
は
じ
め
に

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
ズ
ム
の
祖
？

優
れ
た
権
力
者
は
︑
い
か
な
る
資
質
を
持
つ
べ
き
か
︒
君
主
は
︑
ど
う
振
る
舞
え
ば
自
ら
の
権
力
を
維
持
で

き
る
か
︒
い
か
な
る
政
治
行
動
が
合
理
的
で
あ
る
の
か
︒
リ
ー
ダ
ー
は
︑
い
か
に
部
下
を
扱
う
べ
き
か
︒
政
治

と
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
︒
こ
れ
ら
の
問
い
は
︑
古
今
東
西
︑
様
々
な
人
物
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
︑

ニ
ッ
コ
ロ
・
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
︵
一
四
六
九
袞
一
五
二
七
︶
は
︑
そ
う
し
た
問
い
に
正
面
か
ら
答
え
た
人
物
の
一
人

で
あ
り
︑
そ
れ
を
論
じ
た
著
作
が
﹃
君
主
論
︵Il

P
rin

cip
e

︶
﹄
で
あ
る
︒

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
︑
君
主
が
い
か
に
振
る
舞
う
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
対
し
︑
異
様
と
言
う
べ
き
い
く
つ

か
の
回
答
を
提
示
し
て
い
る
︒
﹃
君
主
論
﹄
に
よ
れ
ば
︑
例
え
ば
︑
君
主
は
︑
愛
さ
れ
る
よ
り
も
恐
れ
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
︒
君
主
は
︑
慈
悲
深
い
よ
り
も
残
酷
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
君
主
は
︑
気
前
良
い
よ
り
も
け
ち

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
君
主
は
︑
約
束
を
破
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
︒
こ
れ
ら
を
簡
単
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
︑

君
主
は
︑
悪
徳
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒
こ
れ
ら
の
助
言
は
︑
後
世
に
マ
キ
ァ

ヴ
ェ
ッ
リ
を
き
わ
め
て
悪
名
高
き
も
の
と
し
た
︒

はじめに
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現
代
で
も
誰
か
が
︑
あ
る
政
治
家
に
﹁
あ
な
た
は
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
ス
ト
で
あ
る
﹂
と
言
え
ば
︑
こ
の
人
物

は
︑
そ
の
政
治
家
を
強
烈
に
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
通
常
﹁
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
ズ
ム
﹂
と
は
︑
目
的
の

た
め
に
は
手
段
を
選
ば
ず
︑
権
謀
術
数
を
弄
し
て
も
よ
い
と
い
う
考
え
方
や
そ
う
し
た
行
動
様
式
を
意
味
す
る
︒

こ
の
考
え
方
や
行
動
様
式
を
と
る
人
物
は
︑
し
ば
し
ば
﹁
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
ス
ト
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
言
う
ま

で
も
な
く
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
︑
こ
れ
ら
の
言
葉
の
語
源
で
あ
る
︒

誤
解
さ
れ
た
男

多
く
の
人
々
は
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
こ
う
し
た
意
味
で
の
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リ
ズ
ム
を
提
唱
し
た
人
物
で
あ
る

と
考
え
︑
彼
が
実
際
に
そ
の
悪
し
き
統
治
術
を
一
六
世
紀
初
頭
の
支
配
者
︑
す
な
わ
ち
︑
﹃
君
主
論
﹄
の
読
者

メ
デ
ィ
チ
家
に
助
言
し
た
と
解
釈
し
て
き
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
理
解
は
適
切
と
は
言
い
が
た
い
︒

こ
の
誤
解
が
生
じ
た
の
は
︑
い
く
つ
か
の
理
由
が
あ
る
︒
そ
の
一
つ
が
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
死
後
の
歴
史
的

経
緯
で
あ
る
︒
特
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
一
五
七
二
年
の
﹁
聖
バ
ル
テ
ル
ミ
ー
の
虐
殺
﹂
は
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

リ
に
対
す
る
痛
烈
な
非
難
を
生
じ
さ
せ
た
︒
ユ
グ
ノ
ー
に
対
す
る
こ
の
虐
殺
の
首
謀
者
は
︑
カ
ト
リ
ー
ヌ
・

ド
・
メ
デ
ィ
シ
ス
で
あ
る
と
目
さ
れ
て
い
る
︒
彼
女
の
名
前
を
イ
タ
リ
ア
語
読
み
す
れ
ば
︑
カ
テ
リ
ー
ナ
・

デ
・
メ
デ
ィ
チ
で
あ
り
︑
彼
女
の
父
親
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
デ
・
メ
デ
ィ
チ
こ
そ
︑
か
つ
て
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が

﹃
君
主
論
﹄
を
献
呈
し
よ
う
と
し
た
人
物
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
︑
メ
デ
ィ
チ
家
に
虐
殺
を

ii



指
示
し
た
極
悪
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
事
情
か
ら
︑
フ
ラ
ン
ス
に
限
ら
ず
︑
多
く
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
と
っ
て
は
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ

は
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
側
か
ら
メ
デ
ィ
チ
家
に
邪
悪
な
思
想
を
教
え
込
ん
だ
人
物
と
み
な
さ
れ
た
︒
こ
の
考
え
の
背

後
に
は
反
イ
タ
リ
ア
の
感
情
も
あ
っ
た
︒
し
か
も
︑
い
っ
た
ん
こ
う
し
た
解
釈
が
成
立
す
る
と
︑
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
に
限
ら
ず
︑
多
く
の
人
々
が
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
を
邪
悪
な
人
物
︑
策
略
家
︑
無
神
論
者
︑
詐
欺
師
と
し
て

理
解
し
た
︒
し
か
し
こ
の
理
解
は
︑
彼
の
著
作
を
丹
念
に
読
み
込
ん
だ
か
ら
と
い
う
よ
り
︑
彼
の
名
前
が
当
時

の
政
治
的
レ
ッ
テ
ル
貼
り
に
利
用
さ
れ
た
た
め
に
生
じ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
対
す
る

こ
う
し
た
悪
評
は
︑
少
な
く
と
も
彼
の
生
き
た
時
代
に
は
見
当
た
ら
な
い
︒

近
代
イ
タ
リ
ア
国
家
の
予
見
者
？

他
方
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
﹃
君
主
論
﹄
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
人
々
も
い
た
︒
そ
の
評
価
の
一
つ
は
︑
彼

が
フ
ラ
ン
ス
や
ス
ペ
イ
ン
な
ど
の
絶
対
王
政
な
い
し
近
代
国
家
を
理
想
と
し
て
い
た
と
い
う
解
釈
で
あ
る
︒
例

え
ば
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
都
市
国
家
と
い
う
伝
統
的
な
統
治
形
態
を
脱
却
し
よ
う
と
考

え
︑
い
ち
早
く
近
代
国
家
へ
と
進
む
よ
う
︑
読
者
に
訴
え
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
の
解
釈

は
︑
重
大
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
晩
年
に
至
る
ま
で
い
く
つ
か
の
著
作
で
︑

祖
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
へ
の
強
い
愛
着
を
表
明
し
︑
伝
統
的
な
都
市
共
和
政
を
望
ま
し
い
統
治
形
態
だ
と
考
え
て

はじめに
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い
る
こ
と
で
あ
る
︒

例
え
ば
︑
﹃
君
主
論
﹄
執
筆
後
に
完
成
し
た
別
の
著
作
﹃
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
︵
テ
ィ
ト
ゥ
ス
・
リ
ウ
ィ
ウ
ス
の
最
初

の
一
〇
巻
に
関
す
る
考
察
︶
﹄
は
︑
近
代
国
家
で
は
な
く
︑
古
代
の
ロ
ー
マ
を
模
倣
す
る
よ
う
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市

民
に
説
い
て
い
る
︒
し
か
も
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
そ
の
後
の
著
作
﹃
戦
術
論
﹄
﹃
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
政
体
改
革
論
﹄

﹃
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
史
﹄
で
も
︑
共
和
政
期
ロ
ー
マ
を
望
ま
し
い
統
治
と
し
て
扱
う
か
︑
あ
る
い
は
︑
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
で
の
共
和
政
の
維
持
を
あ
た
か
も
自
明
の
こ
と
と
し
て
い
る
︒
彼
に
と
っ
て
は
︑
理
想
的
な
政
治
が
見
出

せ
る
の
は
︑
近
代
で
は
な
く
︑
古
代
で
あ
っ
た
︒

さ
ら
に
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
理
想
が
近
代
の
絶
対
王
政
や
君
主
政
で
あ
っ
た
と
い
う
解
釈
と
重
な
る
と
こ

ろ
も
あ
る
が
︑
や
や
力
点
の
異
な
る
別
の
有
力
な
解
釈
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
一
九
世
紀
後

半
に
成
立
し
た
統
一
国
家
イ
タ
リ
ア
を
す
で
に
一
六
世
紀
初
頭
に
構
想
し
て
い
た
と
い
う
解
釈
で
あ
る
︒

こ
の
解
釈
の
根
拠
は
︑
﹃
君
主
論
﹄
の
最
終
章
で
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
﹁
イ
タ
リ
ア
の
解
放
﹂
を
熱
烈
に
勧

め
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
本
書
で
検
討
す
る
よ
う
に
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
こ
の
訴
え
は
︑

イ
タ
リ
ア
国
家
統
一
を
勧
め
る
議
論
で
は
な
い
︒
興
味
深
い
こ
と
に
︑
こ
の
解
釈
は
︑
国
民
国
家
の
運
動
が
勢

い
づ
い
た
一
九
世
紀
に
大
い
に
広
ま
り
︑
そ
れ
が
相
対
化
さ
れ
た
二
〇
世
紀
中
葉
以
降
に
次
第
に
廃
れ
て
い
く
︒

事
実
︑
現
在
で
は
こ
の
解
釈
は
︑
少
な
く
と
も
専
門
研
究
の
レ
ベ
ル
で
は
支
配
的
で
は
な
い
︒
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マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
生
涯

こ
の
よ
う
に
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
解
釈
の
歴
史
は
︑
後
世
の
人
々
が
見
た
い
と
思
う
も
の
を
彼
の
思
想
に
そ
の

都
度
見
出
し
て
き
た
歴
史
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
本
書
で
は
︑
彼
の
生
き
た
時
代
か
ら
そ
の
思
想
を
検
討
し
︑

彼
と
そ
の
政
治
思
想
の
実
像
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒
ま
ず
こ
こ
で
は
︑
彼
の
生
涯
を
簡
単
に
辿
っ
て
お
こ
う
︒

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
一
四
六
九
年
︑
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
に
生
ま
れ
た
︒
当
時
は
︑
有
力
な

商
人
メ
デ
ィ
チ
家
が
そ
の
都
市
を
統
治
し
て
い
た
時
代
で
あ
り
︑
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
の
最
盛
期
と
言
っ
て
も
よ

い
︒
し
か
し
︑
政
治
的
に
は
混
迷
を
き
わ
め
た
時
期
で
も
あ
る
︒
メ
デ
ィ
チ
家
が
一
四
九
四
年
に
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
か
ら
追
放
さ
れ
る
と
︑
修
道
士
ジ
ロ
ー
ラ
モ
・
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
を
精
神
的
支
柱
と
し
た
民
主
政
が
そ
こ
に

誕
生
し
た
︒

こ
の
修
道
士
の
失
脚
後
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
︑
共
和
国
の
第
二
書
記
局
の
長
と
な
っ
た
︒
彼
は
︑
有
力
市

民
ピ
エ
ロ
・
ソ
デ
リ
ー
ニ
が
一
五
〇
二
年
に
共
和
国
元
首
︵
執
政
長
官
︶
と
な
る
と
︑
彼
の
右
腕
と
な
っ
て
祖
国

の
た
め
に
尽
力
し
た
︒
彼
は
外
交
で
は
︑
皇
帝
︑
教
皇
︑
フ
ラ
ン
ス
王
︑
イ
タ
リ
ア
の
君
主
た
ち
と
交
渉
し
︑

内
政
面
で
も
市
民
軍
の
創
設
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
職
務
に
あ
た
り
︑
官
僚
と
し
て
祖
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を

下
支
え
し
て
い
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
一
五
一
二
年
に
ソ
デ
リ
ー
ニ
政
権
は
︑
ス
ペ
イ
ン
の
力
を
借
り
た
メ
デ
ィ
チ
家
に
よ
っ
て
転
覆

さ
せ
ら
れ
た
︒
メ
デ
ィ
チ
家
が
一
八
年
ぶ
り
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
統
治
に
復
帰
し
︑
ソ
デ
リ
ー
ニ
の
懐
刀
だ
っ
た

はじめに
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マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
︑
書
記
官
の
職
を
失
っ
た
︒
そ
こ
で
彼
は
︑
﹃
君
主
論
﹄
を
執
筆
し
︑
統
治
術
を
メ
デ
ィ

チ
家
に
与
え
る
こ
と
で
同
家
か
ら
何
ら
か
の
政
治
職
を
得
よ
う
と
し
た
︒
こ
の
作
品
が
実
際
に
メ
デ
ィ
チ
家
に

献
呈
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
作
品
の
た
め
に
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
メ
デ
ィ
チ
家
か

ら
恩
恵
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
と
っ
て
︑
苦
し
い
日
々
が
何
年
も
続
い
た
︒
収
入
源
を
失
い
︑
都
市
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
か

ら
離
れ
た
田
舎
の
山
荘
に
引
き
こ
も
っ
た
彼
は
︑
家
族
や
友
人
た
ち
に
と
っ
て
も
︑
自
分
に
と
っ
て
も
︑
役
立

た
ず
の
厄
介
者
だ
と
感
じ
て
い
た
︒
僻
地
で
子
ど
も
に
勉
強
で
も
教
え
る
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
た
︒
彼
は
︑

苦
難
に
耐
え
な
が
ら
も
︑
幸
運
が
や
っ
て
来
た
ら
︑
そ
れ
を
つ
か
め
る
よ
う
に
し
て
い
た
︒

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
お
そ
ら
く
メ
デ
ィ
チ
家
へ
の
仕
官
を
諦
め
て
い
た
頃
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
た
ち
の
知

的
サ
ー
ク
ル
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
︑
そ
こ
で
﹃
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
﹄
の
執
筆
に
着
手
し
た
︒
こ
の
作
品
は
︑

す
で
に
示
し
た
よ
う
に
︑
古
代
ロ
ー
マ
史
を
素
材
に
彼
が
理
想
と
す
る
共
和
国
を
論
じ
た
作
品
で
あ
る
︒
さ
ら

に
︑
彼
の
生
前
に
唯
一
公
刊
さ
れ
た
著
作
﹃
戦
術
論
﹄
も
︑
こ
の
集
い
か
ら
生
ま
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
︒
そ
の

サ
ー
ク
ル
の
メ
ン
バ
ー
の
一
部
は
︑
メ
デ
ィ
チ
家
に
陰
謀
を
企
て
た
が
︑
別
の
メ
ン
バ
ー
が
彼
を
メ
デ
ィ
チ
家

に
引
き
合
わ
せ
た
︒

そ
の
た
め
︑
一
五
二
〇
年
頃
か
ら
は
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
と
メ
デ
ィ
チ
家
と
の
関
係
は
︑
徐
々
に
好
転
し
た
︒

彼
は
︑
メ
デ
ィ
チ
家
か
ら
簡
単
な
仕
事
を
任
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
ど
の
よ
う
な
政
体
を
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採
る
べ
き
か
同
家
か
ら
諮
問
さ
れ
た
際
に
は
﹃
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
政
体
改
革
論
﹄
を
執
筆
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
メ

デ
ィ
チ
家
は
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
に
﹃
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
史
﹄
を
執
筆
す
る
よ
う
命
じ
た
︒
メ
デ
ィ
チ
家
出
身
の

教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
七
世
の
頃
︑
イ
タ
リ
ア
諸
国
が
皇
帝
に
対
抗
し
た
際
に
は
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
︑
教
皇
に

間
接
的
な
が
ら
政
策
を
提
言
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
運
命
の
女
神
は
︑
最
後
ま
で
彼
に
微
笑
ま
な
か
っ
た
︒
よ
う
や
く
メ
デ
ィ
チ
家
に
認
め
て
も
ら

え
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
︑
イ
タ
リ
ア
諸
国
を
率
い
た
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
七
世
が
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
カ
ー
ル
五
世

と
の
戦
い
で
苦
境
に
陥
り
︑
一
五
二
七
年
の
﹁
ロ
ー
マ
の
劫
略
﹂
を
も
た
ら
し
た
︒
そ
の
影
響
で
メ
デ
ィ
チ
家

は
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
か
ら
再
び
追
放
さ
れ
た
︒
そ
の
後
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
︑
メ
デ
ィ
チ
家
不
在
の
共
和
国
で

再
び
書
記
官
に
立
候
補
す
る
が
︑
同
家
と
の
関
係
が
濃
厚
で
あ
っ
た
た
め
か
︑
落
選
し
︑
同
年
に
死
去
し
た
︒

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
実
像
を
求
め
て

肖
像
画
や
胸
像
な
ど
で
見
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
︑
正
直
な
と
こ
ろ
︑
精
彩
を
欠
い
て
い
る
︒
中
背
で
痩
せ

て
お
り
︑
黒
い
髪
は
︑
ビ
ロ
ー
ド
の
よ
う
に
頭
皮
に
へ
ば
り
つ
い
て
い
る
︒
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
男
が
長
い
間
︑

誤
解
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
︒
彼
が
誤
解
さ
れ
続
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
は
︑
す
で
に
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
事
実
か
も
し
れ
な
い
︒
で
は
︑
彼
は
︑
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
思
想
を
抱
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

本
書
の
第
一
章
で
は
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
生
涯
と
そ
の
人
物
像
に
焦
点
を
合
わ
せ
︑
彼
の
人
間
性
に
対
す

はじめに
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る
誤
解
を
修
正
し
よ
う
︒
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
の
書
記
官
で
あ
っ
た
彼
は
︑
多
く
の
難
題
を
抱
え
た
祖
国
の

た
め
に
奔
走
し
た
︒
彼
の
思
想
は
︑
そ
の
政
治
的
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
た
し
か

に
彼
の
死
後
︑
さ
ほ
ど
遅
く
な
い
時
期
に
︑
あ
る
年
代
記
作
家
か
ら
﹁
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
す
べ
て
の
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
市
民
に
嫌
わ
れ
て
い
た
﹂
と
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
こ
う
し
た
強
い
非
難
は
︑
彼
の
生

前
に
は
見
当
た
ら
な
い
︒
彼
は
︑
た
し
か
に
信
仰
心
が
篤
い
人
物
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
と
は
い
え
︑
け
っ

し
て
す
べ
て
の
市
民
に
嫌
わ
れ
る
よ
う
な
悪
人
で
は
な
か
っ
た
︒
彼
は
む
し
ろ
︑
家
族
・
友
人
・
祖
国
を
愛
す

る
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
人
物
で
あ
っ
た
︒

第
二
章
で
は
︑
﹃
君
主
論
﹄
の
基
本
的
な
主
題
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
︒
注
目
す
べ
き
は
︑
マ
キ
ァ
ヴ

ェ
ッ
リ
が
そ
の
著
作
で
ど
の
よ
う
な
政
治
状
況
を
想
定
し
て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
︒
彼
は
︑
す
で
に
見

た
よ
う
な
異
様
な
助
言
を
君
主
に
提
供
し
て
い
る
が
︑
そ
の
理
由
は
︑
作
品
の
主
題
の
特
異
性
と
密
接
に
関
連

し
て
い
る
︒
そ
の
主
題
と
は
︑
﹁
新
君
主
国
﹂
と
い
う
き
わ
め
て
特
殊
な
政
治
状
況
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
︒

﹃
君
主
論
﹄
で
の
考
察
は
︑
征
服
の
政
治
学
と
言
う
べ
き
理
論
で
あ
り
︑
し
か
も
そ
れ
は
︑
メ
デ
ィ
チ
家
の
若

者
が
実
際
に
直
面
し
て
い
た
政
治
状
況
に
即
し
た
考
察
で
あ
る
︒
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
同
著
で
︑
君
主
が
暴
力

や
悪
徳
を
行
使
せ
ざ
る
を
え
な
い
例
外
状
況
に
意
識
的
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

第
三
章
で
は
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
こ
う
し
た
政
治
状
況
を
想
定
し
た
う
え
で
︑
い
か
な
る
助
言
を
読
者
メ

デ
ィ
チ
家
に
提
供
し
て
い
る
の
か
を
見
て
み
よ
う
︒
新
君
主
国
と
は
︑
支
配
の
正
当
性
を
欠
い
て
い
る
た
め
︑
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臣
民
が
統
治
者
に
積
極
的
に
抵
抗
す
る
政
治
状
況
で
あ
る
︒
彼
の
見
解
で
は
︑
新
君
主
は
︑
そ
の
状
況
で
素
朴

に
有
徳
な
振
る
舞
い
を
目
指
そ
う
と
す
れ
ば
︑
破
滅
す
る
︒
そ
の
た
め
彼
は
︑
悪
徳
を
も
躊
躇
な
く
行
使
で
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
南
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
彼
は
︑
メ
デ
ィ
チ
家
に
も
っ
ぱ
ら
悪
徳
の
み
を
勧
め
た
わ

け
で
は
な
い
︒
し
か
も
︑
新
君
主
国
で
あ
っ
て
も
︑
時
間
が
経
過
し
て
安
定
的
な
状
況
へ
と
至
っ
た
際
に
は
︑

君
主
が
有
徳
に
振
る
舞
う
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
本
章
で
は
︑
極
端
に
理
解
さ
れ
が
ち
な
彼
の
助
言
を

丁
寧
に
把
握
し
て
お
き
た
い
︒

第
四
章
で
は
︑
祖
国
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
統
治
方
法
に
関
す
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
よ
う
︒

彼
の
考
え
で
は
︑
た
し
か
に
新
君
主
は
︑
悪
徳
の
行
使
が
不
可
避
的
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
限

れ
ば
︑
君
主
が
有
徳
に
振
る
舞
う
こ
と
は
︑
可
能
で
あ
る
し
︑
有
徳
に
振
る
舞
う
べ
き
で
あ
る
︒
暴
力
を
伴
わ

ず
に
こ
の
都
市
に
復
帰
し
た
メ
デ
ィ
チ
家
は
︑
そ
の
政
治
状
況
に
適
合
的
な
統
治
を
行
う
必
要
が
あ
る
︒
そ
の

方
策
と
は
︑
彼
の
見
解
で
は
︑
共
和
政
の
伝
統
を
活
か
す
こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
は
︑
メ
デ
ィ
チ
家
の
権
力
維
持

の
た
め
に
有
効
な
手
段
で
も
あ
る
︒
彼
は
︑
多
く
の
解
釈
と
は
異
な
り
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
君
主
国
な
い
し
絶

対
君
主
国
を
樹
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
メ
デ
ィ
チ
家
に
対
す
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
︑
む
し
ろ
﹁
真
の
共
和
国
﹂
を
祖
国
に
も
た
ら
す
べ
く
行
動
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

第
五
章
で
は
︑
﹁
真
の
共
和
国
﹂
に
関
す
る
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
思
想
を
知
る
た
め
に
︑
﹃
君
主
論
﹄
と
並
ぶ

傑
作
﹃
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
﹄
に
着
目
し
て
み
よ
う
︒
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
彼
は
こ
の
作
品
で
︑
古
代
ロ
ー
マ

はじめに
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の
共
和
政
期
の
統
治
を
理
想
と
し
︑
そ
れ
を
同
時
代
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
が
模
倣
す
べ
き
で
あ
る
と
力
説
し

て
い
る
︒
彼
は
そ
こ
で
︑
自
由
の
維
持
の
た
め
に
は
ロ
ー
マ
の
よ
う
な
民
主
政
を
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
導
入
す
る

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
唱
え
︑
ロ
ー
マ
人
の
行
動
や
制
度
を
詳
し
く
論
じ
て
い
る
︒
彼
の
そ
こ
で
の
知
的
な

課
題
は
︑
古
代
ロ
ー
マ
が
い
か
に
自
由
を
維
持
し
︑
な
ぜ
大
帝
国
へ
と
発
展
し
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
︒
﹃
デ
ィ
ス
コ
ル
シ
﹄
は
︑
自
由
の
た
め
の
理
論
書
で
あ
る
︒

第
六
章
で
は
︑
﹃
君
主
論
﹄
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
論
の
意
味
を
取
り
上
げ
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
近
代
の
イ

タ
リ
ア
統
一
国
家
を
先
取
り
し
て
い
た
と
い
う
誤
解
を
修
正
し
た
い
︒
い
っ
た
い
︑
彼
の
言
う
﹁
イ
タ
リ
ア
の

解
放
﹂
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
り
︑
そ
の
解
放
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
手
段
が
取
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考

え
て
い
る
の
か
︒
さ
ら
に
そ
の
主
張
は
︑
彼
の
愛
す
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
の
存
続
と
い
か
な
る
関
係
に
あ

る
か
︒
第
六
章
で
は
︑
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
明
に
取
り
組
み
た
い
︒

x



目

次

は
じ
め
に

第
一
章

書
記
官
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ

一

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
政
治
的
伝
統








































































































































2

二

書
記
官
の
仕
事
と
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ボ
ル
ジ
ア


































































































12

三

市
民
軍
の
創
設
と
大
国
の
動
向








































































































































23

四

メ
デ
ィ
チ
家
の
復
帰
と
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
の
失
職


















































































35

第
二
章

新
君
主
の
助
言
者

一

助
言
の
内
容






























































































































































































42

目 次

xi



二

『
君
主
論
﹄
の
主
題
袂
袒
﹁
新
君
主
国
﹂
と
い
う
例
外
状
況

















































































52

三

君
主
の
類
型
化






















































































































































































62

四

メ
デ
ィ
チ
家
の
政
治
的
課
題
















































































































































68

第
三
章

善
と
悪
の
勧
め

一

新
君
主
の
政
治
的
資
質
































































































































































84

二

伝
統
の
継
承
者
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
































































































































91

三

良
き
統
治
と
い
う
目
標
































































































































































104

第
四
章

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
﹁
君
主
｣

一

極
悪
非
道
な
君
主















































































































































































120

二

市
民
的
君
主






























































































































































































129

三

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
統
治
































































































































































137

xii



第
五
章

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
自
由

一

共
和
主
義
者
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ








































































































































154

二

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
へ
の
適
用
︵
一
︶袂袒
外
交



















































































































164

三

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
へ
の
適
用
︵
二
︶袂袒
内
政



















































































































169

四

市
民
軍
と
国
家
宗
教







































































































































































179

第
六
章

イ
タ
リ
ア
の
自
由

一

教
会
国
家
と
新
君
主







































































































































































190

二

イ
タ
リ
ア
解
放
の
勧
め
































































































































































199

三

イ
タ
リ
ア
解
放
の
戦
略
































































































































































215

お
わ
り
に
袂
袒
ル
ネ
サ
ン
ス
の
思
想
家
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ









































































































229

あ
と
が
き





















































































































































































































247

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
略
年
譜

253

目 次

xiii



xiv

ティレニア海

アドリア海

フィレンツェ

ローマ

アドリア海

シチリア島

サルデーニァ島

ティレニア海

コルシカ島

ミラノ
ヴェネツィア

ナポリ

パルマ

ボローニァ

ペルージァ

ローマ

フィレンツェ

イタリア半島地図

ピアチェンツァ

ヴェローナ

ボルツァーノ

①
② ③④ ⑤

⑥ ⑦
⑧⑨

⑩ ⑪⑫
⑬ ⑭

⑮⑯
⑰
⑱ ⑲

⑳ ㉑
㉒

㉓
㉔

㉕
㉖ ㉗

㉘
㉙ ㉚

①ミランドラ
②カルピ
③フェラーラ
④レッジョ
⑤モデナ
⑥イーモラ

⑦ラヴェンナ
⑧ファエンツァ
⑨フォルリ
⑩チェゼーナ
⑪リミニ
⑫ピストイア

⑬プラート
⑭ムジェッロ
⑮カゼンティーノ
⑯ルッカ
⑰ピサ
⑱リヴォルノ
⑲サンタンドレア・イン・ペルクッシーナ
⑳ヴォルテッラ
㉑シエナ
㉒アレッツォ
㉓モンテプルチァーノ
㉔ピオンビーノ
㉕ペーザロ
㉖ウルビーノ
㉗セニガリア
㉘チッタ・ディ・カステッロ
㉙カメリーノ
㉚フェルモ



第�章 書記官マキァヴェッリ

1

第
一
章

書
記
官
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ

マキァヴェッリ

（サンティ・ディ・ティート作）



一

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
政
治
的
伝
統

自
由
の
伝
統

マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
︑
友
人
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ヴ
ェ
ッ
ト
ー
リ
宛
の
書
簡
で
︑
﹁
わ
が
魂
よ
り
も
わ
が
祖

国
を
愛
す
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
祖
国
と
は
︑
彼
の
生
ま
れ
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
あ
る
︒
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ

リ
の
思
想
を
適
切
に
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
こ
の
都
市
の
政
治
理
念
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
簡

単
に
言
え
ば
︑
自
由
の
理
念
で
あ
り
︑
こ
の
理
念
に
は
長
い
伝
統
が
あ
る
︒

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
︑
イ
タ
リ
ア
中
部
の
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
に
属
し
︑
お
お
よ
そ
一
二
世
紀
に
は
自
治
を
獲
得

し
た
︒
し
か
し
︑
そ
こ
で
は
他
の
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
と
同
様
に
︑
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
と
ロ
ー
マ
教
皇
の
対
立
を

反
映
し
︑
皇
帝
を
支
持
す
る
ギ
ベ
リ
ー
ニ
と
教
皇
を
支
持
す
る
グ
ェ
ル
フ
ィ
と
い
う
二
つ
の
党
派
が
激
し
く
争

っ
て
い
た
︒
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
︑
君
主
の
い
な
い
共
和
政
の
都
市
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
自
由
独
立
は
︑
二
つ
の

上
位
権
力
の
い
ず
れ
か
に
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
︑
周
辺
農
村
︵
コ
ン
タ
ー
ド
︶
を
次
々
と
征
服
す
る
と
︑
そ
こ
か
ら
都
市
へ
の
人
口
流
入
が

進
ん
だ
︒
他
方
で
こ
の
共
和
国
は
︑
一
三
世
紀
に
は
急
激
な
経
済
的
発
展
を
続
け
︑
次
第
に
商
業
都
市
の
色
彩

2



を
強
め
て
い
っ
た
︒
ギ
ベ
リ
ー
ニ
と
グ
ェ
ル
フ
ィ
の
対
立
も
︑
都
市
貴
族
と
民
衆
と
い
う
二
階
級
の
対
立
の
様

相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
両
派
は
︑
幾
度
も
対
立
し
︑
再
編
を
伴
い
な
が
ら
︑
一
三
世
紀
末
に
グ
ェ
ル
フ

ィ
が
勝
利
を
収
め
た
︒
そ
の
結
果
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
こ
れ
以
降
︑
対
外
的
に
は
親
教
皇
や
親
フ
ラ
ン
ス
の
路

線
を
進
み
︑
国
内
で
は
民
衆
寄
り
の
自
由
な
体
制
︑
つ
ま
り
民
主
政
を
標
榜
し
続
け
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒

共
和
政
な
い
し
自
由
の
伝
統
が
途
絶
え
る
か
に
思
わ
れ
た
事
態
は
︑
一
四
世
紀
に
三
度
生
じ
た
︒
例
え
ば
︑

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
は
政
治
的
危
機
に
対
処
す
る
た
め
︑
一
三
四
二
年
に
ア
テ
ネ
公
ゴ
ー
テ
ィ
エ
・
ド
・
ブ
リ

エ
ン
ヌ
を
支
配
者
と
し
て
迎
え
入
れ
た
︒
し
か
し
︑
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
が
﹃
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
史
﹄
で
描
い
て
い

る
よ
う
に
︑
彼
ら
は
︑
翌
年
に
は
﹁
民
衆
と
都
市
︑
自
由
の
生
活
を
！
﹂
と
叫
び
な
が
ら
︑
ア
テ
ネ
公
を
追
放

し
た
︒
他
の
多
く
の
都
市
国
家
が
次
々
に
君
主
政
︵
シ
ニ
ョ

リ
ー
ア
制
︶
へ
と
変
化
し
た
の
と
は
異
な
り
︑
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
は
共
和
政
を
維
持
し
た
︒

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
︑
詩
人
ダ
ン
テ
の
追
放
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
国
内
で
激
し
い
党
派
対
立
を
抱
え
続
け
た

が
︑
対
外
的
に
は
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
方
で
の
支
配
権
を
徐
々
に
拡
大
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
勢
力
を
高
め
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
︑
か
つ
て
は
教
皇
の

支
配
に
服
し
て
い
た
が
︑
今
や
こ
の
権
力
に
す
が
る
必
要
は
な
か
っ
た
︒
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
︑
国
内
に
君
主
が

い
な
い
と
い
う
意
味
の
み
な
ら
ず
︑
外
部
勢
力
に
依
存
し
な
い
と
い
う
意
味
で
も
そ
の
自
由
を
次
第
に
獲
得
し

た
の
で
あ
る
︒
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こ
の
現
実
を
反
映
し
て
︑
教
皇
を
世
界
の
君
主
と
考
え
る
グ
ェ
ル
フ
ィ
主
義
は
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
ほ
と

ん
ど
姿
を
消
し
た
︒
こ
の
理
念
に
決
定
的
な
打
撃
を
与
え
た
事
件
は
︑
一
三
七
五
年
か
ら
一
三
八
三
年
ま
で
の

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
教
皇
の
戦
争
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
八
聖
人
戦
争
﹂
の
際
︑
共
和
国
の
書
記
官
コ
ル
ッ
チ
ョ

・
サ

ル
タ
ー
テ
ィ
は
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
教
皇
の
専
制
に
対
し
て
﹁
ト
ス
カ
ー
ナ
の
自
由
﹂
を
守
る
国
家
だ
と
主
張

し
た
︒
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
は
︑
教
皇
に
代
わ
っ
て
自
ら
が
そ
の
地
域
の
盟
主
で
あ
り
︑
自
由
の
守
護
者
だ
と

誇
っ
て
い
る
︒

共
和
政
的
自
由
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
︑
一
三
世
紀
末
以
降
︑
執
政
官
︵
プ
リ
オ
ー
レ
︶
と
執
政
長
官
︵
﹁
正
義
の
旗
手
﹂
︶
が
執
政
府

︵
シ
ニ
ョ

リ
ー
ア
︶
を
構
成
し
︑
こ
れ
を
﹁
一
二
人
の
賢
人
会
﹂
と
﹁
一
六
人
の
旗
区
長
会
﹂
が
補
佐
し
た
︒
﹁
ポ

ポ
ロ
と
コ
ム
ー
ネ
の
評
議
会
﹂
は
︑
い
ず
れ
も
民
衆
的
な
評
議
会
と
し
て
法
案
を
審
議
し
た
︒
さ
ら
に
︑
国
庫

の
管
理
・
治
安
・
軍
事
な
ど
を
担
当
す
る
い
く
つ
か
の
行
政
委
員
会
が
あ
っ
た
︒
執
政
官
の
任
期
は
︑
わ
ず
か

二
カ
月
で
あ
り
︑
ポ
ポ
ロ
と
コ
ム
ー
ネ
の
評
議
会
の
任
期
で
す
ら
六
カ
月
に
す
ぎ
な
い
︒
こ
れ
は
︑
政
策
の
継

続
性
を
犠
牲
に
す
る
も
の
の
︑
権
力
の
集
中
を
防
ぎ
︑
多
く
の
市
民
を
政
治
に
参
加
さ
せ
る
工
夫
で
も
あ
っ
た
︒

当
時
の
市
民
が
い
か
に
自
由
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
か
が
分
か
る
︒

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
共
和
国
は
︑
特
に
一
四
世
紀
の
中
頃
以
降
︑
対
外
的
に
勢
力
を
拡
大
し
た
が
︑
こ
の
こ
と
は
︑
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同
様
に
外
部
に
拡
大
し
て
き
た
君
主
国
ミ
ラ
ノ
と
の
対
立
を
招
い
た
︒
ミ
ラ
ノ
陣
営
は
︑
君
主
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ

ィ
が
イ
タ
リ
ア
に
平
和
を
も
た
ら
す
と
主
張
し
た
の
に
対
し
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
書
記
官
は
︑
彼
が
専
制
君
主

で
あ
る
と
非
難
し
た
︒
さ
ら
に
︑
共
和
国
政
府
は
︑
周
辺
の
諸
共
和
国
と
同
盟
を
締
結
す
べ
く
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
が
そ
れ
ら
の
国
家
と
同
じ
﹁
自
由
な
国
家
﹂
で
あ
る
と
主
張
し
た
︒
こ
の
文
脈
で
は
︑
共
和
国
こ
そ
自
由
な

国
家
で
あ
る
︒
ミ
ラ
ノ
側
は
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
統
治
が
少
数
者
の
専
制
で
あ
る
と
非
難
し
た
が
︑
書
記
官
サ

ル
タ
ー
テ
ィ
は
︑
ミ
ラ
ノ
の
君
主
が
恣
意
的
に
政
治
を
行
う
の
と
は
異
な
り
︑
自
ら
の
都
市
の
政
治
的
決
定
︑

民
衆
の
審
議
を
必
要
と
す
る
の
だ
と
主
張
し
た
︒
彼
の
見
解
で
は
︑
共
和
国
は
︑
官
職
者
を
短
期
間
で
交
替
さ

せ
る
制
度
を
持
っ
て
お
り
︑
自
由
は
︑
共
和
政
で
確
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

｢
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂

後
任
の
書
記
官
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ニ
も
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
自
由
な
国
家
で
あ
り
︑
民
主
政
を
保
持
し

て
い
る
と
誇
っ
て
い
る
︒
彼
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
共
和
国
は
︑
古
代
ロ
ー
マ
の
娘
あ
る
い
は
そ
の
継
承
者
で
あ
り
︑

都
市
の
起
源
は
︑
カ
エ
サ
ル
登
場
以
前
の
共
和
政
期
ロ
ー
マ
に
あ
る
︒
そ
の
た
め
彼
の
見
解
で
は
︑
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
は
︑
自
由
で
あ
っ
た
頃
の
ロ
ー
マ
︑
つ
ま
り
共
和
政
ロ
ー
マ
が
有
し
て
い
た
対
外
的
支
配
権
を
親
か
ら
継

承
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
議
論
は
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
対
外
的
支
配
権
を
正
当
化
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ

う
に
当
時
の
問
題
を
古
代
史
と
関
連
づ
け
な
が
ら
扱
う
と
こ
ろ
に
人
文
主
義
的
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
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こ
の
頃
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
︑
ア
レ
ッ
ツ
ォ
や
モ
ン
テ
プ
ル
チ
ァ
ー
ノ
な
ど
の
内
陸
の
都
市
の
み
な
ら
ず
︑

ピ
サ
︑
リ
ヴ
ォ
ル
ノ
な
ど
の
港
湾
都
市
を
制
圧
し
︑
海
上
貿
易
の
ル
ー
ト
を
押
さ
え
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
他
国

に
対
す
る
優
越
性
を
市
民
に
実
感
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
︒
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
は
︑
古
代
ロ
ー
マ
と
当
時
の
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
を
重
ね
合
わ
せ
︑
こ
の
共
和
国
が
い
ず
れ
ロ
ー
マ
の
よ
う
に
世
界
を
支
配
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
期
待

す
ら
表
明
さ
れ
た
︒

中
世
で
は
︑
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
皇
帝
が
ロ
ー
マ
教
皇
と
並
ぶ
も
う
一
つ
の
権
威
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
普
遍

的
帝
政
の
理
念
も
︑
ブ
ル
ー
ニ
の
頃
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
著
し
く
衰
退
し
て
い
た
︒
か
つ
て
ダ
ン
テ
は
﹃
帝

政
論
﹄
で
︑
皇
帝
を
頂
点
と
す
る
世
界
君
主
政
が
神
の
世
界
支
配
と
類
似
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
︑
普
遍
的
な
帝

政
を
適
切
な
統
治
の
あ
り
方
だ
と
論
じ
て
い
た
︒
さ
ら
に
︑
彼
は
﹃
神
曲
﹄
の
中
で
︑
カ
エ
サ
ル
を
称
賛
し
︑

彼
を
殺
害
し
た
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
を
地
獄
の
最
下
層
に
陥
れ
て
い
た
︒

し
か
し
︑
こ
の
二
人
の
古
代
人
の
地
位
は
︑
ブ
ル
ー
ニ
の
議
論
で
は
逆
転
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
カ
エ
サ

ル
は
専
制
君
主
で
あ
り
︑
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ス
は
自
由
の
擁
護
者
だ
と
さ
れ
て
い
る
︒
歴
史
的
事
象
は
︑
同
時
代
の

価
値
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
彼
に
と
っ
て
︑
共
和
国
の
自
由
の
た
め
に
貢
献
し
た
人
物

こ
そ
称
賛
に
値
す
る
人
間
で
あ
り
︑
望
ま
し
い
統
治
の
あ
り
方
も
︑
普
遍
的
帝
政
で
は
な
く
︑
都
市
共
和
政
で

あ
っ
た
︒
世
界
君
主
政
の
理
念
は
︑
世
俗
化
の
み
な
ら
ず
︑
皇
帝
勢
力
の
衰
退
と
と
も
に
希
薄
に
な
っ
て
い
た

と
言
え
よ
う
︒
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都
市
共
和
政
を
賛
美
す
る
こ
と
は
︑
市
民
の
政
治
参
加
を
認
め
る
こ
と
で
も
あ
る
︒
こ
の
理
念
は
︑
神
に
祈

り
︑
妻
帯
せ
ず
︑
修
道
院
で
生
活
す
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
伝
統
的
態
度
と
は
対
照
的
で
あ
る
︒
中
世
の
議
論

と
は
異
な
り
︑
一
五
世
紀
の
人
文
主
義
者
に
と
っ
て
︑
政
治
生
活
に
積
極
的
に
関
与
す
る
﹁
活
動
的
生
活
﹂
は
︑

孤
独
な
﹁
観
想
的
生
活
﹂
よ
り
も
望
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
彼
ら
は
︑
伝
統
的
な
理
念
に
意
識
的
に
対
抗
し
︑

家
族
を
持
ち
な
が
ら
祖
国
の
政
治
に
参
加
し
た
人
物
を
正
面
か
ら
肯
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の

世
俗
的
か
つ
市
民
的
な
人
文
主
義
は
︑
﹁
シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒
マ
キ
ァ
ヴ

ェ
ッ
リ
は
︑
後
に
見
る
よ
う
に
︑
共
和
政
を
支
持
す
る
こ
の
知
的
伝
統
の
後
継
者
で
あ
る
︒
な
お
︑
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
市
民
が
自
覚
し
て
い
た
よ
う
に
︑
こ
こ
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
的
な
生
活
と
の
類
似
性
を
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
︒

メ
デ
ィ
チ
家
の
時
代

一
四
三
四
年
︑
コ
ジ
モ
・
デ
・
メ
デ
ィ
チ
が
追
放
先
か
ら
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
復
帰
し
た
︒
メ
デ
ィ
チ
家
は
そ

の
後
︑
こ
の
共
和
国
を
六
〇
年
間
支
配
す
る
こ
と
に
な
る
︒
コ
ジ
モ
は
︑
従
前
の
ア
ル
ビ
ッ
ツ
ィ
政
権
が
暫
定

的
措
置
と
し
て
用
い
た
恣
意
的
な
官
職
選
出
を
可
能
な
限
り
繰
り
返
す
こ
と
で
︑
執
政
府
を
メ
デ
ィ
チ
派
で
固

め
る
こ
と
に
成
功
し
た
︒
こ
の
選
出
は
︑
非
常
大
権
委
員
会
の
設
立
で
な
さ
れ
る
が
︑
こ
の
委
員
会
は
︑
内
外

の
非
常
時
で
設
立
さ
れ
る
た
め
︑
メ
デ
ィ
チ
家
が
望
め
ば
い
つ
で
も
そ
の
恣
意
的
操
作
が
可
能
だ
っ
た
わ
け
で
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は
な
い
︒
非
常
時
が
終
わ
っ
た
と
判
断
さ
れ
た
た
め
︑
そ
の
選
挙
操
作
が
不
可
能
に
な
る
と
︑
コ
ジ
モ
は
︑
思

う
よ
う
な
政
治
を
行
え
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
彼
は
一
四
五
八
年
に
は
︑
シ
ニ
ョ

リ
ー
ア
広
場
で
民
衆
に
喝
采
を

求
め
る
﹁
市
民
集
会
︵
パ
ル
ラ
メ
ン
ト
︶
﹂
と
い
う
非
常
手
段
に
訴
え
た
︒
こ
の
試
み
は
︑
危
険
な
賭
け
で
も
あ

っ
た
が
︑
か
つ
て
の
敵
国
ミ
ラ
ノ
の
軍
隊
を
活
用
す
る
こ
と
で
成
功
を
収
め
た
︒

コ
ジ
モ
の
死
後
︑
そ
の
後
を
継
い
だ
ピ
エ
ロ
は
一
四
六
六
年
︑
他
の
有
力
市
民
た
ち
か
ら
抵
抗
に
遭
っ
た
︒

だ
が
︑
メ
デ
ィ
チ
派
は
今
回
も
︑
ミ
ラ
ノ
の
援
軍
で
か
ろ
う
じ
て
政
権
を
維
持
し
た
︒
外
国
援
軍
へ
の
依
存
は
︑

体
制
の
脆
弱
さ
の
表
れ
で
も
あ
る
︒
ピ
エ
ロ
の
息
子
ロ
レ
ン
ツ
ォ
︵
大
ロ
レ
ン
ツ
ォ
︶
は
一
四
七
八
年
に
︑
教
皇

と
組
ん
だ
パ
ッ
ツ
ィ
家
の
陰
謀
に
直
面
し
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
陰
謀
は
︑
ロ
レ
ン
ツ
ォ
を
殺
害
す
る
こ
と
が
で

き
ず
︑
広
場
で
の
﹁
民
衆
と
自
由
を
！
﹂
と
い
う
馴
染
み
深
い
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
︑
市
民
か
ら
の
支
持
を
得
ら
れ

な
か
っ
た
︒
陰
謀
は
︑
失
敗
に
終
わ
っ
た
︒
九
歳
の
少
年
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
お
そ
ら
く
︑
縛
り
首
に
な
り
街

中
を
引
き
ず
り
回
さ
れ
た
陰
謀
家
た
ち
を
目
に
し
た
で
あ
ろ
う
︒

メ
デ
ィ
チ
体
制
は
こ
の
後
︑
共
和
国
の
最
高
機
関
と
な
る
七
〇
人
評
議
会
を
一
四
八
〇
年
に
創
設
し
︑
体
制

を
強
化
し
た
︒
た
し
か
に
こ
の
評
議
会
の
創
設
は
︑
ポ
ポ
ロ
と
コ
ム
ー
ネ
の
評
議
会
の
権
限
削
減
を
意
味
し
た
︒

し
か
し
メ
デ
ィ
チ
家
は
︑
七
〇
人
評
議
会
を
自
由
に
操
れ
た
わ
け
は
な
い
︒
コ
ジ
モ
や
ロ
レ
ン
ツ
ォ
は
︑
他
の

市
民
か
ら
傲
慢
と
見
ら
れ
な
い
よ
う
言
動
に
配
慮
し
続
け
た
︒
彼
ら
に
と
っ
て
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
の
適
切
な

振
る
舞
い
と
は
︑
君
主
の
よ
う
に
思
わ
れ
ず
︑
他
の
有
力
市
民
と
う
ま
く
協
調
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
メ
デ
ィ
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チ
家
の
統
治
は
︑
プ
リ
オ
ー
レ
制
と
い
う
共
和
政
の
枠
組
み
を
破
壊
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
︑
終
身
の

元
老
院
す
ら
創
設
で
き
な
か
っ
た
︒
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
は
︑
市
民
的
自
由
を
理
念
と
す
る
こ
の
環
境
で
育
っ
た

の
で
あ
る
︒

当
時
の
イ
タ
リ
ア
の
大
国
は
︑
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
︑
ミ
ラ
ノ
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
︑
ロ
ー
マ
教
皇
領
︵
教
会
国
家
︶
︑

ナ
ポ
リ
の
五
つ
で
あ
る
︒
ロ
レ
ン
ツ
ォ
は
︑
イ
タ
リ
ア
内
部
の
諸
国
間
で
勢
力
均
衡
政
策
を
採
り
︑
こ
の
政
策

は
︑
比
較
的
平
和
な
状
態
を
イ
タ
リ
ア
に
も
た
ら
し
た
︒
メ
デ
ィ
チ
家
は
コ
ジ
モ
以
降
︑
親
ミ
ラ
ノ
政
策
に
転

じ
た
た
め
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
︑
か
つ
て
の
よ
う
に
対
外
的
に
共
和
政
を
正
当
化
す
る
必
要
も
な
く
な
っ
た
︒

フ
ラ
ン
ス
の
侵
攻
と
メ
デ
ィ
チ
家
の
追
放

と
こ
ろ
が
︑
ロ
レ
ン
ツ
ォ
の
死
後
︑
ミ
ラ
ノ
が
大
国
フ
ラ
ン
ス
を
呼
び
寄
せ
た
た
め
︑
イ
タ
リ
ア
の
平
和
な

状
態
は
終
焉
を
迎
え
た
︒
す
な
わ
ち
︑
ア
ル
プ
ス
の
彼
方
か
ら
フ
ラ
ン
ス
王
シ
ャ
ル
ル
八
世
が
一
四
九
四
年
︑

ナ
ポ
リ
の
領
有
権
を
主
張
し
︑
大
軍
を
従
え
て
イ
タ
リ
ア
に
侵
攻
し
た
の
で
あ
る
︒
メ
デ
ィ
チ
家
の
当
主
ピ
エ

ロ
は
︑
シ
ャ
ル
ル
の
も
と
へ
赴
き
︑
ピ
サ
や
リ
ヴ
ォ
ル
ノ
な
ど
の
重
要
拠
点
を
放
棄
す
る
協
定
を
結
ん
だ
︒
し

か
し
︑
こ
の
屈
辱
的
な
協
定
の
締
結
が
他
の
有
力
市
民
の
怒
り
を
買
い
︑
メ
デ
ィ
チ
家
は
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
か

ら
追
放
さ
れ
た
︒

そ
の
後
︑
メ
デ
ィ
チ
家
を
追
放
以
前
か
ら
批
判
し
て
い
た
修
道
士
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
が
政
治
の
表
舞
台
に
登

第�章 書記官マキァヴェッリ
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場
し
た
︒
彼
が
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
略
奪
を
阻
止
し
た
こ
と
は
︑
彼
の
名
声
を
大
い
に
高
め
て

い
た
︒
し
か
も
彼
は
︑
北
方
の
国
王
の
到
来
を
予
言
し
て
い
た
た
め
︑
多
く
の
市
民
は
︑
彼
を
神
の
言
葉
を
預

か
っ
た
本
物
の
預
言
者
だ
と
信
じ
た
︒
彼
は
︑
人
々
が
罪
を
改
め
正
し
い
生
活
を
送
ら
な
け
れ
ば
︑
神
の
罰
が

下
る
だ
ろ
う
と
説
教
し
た
︒
知
識
人
を
含
め
た
多
く
の
市
民
は
︑
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
の
言
動
に
魅
了
さ
れ
た
︒

メ
デ
ィ
チ
体
制
を
終
わ
ら
せ
た
有
力
市
民
は
︑
か
つ
て
の
寡
頭
政
へ
と
回
帰
し
よ
う
と
し
た
が
︑
一
般
市
民

の
反
対
は
激
し
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
一
部
の
有
力
市
民
が
人
気
の
あ
る
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
を
担
ぎ
︑
よ
り
開

放
的
な
政
体
を
目
指
す
こ
と
と
な
っ
た
︒

大
評
議
会
の
創
設
と
サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ

大
評
議
会
の
創
設
が
決
定
さ
れ
た
︒
七
万
程
度
の
都
市
人
口
の
う
ち
有
資
格
者
が
約
三
〇
〇
〇
名
に
の
ぼ
る

こ
の
制
度
は
︑
多
く
の
市
民
か
ら
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
本
来
の
姿
で
あ
る
民
主
政
へ
の
回
帰
だ
と
考
え
ら
れ
た
︒

サ
ヴ
ォ
ナ
ロ
ー
ラ
は
︑
こ
の
﹁
開
放
的
政
体
﹂
の
導
入
に
大
き
な
影
響
力
を
与
え
た
︒
彼
に
よ
れ
ば
︑
君
主
な

い
し
専
制
君
主
の
登
場
を
阻
止
す
る
た
め
に
大
評
議
会
が
不
可
欠
で
あ
り
︑
官
職
者
選
出
の
役
割
を
担
う
こ
の

制
度
は
︑
官
職
を
与
え
る
人
物
を
個
人
や
少
数
集
団
に
特
定
さ
せ
な
い
た
め
の
制
度
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑

具
体
的
な
人
物
や
少
数
集
団
が
官
職
を
与
え
て
い
る
と
判
明
す
れ
ば
︑
市
民
は
︑
そ
の
人
物
に
服
従
し
て
し
ま

う
か
ら
で
あ
る
︒
彼
の
考
え
で
は
︑
個
人
や
少
数
者
を
特
定
で
き
な
い
抽
象
的
な
全
体
と
し
て
大
評
議
会
が
必
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