
全
体
に
対

し
て
破
壊
的

で
あ
る
。
彼

の
構
想

に
よ
れ
ば
、

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
共
和
国
は
、
国
内
で
自
由
な
民
衆
的
統
治
を
採
用
す
る
と
と
も

に
、
対
外
的

に
は
支
配
権
拡
大
を
続
け
、
突
き
詰
め
る
な
ら
ば
、
自
ら
を
頂
点
と
す
る
形
で
の
世
界
帝
国

(君
主
国
)
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
理

論
構
築

は
、
本
論
で
示
し
た
思
想
的
変
化
の
最
終
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。



業

清

水
純

一
訳

「イ

タ

リ

ア

の

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ズ

ム
』

(創

文

社

、

一
九

七

〇
年

)
。

例

え

ば

、

バ

ロ
ン

の
解

釈

か
ら

着

想

を
得

た
J

・
G

・A

・ポ

ー

コ

ッ
ク

は
、

時

間

(「特

殊

」
)

を
理

解

す

る
新

し

い

一
様
式

を

「
シ
ヴ

ィ

ッ
ク

・
ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
」
と

い
う
用
語
で
捉

え
、
さ
ら
に
、
そ
の
様
式
を
後
世
の
大
西
洋
地
域

に
も
見
出

し
て
い
る
。

た
だ
し
、

ス
キ
ナ
ー
は

『近
代
政
治
思
想

の
諸
基
礎
』

で
は
、

「共
和
主
義
的
自
由
」
を
専
制

の
不
在
と
捉

え
て
お
り
、

そ
れ
ゆ
え
、
本
論

の
定
義

と
は
異
な
り
、

君
主
制
と
対
比
さ
れ
る
共
和
制

の
理
念

を
考
察

の
対
象

と

し

て

い
る

わ

け

で
は

な

い
。

こ
の
定
義

に

つ
い
て
は
、
以
下

の
文
献

を
参
考

に
し
た
。

(7
)

な

お
、
こ
の
自
由
概
念

は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
用
法

の

一
つ
を
継
承
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
豊
田
和

二
「
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
自
由
ー

他
者

認
識

の
観
点
か
ら
ー

」
『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
市
民
と
自
由
1

そ

の
歴
史
的
諸
相

の
解
明
』
(早
稲
田
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究

セ
ン
タ
ー
、

一
九
九
九
年
)
、

三
ー

三

一
頁
。

森
田
哲
郎
訳

『
イ
タ
リ

ア
の
都
市

国

家

』

(平

凡
社

、

一
九

七

一
年

)
、

四

六
頁

。

  
H
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T
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C
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E
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E
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G
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L
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Filosofia 

e vita virile 
nel R
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(R
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G
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&
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1994) .

R
onald 

W
itt, 

T
he C
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of R
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L
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in Italy', 

in R
enaissance: 

Studies in H
onor 

of H
ans 

B
aron, ed. by A

nthony

M
olho 

and 
John 

A
. 

T
edeschi 

(D
ekalb: 

N
orthern 

Illinois 
U

niversity 
Press, 

1971) , pp. 
173-199.

J. G
. A

. Pocock, 
T

he 
M

achiavellian 
M

om
ent:

Florentine 
Political 

T
hought 

and 
the A
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R

epublican 
T

radition 
(Princeton: 
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U

niversity 
Press, 

1975) .   
A

ntony 
B

lack 
, Political 

T
hought 

in 
E

urope 
1250-1450 

(C
am

bridge: 
C

am
bridge 

U
niversity 

Press, 
1992), ch. 4. N

icolai 

R
ubinstein, 

`Political 
T

heories 
in the R

enaissance', 
in 

T
he R

enaissance: 
E

ssays in Interpretation 
(L

ondon: 
M

ethuen, 
1982) , pp. 

153-200. Q
uentin 

Skinner, 
T

he Foundations 
of M

odern 
Political 

T
hought 

(C
am

bridge: 
C

am
bridge 

U
niversity 

Press, 1978) , vol. 

1, chs. 2-3. Id., `M
achiavell's 

D
iscorsi 

and 
the 

pre-hum
anist 

origins 
of republican 

ideas', 
in 

M
achiavelli 

and 
R

epublicanism

(C
am

bridge: 
C

am
bridge 

U
niversity 

Press, 
1990) , pp. 121-141, esp. 133-134.

Id., 
Foundations, 

pp. 
6-7.N

icolai 
R

ubinstein, 
'Florence 

and 
the 

D
espots: 

Som
e 

A
spects 

of 
Florentine

D
iplom

acy 
in the Fourteenth 

C
entury', 

in 
T

ransactions 
of the R

oyal 
H

istorical 
Society, 2 (1952) , p. 5. Id., `Florentina 

L
ibertas', 

in R
inascim

ento, 
26 (1982), pp. 3-26.

D
aniel 

W
aley, 

T
he Italian 

C
ity-R

epublics 
(T

oronto: 
M

cG
raw

-H
ill 

B
ook 

C
om

pany, 
1969) , p. 21.



邦

訳
、

一
五

九

、

一
七

四
頁

。

野
口
洋

二

「
「
祖
国
の
自
由
」
か
ら

「
都
市
の
自
由
」

へ
1

都
市

の
自
由
に

つ
い
て
の

一
考
察
1

」

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
市
民
と
自
由
』
、
三
三
-
五
六
頁
。

佐
藤
眞
典

『中
世
イ
タ
リ
ア
都
市
国
家
成
立
史
研
究
』

(ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房
、

二
〇
〇

一
年
)
、
特

に
第
五
章
。

ゲ

ル
ト

・
ア
ル
ト
ホ
フ

『中
世
人
と
権
力
1

「
国
家
な
き
時
代
」

の
ル
ー

ル
と
駆
引
』
柳
井
尚
子
訳

(八
坂
書
房
、

二
〇

〇

四

年

)
、

二

一
〇
1

二

一

一
頁

。

オ
ッ
ト
ー

・
フ
ォ
ン

・
ギ
ー
ル
ケ

『
中
世
の
政
治
理
論
』
阪
本
仁
作
訳

(
ミ
ネ

ル
ヴ

ァ
書
房
、

一
九

八
五
年
)、
第

二
篇
第
五
章
。

ギ

ー

ル

ケ
、
前

掲

書

、

第

二
篇

第

四
章

。

M

・
パ

コ
ー

『
テ

オ

ク
ラ

シ
ー

中

世

の
教

会

と
権

力

』

坂

口
昂
吉

・
鷲
見
誠

一
訳

(創
文
社
、

一
九
八
五
年
)
。

偶
数
頁

に
ラ
テ
ン
語
原
文
、
奇
数
頁

に
英
語
訳
掲
載
。
柴
田
平
三
郎
訳

『君
主

の
統

治
に

つ
い
て
1

謹

ん
で
キ
プ

ロ
ス
王

に
捧
げ

る
』

(
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
五
年
)
、

一
九
-

二
二
頁
。

次

の
論
文
は
、
『君
侯
統
治
論
』
執
筆
時
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
政
治

へ
の
ト
マ
ス
の
関
心
や
経
験
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
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of the C
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and 
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(23
)
　
M
a
r
s
i
l
i
u
s
,
o
p
.
c
i
t
.
,
I
,
1
9
.

そ
の
他

の
思
想
家
に
お
け
る
同
様

の
意
識
は
、
ギ

ー
ル
ケ
の
前
掲
書
、
一
二

六
、

二
五
五
1
二
五
六
頁

の
例
示
か
ら
う

か

が
え
る
。

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
人
は
遅
く

と
も

一
三
世
紀
初
頭
に
は
、
自
ら
の

「祖

国

」
の
自
由
が
死
守
す

べ
き
価
値
で
あ
り
、
古
代
か
ら
継
承
し
た
も
の

だ

と

み
な

し

て

い
た

。

(26
)

時
期
に
よ

っ
て
詳
細

は
異
な
る
が
、
プ
リ
オ
ー
リ

(当
初
は
六
名
、
後
に
八
名
)
と

「
正
義

の
旗
手

」

(
一
名
)
は
、

最
高

の
執
行
機
関

「
シ

ニ
ョ
リ
ー
ア
」
を
構
成
す
る

(
こ
の
文
脈
で
は
、
イ
タ
リ
ア
諸
都
市

の
統
治
形
態
と
し
て
の
君
主
制

を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
)
。

こ
の
官
職

は
、

ア
ル
テ
に
登
録
さ
れ
て
い
る
三
〇
歳
以
上

の
男
性

が
就
任
し
う
る
。
後

に
、
シ

ニ
ョ
リ
ー
ア
は
、
コ

二
人

の
有
識
者
会
議
」
と
「
一
六
人

の

地
区
代
表
者
会
議
」
と

い
う
二

つ
の
諮
問
機
関

(
コ
ッ
レ
ー
ジ
)
を
備
え
る
こ
と
と
な
る
。
シ

ニ
ョ
リ
ー
ア
と
コ
ッ
レ
ー
ジ

と
は
、

い
わ
ゆ
る

「
三
大
官
職
」

を
構
成
す
る
。
プ

リ
オ
ー
リ
の
権
限
は
非
常

に
大
き

い
も
の
の
、
そ
の
任
期
は
、
わ
ず

か
二
ヶ
月
で
あ
り
、
在
任
中
彼

ら
は
、
「
党
派
」形
成

の
防
止
と

い
う

観
点
か
ら
、
外
部
と
の
個
人
的
な
接
触

・
交
渉
を
避

け
、
市
庁
舎

で
の
厳
格
な
共
同
生
活
を
営

む
。
ま
た
、
プ
リ
オ
ー
リ
は
自
ら

の
任
期
満
了
後
、
三
年
間

(後

に
二
年
間
)
再
選
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ

の
家
族

や
親
族
も
、
任
期
満
了
後

の

一
定
期
間
、
そ

の
職
に
就
く

こ
と
が
で
き
な

い
。
官
職
期

間

の
こ
う
し
た
著
し

い
短

さ
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
よ
う

に
、
政
策

の
継
続
性
や
統
治

の
効
率
を
犠
牲

に
せ
ざ

る
を
え
な

い
。
逆

に
言
え
ば
、
頻
繁
な
官

職

の
交
替

か
ら
は
、
そ
う
し
た
犠
牲
を
払

っ
て
ま
で
も
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
が
権
力

の
集
中
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
こ
と

か
が
わ
か
る
。

(
27
)

す
で
に

一
三
世
紀
後
半
、
ダ

ン
テ
の
師
ブ

ル
ネ
ッ
ト
・
ラ
テ
ィ
ー

二
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
か
ら
フ
ラ

ン
ス
に
亡
命
し
た
際
、
君
主
制

に
対
す
る
共
和
制
的

統
治
の
優
位
を
次

の
よ
う

に
論
じ
て
い
た
。
「統
治

に
は
三

つ
の
種
類
が
あ
る
。
第

一
に
国
王
た
ち

の
統
治
、
第
二
に
貴
族
た
ち

の
統
治
、
第
三

に
多
数
者

〔都
市
〕

の
統
治

で
あ
り
、
こ
の
最
後
の
も
の
が

こ
れ
ら
の
中

で
最
善

で
あ
る
。」

(29

)

エ
ル

ン

ス
ト

・
H

・
カ

ン
ト

ー

ロ
ヴ

ィ

ッ
チ

『王

の
二

つ
の
身

体
』

小

林

公

訳

(平

凡
社

、

一
九
九

二
年

)
、

四
六

五
-

四

六

七
頁

。

III',  Speculum
, 

50 (1975) , pp. 411-433. 

M
arsilius, 

op. cit., I, 2, p. 7. 

  
Ibid., I, 17, p. 90. C

f. N
icola 

R
ubinstein, 

`M
arsilius 

of Padua 
and the Italian 

Political 
T

hought', 
in E

urope 
in the L

ate M
iddle 

A
ges 

(L
ondon: 

Faber 
and Faber, 

1965) , pp. 44-75.

M
arsilius, 

op. 
cit., 

I, 
19.

B
enson, 

op. 
cit., 

esp. 
pp. 

204-205.

C
f. R

onald 
W

itt, 
'A

 
N

ote 
on G

uelfism
 

in L
ate 

M
edieval 

Florence', 
in N

uova 
R

ivista 
Storica, 53 (1969) , p. 138.

(gonfaloniere 
di giustizia)

(bons)

(com
m

unes)
B

runetto 
L

atini, 
L

i 
livres 

dou 
tresor,

edition 
critique 

par 
Francis 

J. C
arm

ody 
(G

eneve: 
Slatkine 

reprints, 
1998) . II, 44, p. 211.

  
R

em
igio de' G

irolam
i, 

D
e B

ono 
C

om
m

uni, 
qu. by L

. M
inio-Paluello, 

`R
em

igio G
irolam

i's 
D

e B
one 

C
om

m
uni 

: 
Florence 

at 

the tim
e 

of D
ante's 

B
anishm

ent 
and the 

Philosopher's 
answ

er 
to 

the C
risis', 

In Italian 
Studies, 

11 (1956), p. 60.



代

思
想

全

集
I

I

哲

学

・
文

学

思
想

篇

、

四

』

(河

出
書
房

新

社
、

一
九

六

一
年

)
、

七

三
頁

。

フ

ィ

レ

ン
ツ

ェ
に
よ

る

ロ
ー

マ
皇
帝

へ
の
抵

抗

は
、

ダ

ン
テ

に
は
不

快

な

も

の

に
思

わ

れ

た

。
彼

に

と

っ
て
、

こ

の
都
市

は
、

「
ロ
ー

マ
の
最

も
美

し

い
娘

」
で

あ

っ
た

。

そ

れ

ゆ
え

、

彼

の
考

え

で
は

、
娘

た
る

フ
ィ

レ
ン

ツ

ェ
が

ロ
ー

マ
帝

国

に
敵

対

す

る

こ

と

は
、

自

ら

の
母

親

を

傷

つ
け

よ
う

と

す

る

こ
と

に
他

な

ら

な

い
。

邦

訳

、

七
〇

頁

。

邦

訳

、

六

四
-

六

六
頁

。

  
R

em
igio, 

D
e B

ono 
Pacis, 

in Studi 
danteschi, 

36  (1959)  , pp. 123-136. esp. p. 129. 

  
Id., D

e B
ono 

C
om

m
uni, 

qu. by T
eresa 

R
upp, 

'D
am

nation, 
Individual 

and C
om

m
unity 

in R
em

igio 
dei G

irolam
i's 

D
e B

ono 

C
om

m
uni', 

in 
H

istory 
of Political 

T
hought, 

21 (2000) , p. 230. 

  
C

harles 
T

. 
D

avis, 
'A

n 
E

arly 
Florentine 

Political 
T

heorist: 
Fra 

R
em

igio 
D

e' 
G

irolam
i', 

in Proceedings 
of 

the A
m

erican 

Philosophical 
Society, 104 (1960), esp. pp. 666-668. M

inio-Paluello, 
op, cit, p. 59. R

upp, 
op. cit., 

pp. 235-236. 

  
R

em
igio, 

D
e B

ono 
C

om
m

uni, 
qu. by 

M
inio-Paluello, 

op. cit., 
p. 62. 

  
D

avis, 
op. cit., pp. 667, 671-676. 

) 
M

inio-Paluello, 
op, cit, p. 57. 

  
G

ene A
. B

rucker, 
Florentine 

Politics 
and 

Society: 1343-1378 
(Princeton: 

Princeton 
U

niversity 
Press, 

1962), pp. 72-73, 75. 

  
G

iovanni 
V

illani, 
C

ronica, 
a m

iglior 
lezione 

ridotta 
coll'aiuto 

de' testi 
a penna, 

con note 
fiologiche 

di I. M
outier 

e con 

appendici 
storico-geografiche 

com
pilate 

da Franc. 
G

herardi 
D

ragom
ani 

(Frankfurt: 
M

inerva 
G

M
B

H
, 

1969), V
III, 

36, p. 39. 

  
N

icolai 
R

ubinstein, 
'T

he 
B

eginnings 
of Political 

T
hought 

in Florence', 
in Journal 

of the W
arburg 

and 
C

ourtauld 
Institutes, 

5 (1942), p. 217. C
f. V

illani, 
op. cit., 

III, 5, p. 133. 

  
D

ino 
C

om
pani, 

C
ronica 

delle 
cose occorrenti 

ne' 
tem

pi 
suoi, 

introduzione 
e note 

di 
G

iulio 
B

ezzola 
(M

ilano: 
B

iblioteca 

U
niversale 

R
izzoli, 

1982), III, 35. p. 259. 

  
Ibid., 

Proem
io, 

pp. 45-46. 

  
Ibid., 

III, 41, p. 269.

D
ante 

A
lighieri, 

D
e M

onarchia, 
ed. by E

. M
oore 

(O
xford: 

C
larendon 

Press, 
1916) , I, 14, p. 349.

Id., 
C

onvivio, 
in 

T
utte 

L
e 

O
pere, 

a cura

di L
uigi 

B
lasucci 

(Firenze: 
Sansoni 

E
ditore 

N
uova, 

1981). I, 3, p. 113.

Id., 
E

pistole, 
V

II, 
3. p. 

333.

Id., 
M

onarchia, 
I, 

12, 
p. 

347.
C

f. 
Id., 

E
pistole, 

V
, 

6. p, 
325, V

I, 
3, p. 

328.

Id., 
C

onvivio, 
IV

, 
4-5. 

Id., 
M

onarchia, 
I, 

5-8.



邦

訳

、

九

七
ー

一
一
〇
頁

。

▼
平
川
祐
弘
訳

『神

曲

』

(河
出

書

房

新

社

、

一
九

九

二
年

)、

↓
八
五

頁
。

(
47
)

ダ

ン
テ
は

『帝
制
論

』
第
三
編
全
般

で
、
教
皇

の
皇
帝

に
対

す
る
優
位
性

を
明
確

に
否
定

し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼

の
考
え
で
は
、
人
間

に
は
二
重

の
目

標

が
あ

る
た
め
、
両
者

は
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標

の
達
成
を
目
指
す

べ
き
存
在
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ダ

ン
テ

に
よ
れ
ば
、
皇
帝
が
教
皇

に
敬
意

を
示
す

こ
と

は
不
可
欠

で
あ
る
。

邦
訳

、

二

二
頁

。

J

・
グ
デ

『救
済

の
帝
国

ダ

ン
テ
と
政
治

』
小
林
公
訳

(木
鐸
社
、

一
九
七
六
年
)
、
第

三
章
参
照
。

邦

訳

、

一
四

八
頁
。

岩
倉
具
忠
訳

『俗
語
詩
論
』

(東
海
大
学
出
版
会
、

一
九
八
四
年

)、

一
七
頁
。
偶
数
頁

に
ラ
テ
ン
語
原

文
、
奇
数
頁

に
邦
語
訳
掲
載
。

邦
訳
、
七
三
頁
。
都
市
国
家

フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
へ
の
ダ
ン
テ
の
関
心
は
、
次
の
文
献

で
着
目
さ
れ
て
い
る
。

(
56
)

よ
り
具
体
的

に
言

え
ば
、
バ
ル
ト
ル
ス
は
、
都
市
な

い
し
国
家
を
三

つ
の
規
模

に
分
類
し
な
が
ら
、
次

の
よ
う
に
論

じ
て
い
る
。
第

一
に
、
シ
エ
ナ
や
ピ

サ
の
よ
う
な
小
規
模

の
都
市
で
は
、
王
制

は
不
適
切
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
、
古
代

ロ
ー

マ
の
国
王
が
専
制
君
主
に
な

っ
た
と

い
う
経
験
的
事
例
や
、
莫
大

な
支
出
を
必
要
と
す
る
国
王

の

「
自
然
な
傾
向
」
に
あ

る
。
そ
こ
に
少
数
者
統
治
が
不
適
切

で
あ

る
理
由
は
、
次

の
点
に
求

め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

シ
ェ

ナ

に
実
際

に
生
じ
た
よ
う

に
、
少
数
者
が

い
か
に
適
切

に
統
治
し
よ
う
と
も
、
民
衆

が
彼
ら

に
反
感
を
抱

い
て
し
ま
う
と

い
う
点
、
ま
た
、
ピ
サ
で
頻
繁

に

見
ら
れ
る
よ
う

に
、
少
数
者
が
内
部
分
裂
す
る
傾
向

を
持

っ
て

い
る
点

に
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
規
模

の
都
市

は
、
民
衆
的
な
統
治
が
最
適

で
あ

る
。

ロ
ー

マ
の
経
験
が
示
す
の
は
、
そ
う
し
た
小
規
模
な
統
治

の
時
期
に
こ
そ
、
そ

の
勢
力
を
伸
ば
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
よ
り
大
き

い
規
模

の

都
市
で
は
、
例
え
ば
、
多
数
者

の
集
合
が
困
難
だ

と
い
う
理
由

か
ら
少
数
者
統
治
が
適

し
て
い
る
。
具
体
的
事
例

は
、
元
老
院
時
代

の
ロ
ー

マ
、
現
代

の
ヴ

ェ

ネ
ツ
ィ
ア
や
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
よ
う
な
都
市
で
あ
る
。
第

三
に
、
最
大
規
模

の
都
市
、
す
な
わ
ち
、
帝
制
期

の
ロ
ー

マ
の
よ
う

に
、
他

の
都
市
や
地
域
を
支

配
す
る
都
市

で
は
、

一
人
支
配
が
適
切

で
あ
る
。

Ibid.,  
III. 

4-14.
Id., 

L
a 

D
ivina 

C
om

m
edia, 

in 
T

utte 
L

e 
O

pere, 
esp. 

Inferno, 
cap. 

16, p. 437.

Id., 
M

onarchia, 
III, 

16.

D
ante, 

L
a 

D
ivina 

C
om

m
edia, 

esp. 
Purgatorio, 

cap. 
6, p. 

518.
Id., 

E
pistole, 

V
, 

2, p. 325.

Id., 
D

e 
V

ulgari 
E

loquentia, 
I, 

6, 
p. 

16.

Id., 
M

onarchia, 
I, 

14, 
p. 

349.
A

lessandro

P. d'E
ntreves, 

D
ante 

as a Polotical 
T

hinker 
(O

xford: 
C

larendon 
Press: 

1952), ch. 1.

V
illani, 

op. cit., 
X

II, 17, pp. 31-33. 

W
itt, 

'A
 

N
ote 

on G
uelfism

', 
p. 136. 

B
artolus 

de Saxoferrato, 
T

ractatus 
de regim

ine 
civitas, in Pensiero 

Politico, 
1 (1976) , n. 1-4, pp. 72-77. 

Ibid., n. 7-13, pp. 
78-86.

Ibid., 
n. 

16-22, 
pp. 

87-91.

C
ecil N

. Sidney 
W

oolf, 
B

artolus 
of 
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H

is 
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in 
the H

istory 
of M

edieval 
Political 

T
hought 

(C
am

bridge:



佐

々
木
有
司

「
バ
ル
ト
ル
ス
の
政
治
思
想

(二
)
ー

普
遍
的
帝
国
と

i

」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
八
八
巻
第
三

・
四
号

(
一
九
七
六
年
)
、
特

に

一
三
六
ー

一
四
四
頁
、

(
四
)
第
九
〇
巻
第

一
一
・
一
二
号

(
一
九
七
七
年
)
、

六
九
七
頁
。
森
征

一
「
バ
ル
ト
ル
ス
の
慣
習
法
理
論
に
お
け

る

『同
意
』
ー

イ
タ
リ
ア
中
世
都
市
国
家

の
立
法
主
権

と
の
関
連
で
ー

」
『
法
学
研
究
』
六

七

巻
一
一

号

(
一
九
九

四
)
、

二

一
ー

二
四

頁

。

(
58
)

森
、

前

掲

書

、

五
-

一
八

頁

。

(
59
)

ギ

ー

ル
ケ

、
前

掲

書

、

五

五
-

五

六

頁

も
参

照

。

(
60
)

佐

々
木

、
前

掲

書

(四

)
、

六

八

四
ー

七

〇

四
頁

。

(
61
)

同
、

前

掲

書

(
一
)

第

八

八
第

一

・
二
号

(
一
九

七

五
年

)
、

=

ー

一
四
頁

。

(62
)

小
林
公
訳

(部
分
)
「
中
世

ロ
ー
マ
法
学

と
帝
権
論

(第

二
章
、
第

一
節
)
ー

バ
ル
ト
ル
ス
と
中
世
政
治
思
想
1

」

『
立
教

法

学

』
、
第

二

二
号

(
一
九

八

四
年

)
、

一
〇

三
-

一
〇

四
頁

。

「中

世

ロ
ー

マ
法
学

と
帝

権
論

(第

二
章

、
第

二
節

・
第

三
節

)
」

『立

教
法

学

』
、

第

一
六
号

(
一
九

七

七
年

)
、

二
二

六
-

二
七

七
頁

。

佐

々
木
、

前

掲

書

、

(
}
)
、
一

七
1
一

八
頁

。

(64
)

バ
ル
ト

ル
ス
の
第

二
の
祖
国

ペ
ル
ー
ジ

ァ
は
、
一
時
期

に
は
皇
帝

よ
り
も
教
皇

の
脅
威
を
感
じ

て
い
た
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
の
政
治
状
況
は
不
安
定

で
あ

り
、
都
市

の
政
策

が

一
貫
性
を
保

っ
て
い
た
と
は
言

い
切
れ
な

い
。

佐

々
木
、
前
掲
書

(四
)、

七
二
九
-

七
三
七
頁
参

照
。

邦

訳
、

一
二

一
頁
。

C
am

bridge 
U

niversity 
Press,  

1913)  , pp. 
155-160.

(civitas 
sibi princeps)

W
oolf, 

op. 
cit., 

pp. 
134-139. 

W
oolf, 

op. 
cit., 

pp. 
139-142.

W
oolf, 

op. 
cit., 

pp. 
24-25.

B
artolus 

de 
Saxoferrato, 

E
. 

g. D
e 

T
yranno, 

in 
H

um
anism

 
and 

T
yranny: 

Studies 
in 

the 
Italian 

T
recento, 

tr. 
by 

E
phraim

E
m

erton 
(G

loucester: 
Peter 

Sm
ith, 

1964), chs. 9-10. W
oolf, 

op. cit., pp. 162-173.

W
oolf, 

op. 
cit. 

pp. 
196-197.

C
f. W

oolf, 
op. cit. pp. 22-24. 

„ ' 
1 1 1 1 11Z

° 

R
onald 

G
. W

itt, 
C

oluccio Salutati 
and 

his Public 
L

etters 
(G

eneve: 
L

ibrairie 
D

roz, 
1976) . pp. 48-49. 

R
ubinstein, 

`Florentina 
L

ibertas', 
p. 6. 

B
rucker, 

op. cit., 
pp. 131-147, 172-183, 

Ibid., pp. 265-282. 

R
ubinstein, 

op. cit., 
p. 7. Id., `Florence 

and 
the D

espots', 
pp. 32-41. 

V
illani, 

C
ronica, 

I, 29, p. 51. 

M
atteo 

V
illani, 

C
ronica, 

a cura 
di G

iuseppe 
Porta 

(Parm
a: 

U
go G

uanda 
E

ditore, 
1995) , III, 1, p. 325. 

B
rucker, 

op. cit., 
pp. 301-304. D

onald 
W

einstein, 
Savonarola 

and 
Florence: 

Prophecy 
and 

Patriotism
 

in 
the R

enaissance



新

井
慎

一

「
コ

ル

ッ
チ

ョ

・
サ

ル
タ

ー

テ

ィ
と
自

由

の

レ
ト

リ

ッ

ク
」
、

『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ

の
市

民

と
自

由

』
、

一
三

九
-

一
七

九

頁

。
な

お

、
「
八

聖

人
戦

争

」
の
際
、

教
皇

は
、

ア

ル
プ

ス
以
北

の
勢

力

や
傭

兵

を

利

用

し

て

い
た

事
実

も

あ

り

、
ト

ス
カ

ー
ナ

の
自
由

と

と
も

に
、

「
イ
タ

リ

ア

の
自

由

」

と

い
う

標

語

が
強

調

さ
れ

る

こ
と

と
な

っ
た

。

清
水
廣

一
郎

『
イ
タ
リ
ア
中
世
の
都
市
社
会
』

(岩

波
書
店
、

一
九
九
〇
年

)
、
第
四
章
。

N

・
オ

ッ
ト
カ

ー

ル

『中

世

の
都

市

コ
ム
ー

ネ
』

清

水

廣

一
郎

・
佐

藤
真

典

訳

(創

文
社

、

}
九

七

一
年

)
。

(85
)

例
え
ば
、

=
二
七
〇
年
代

に
サ

ル
タ
ー
テ
ィ
は
、
次

の
よ
う
に
論
じ

て
い
る
。
「
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
人
が

〔ト

ス
カ
ー
ナ
に
お
け
る
〕
す

べ
て
の
人
々
の
自

由

の
擁
護
者
だ

と
い
う
こ
と
を
、
誰
も
が
容
易

に
理
解

す
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
を
守
る
な
ら
ば
、
自
ら

の
自
由

の
擁
護
を
も
容
易

に
す
る
か
ら

で
あ

る
。
」

(Princeton: 
Princeton  

U
niversity 

Press: 
1972) , pp. 43-49. \V

itt, 
'A

 N
ote 

on G
uelfism

', 
pp. 136-138. 

  
C

f. B
rucker. 

op. cit., p. 295. 

) 
R

ubinstein. 
T

he 
B

eginnings 
of Political 

T
hought', 

p. 213. 
   

B
rucker, 

op. cit., 
ch. 7. 

  
Id., T

he C
ivic 

W
orld of E

arly 
R

enaissance 
Florence 

(Princeton: 
Princeton 

U
niversity 

Press, 
1977) , pp. 115-117. R

ubinstein, 
`Florentina 

L
ibertas'

, p. 8. 

  
Id., `Florence 

and the D
espots', 

pp. 30, 35. B
aron, 

T
he 

C
risis, pp. 21-24. 

  
D

aniela 
D

e R
osa, 

C
oluccio Salutati: 

Il 
C

anceliere 
e Il 

Pensatore 
Politico 

(Firenze: 
L

a 
N

uova 
Italia 

E
ditrice, 

1980) , pp. 91
-97

. W
itt, 

C
oluccio 

Salutati, 
pp. 

49-53.

W
itt, 

C
oliccio Salutati, 

p. 50. 

C
f. R

ubinstein, 
`Florentina 

L
ibertas', 

pp. 16-17. D
onald J. W

ilcox, 
T

he D
evelopm

ent 
of Florentine 

H
um

anist 
H

istoriography

in the Fifteenth 
C

entury 
(C

am
bridge: 

H
arvard 

U
niversity 

Press, 
1969), pp. 136-137.

R
ubinstein, 

`Florence 
and 

the 
D

espots', 
p. 

35.

R
ubinstein, 

`T
he 

B
eginnings 

of 
Political 

T
hought', 

pp. 
198-227. 

W
itt, 

C
oluccio 

Salutati, 
p. 50.

C
oluccio 

Salutati, 
E

pistolario, 
a cura di Francesco 

N
ovati 

(R
om

a: 
Forzani 

e C
. T

ipografi 
del Senato, 

1905), I, p. 195.

R
ubinstein, 

`Florentina 
L

ibertas', 
pp. 7-8. 

Id, `Florence 
and the D

espots', 
pp. 31, 43. 

W
itt, 

C
oluccio Salutati, 

pp. 64, 67. Id., 'A
 

N
ote 

on G
uelfism

', 
pp. 140-143. 

C
f. B

erthold 
L

. U
llm

an, 
T

he H
um

anism
 

of C
oluccio Salutati 

(Padova: 
A

ntenore, 
1963) , pp. 112-114. W

itt, 
C

oluccio Salutati,



こ
の
頃

の
政
治
状
況

に
つ
い
て
は
、
次

の
文
献

に
詳
述

さ
れ

て
い
る
。

(93

)

ア

ン
ト

ニ
オ

・
ロ

ス
キ

の
議

論

は

、
彼

に
反

論

し

た

サ

ル
タ

ー

テ

ィ

の
著

作

に

よ

る
も

の
で
あ

る
。

偶
数
頁

に
ラ
テ
ン
語
原
文
、
奇
数
頁

に
イ
タ
リ
ア
語
訳
掲
載
。
ま
た
、

一
三
九
〇
年

に
ミ
ラ
ノ
側

は
、

フ
ィ

レ
ン

ツ

ェ
が
自
ら
の
国
民
を
抑
圧
す
る

の
み
な
ら
ず
、

シ
エ
ナ
や
ペ
ル
ー
ジ

ァ
と

い
っ
た
近
隣
諸
国

の
自
由
を
も
破
壊
し
よ
う
と
し

て
い
る
、
と
主
張

し
た
。

(95
)

「
ロ

ン
バ

ル
デ

ィ
ア

人

の
本

性

に
よ

る
も

の
か

、
そ

の
慣

習

に
よ

る

も

の

か
、
あ

る

い
は
、
そ

の
両

方

に
よ

る
も

の
か

は

わ

か
ら

な

い
が
、
彼

ら

だ

け

は
、

こ
う

し

た
自

由

を

欲

す

る

こ

と
も

愛

す

る

こ

と
も

な

い

よ
う

に
見

え

る
」
。

な

お
、

サ

ル
タ

ー
テ

ィ

に
よ

れ

ば

、
伝

統

的

に

フ
ィ

レ
ン

ツ

ェ
人

は
、

ロ
ー

マ
人

が

フ

ィ

レ

ン
ツ

ェ
を

建

設

し

た
と

い
う

説

を
採

っ
て

き

た
。

(98
)

「外
国
人
は
、

わ
れ
わ
れ
の
慣
習
を
理
解

し
て
い
な

い
。
他

の
人
び
と
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

一
人
支
配

に
よ

っ
て
統
治
さ
れ
て

い
る
の

に
対
し
て
、

わ
れ
わ
れ
の
都
市
は
、
自
然

に
自
由
や
そ
の
す

べ
て
の
特
権

に
慣
れ
て
お
り
、
民
衆
的
体
制

に
よ

っ
て
支
配
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
対
立
す
る
ほ
ど

に
異
な

っ
た
二

つ
の
生
活
様
式

の
間

に
理
解
を
見
出
す

の
は
き
わ
め
て
困
難

で
あ
る
。
二
つ
の
間
に
あ

る
違

い
ほ
ど
大

き
な
違

い
は
な
い
。

一
人
支
配

に
従
う
慣
習

の
あ
る
人
々
に
と

っ
て
、
自
由
な
国
民

と
協
調
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
困
難
で
あ

る
」
。

の
文
献
は
、

こ
の
問
題
に
関
す
る

い
く

つ
か
の
解
釈

を
紹
介

・
整
理
し
て
い
る
。

根

占

献

一

『
フ

ィ

レ

ン
ツ

ェ
共

和

国

の

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
ス
ト

イ

タ
リ

ア

・
ル
ネ

サ

ン

ス
研

究
ー

』

(創

文

社
、

二
〇

〇

五
年

)
、

一
二
〇

ー

一
二
五
頁

。

esp. 
pp. 

2, 
19.

Salutati,  
E

pistolario, 
IV

, 
p. 

247.

H
ans 

B
aron, 

'A
 Struggle 

for 
L

iberty 
in the 

R
enaissance: 

Florence,

V
enice, 

and M
ilan 

in the E
arly 

Q
uattrocento', 

in T
he A

m
erican 

H
istorical 

R
eview

, 58 (1952), pp. 265-289. Id., T
he 

C
risis, esp. 

I, 2. B
rucker, 

C
ivic 

W
orld, 

ch. 3.

B
aron, 

'A
 

Struggle', 
p. 282.

C
oluccio 

Salutati, 
Invectiva 

in A
ntonium

L
uschum

 
V

icentinum
, 

in 
Prosatori 

latini 
del 

Q
uattrocento, 

a cura 
di 

E
ugenio 

G
arin 

(M
ilano; 

N
apoli: 

R
iccardo 

R
icciardi

E
ditore, 

1952) , pp. 22-23, 28-31.

W
itt, 

C
oluccio 

Salutati, 
p. 

56.

Ibid., 
pp. 

61-62.

Salutati, 
Invectiva, 

pp. 
14-15.

Ibid., 
pp. 

16-21.

D
e 

R
osa, 

op. 
cit., 

p. 103. 

W
itt, 

C
oluccio 

Salutati, 
pp. 

60-62. 
D

e 
R

osa, 
op. 

cit., 
pp. 

108, 
125.

(dom
inium

)

(populico 
regim

ine)

Ibid., 
p. 

138.

B
aron 

, T
he 

C
risis, 

pp. 
100-103, 

120. D
e 

R
osa, 

op. 
cit., 

p. 
144. U

llm
an, 

op. 
cit., 

p. 
77. 

W
itt, 

C
oluccio 

Salutati, 
pp. 

79-86.

R
obert 

B
lack, 

`T
he 

Political 
T

hought 
of 

the 
Florentine

C
hancellors' 

in 
T

he H
istorical 

Journal, 
29, pp. 991-1003.



教
皇

に
対
す
る
公
的
書
簡
で
サ
ル
タ
ー

テ
イ
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
望
ん
で

い
る
の
は
、
彼

(皇
帝
)
が
イ
タ
リ
ア
を

自
由

に
し
、
」
猊
下の
崇
高
さ
と
聖
母
教
会
の
地
位
を
確
実

な
も
の
と
す
る
こ
と
、
ま
た
、
自
由
や
平
穏
を
許
さ
な

い
専
制
を
破
壊
す

る
こ
と
で
す
」
と
述

べ

て

い
る
。
　

E

・
ガ

レ

ン

『
イ

タ
リ

ア

・
ル

ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
市
民
生
活

と
科
学

・
魔
術
』

(岩
波
書
店
、

一
九
七
五
年
)
、

一
三
頁
。

実
際
、
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
の
公
的
文
書
は
、
ジ

ャ
ン
ガ
レ
ア
ッ
ツ

ォ
が
君
主
た
る
資
格
を
持
た
な

い
点
を
指
摘

し
て
い
る
。

石
坂
尚
武

『
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
研
究
1

「市
民
的
人
文
主
義
」
の
歴
史
理
論

へ
の
疑
問
と
考
察

六
九
頁

も
参
照
。

(
701
)

『専
制
君
主
論
』
は
た
し
か
に
、
ダ

ン
テ
に
よ
る
カ

エ
サ
ル
評
価
を
擁
護
し

て
い
る
も
の
の
、
そ
の
歴
史
的
評
価
が
同
時
代
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
統
治
形
態

の
問
題

に
ど
れ
ほ
ど
関
連
し
て
い
る
の
か
は
、
後
継
者
ブ

ル
ー

こ
の
場
合

と
は
異
な
り
、
明
白
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
。

偶

数
頁

に
ラ
テ

ン
語
原
文
、
奇
数
頁

に
イ
タ
リ
ア
語
訳
掲
載

(原
語
が
イ
タ
リ
ア
語
で
あ

る
場
合
を
除
く
)
。

第

一
部
と
第

二
部

は
、
異
な

っ
た
時
期

に
執
筆
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
相
違
を
ど
の
よ
う

に
解
釈
す
る
か
に

つ
い
て
論
争
が
あ
り
、
決
定
的
な
解

Salutati,  
Invective, 

pp. 
9-10. 

C
f. 

U
llm

an, 
op. 

cit., 
pp. 

13-14, 
75.

W
itt, 

C
oluccio 

Salutati, 
p. 70.

Ibid., 
p. 

70.

D
e R

osa, 
op. cit., ch. 6. U

llm
an, 

H
um

anism
 

of 
C

oluccio Salutati, 
pp. 75-76. W

itt, 
op. cit., p. 50.

C
f. 

D
e 

R
osa, 

Salutati: 
Il 

C
anceliere, 

p. 
98.

Salutati, 
D

e 
T

yranno, 
in Il 

trattato 
«D

e tyranno» 
lettere scelte, a cura 

di Francesco 
E

rcole 
(B

ologna: 
N

. Z
anichelli, 

1942),

pp. 
1-38, 

esp. 
p. 

32.

Salutati, 
D

e 
T

yranno, 
cap. 

4, p. 
32.

D
e 

R
osa, 

op. 
cit., 

p. 
163.

Salutati, 
op. 

cit., 
cap. 

1, p. 9.

C
f. B

erthold 
L

. U
llm

an, 
`C

oluccio Salutati 
on M

onarchy', 
in M

elanges E
ugene 

T
isserant, 

5 (1964) , repr.

pp. 
400-411.

L
eonardo 

B
runi, 

L
audatio 

Florentine 
U

rbis, 
in 

O
Pere 

L
etterarie 

e Politiche 
di 

L
eonardo 

B
runi, 

a cura 
di 

Paolo 
V

iti 
T

orino:

U
T

E
T

, 
1996) , pp. 598-199.

Ibid., 
pp. 596-607. 

Ibid., 
pp. 600-601, 606-607. 

Ibid., 
pp. 606-633. 

C
f. Francesco 

Paolo 
L

uiso, 
Studi 

su L
'epistolario 

di L
eonardo 

B
runi 

(R
om

a: 
N

ella 
Sede dell'Istituto, 

1980), pp. 144-145. 

C
f. N

icolai 
R

ubinstein, 
11 B

runi 
a Firenze: 

retorica 
e politica', 

in L
eonardo 

B
runi 

C
ancelliere 

della R
epubblica 

di 
Firenze:

convegno 
di 

studi 
(Firenze, 

27-29 
ottobre 1987), 

a cura 
di Paolo 

V
iti 

(Firenze: 
L

.S. O
lschki, 

1990), pp. 16, 26.

B
runi, 

L
audatio, 

pp. 
634-635.



決
策
を
見
出
す
に
は
至

っ
て

い
な
い
。
次
の
著
作
は
、
そ
の
論
争

の
内
容

を
紹
介
し
て
い
る
。
佐
藤
三
夫

『
ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ス
ト
・
ペ
ト
ラ

ル
カ
』

(東
信
堂
、

一
九
九
五
年
)
、
第
六
章
。

M

・
ベ

ッ
カ

ー

は
、

「
シ

ヴ

ィ

ッ
ク

・
ヒ

ュ
ー

マ
ニ
ズ

ム
」

の
勃

興

と

フ

ィ

レ

ン
ツ

ェ
の
帝

国

化

と

の
関

連

を

示
唆

し

て

い
る
.

一
五
世
紀
初
頭

に
お
け
る
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
の
主

要
な
関
心
は
、
上
位
者

へ
の
対
応

と
い
う
よ
り
も
、
自
ら
の
周
辺
諸
都
市

に
対
す
る
支
配
権
維
持
と

い
う
問
題

で
あ

っ
た
。

例

え
ば

、

J

・
B

・
モ
ラ

ル

『中

世

の
政
治

思

想

』

柴

田
平

三
郎

訳

(未

来

社

、

一
九

七

五

年

)。

  
N

icolai 
R

ubinstein,  `T
he Place 

of the E
m

pire 
in Fifteenth-C

entury 
Florentine 

Political 
O

pinion 
and D

iplom
acy', 

in B
ulletin 

of 
the Institute 

of H
istorical 

R
esearch, 

30 
(1957), pp. 125-135. esp. pp. 

130-134. 

  
B

runi, 
O

ratio 
A

pud 
Im

peratorem
, 

Id., 
O

ratio 
A

pud 
Im

peratorem
 

Pro 
Parte 

C
om

m
unis 

Florentie, 
in 

O
pere 

letterarie 
e 

politiche, 
pp. 825-831. 

  
Id, L

audatio, 
pp. 584-585. 

  
Paolo 

V
iti, 

L
eonardo 

B
runi 

e Firenze: 
studi 

sulle 
lettere pubbliche 

e private 
(R

om
a: 

B
ulzoni, 

1992) , pp. 62-71. 

W
itt, 

'A
 

N
ote 
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