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は
じ
め
に

　
一
四
―
一
六
世
紀
と
い
う
短
期
間
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
ほ
ど
多
く
の
天
才
的
な
画
家
・
彫
刻
家
・
建
築
家
を

生
み
だ
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
に
後
々
ま
で
残
る
多
大
の
影
響
を
与
え
た
都
市
は
ほ
か
に
な
い
。
今
な
お
﹁
ル

ネ
サ
ン
ス
﹂
の
香
り
を
芬ふ
ん

々ぷ
ん

と
放
ち
、
町
全
体
が
美
術
館
に
喩
え
ら
れ
る
の
も
奇
と
す
る
に
あ
た
ら
な
い
だ
ろ

う
。
芸
術
だ
け
で
は
な
い
。
政
治
面
で
も
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
い
て
世
界
最
初
の
﹁
近
代
国

家
﹂
が
浮
上
し
た
と
も
評
さ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
目
覚
ま
し
い
芸
術
や
革
新
的
な
思
想
が
ギ
ッ
シ
リ
詰
ま
っ
た
町
を
訪
ね
る
旅
人

は
、
そ
の
圧
倒
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
当
て
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
だ
。
質
・
量
と
も
厖
大
な
美
術
品

に
囲
ま
れ
て
、
精
神
の
均
衡
を
失
っ
て
気
分
を
悪
く
し
、
嘔
吐
や
目め

眩ま
い

を
覚
え
る
人
が
昔
か
ら
お
り
、
一
九
世

紀
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
﹃
イ
タ
リ
ア
旅
日
記
﹄︵
一
八
二
六
︶の
記
述
か
ら
﹁
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
・
シ

ン
ド
ロ
ー
ム
﹂
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
―
﹁
僕
は
自
分
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

に
い
る
と
い
う
考
え
、
墓
を
見
た
ば
か
り
の
偉
人
た
ち
の
近
く
に
い
る
と
い
う
考
え
に
、
す
で
に
一
種
の
恍
惚

状
態
で
あ
っ
た
。
崇
高
な
美
を
熟
視
す
る
こ
と
に
没
頭
し
て
、
僕
は
そ
れ
を
間
近
に
見
て
、
い
わ
ば
そ
れ
に
触
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れ
て
い
た
。
僕
は
美
術
か
ら
受
け
た
こ
の
世
な
ら
ぬ
印
象

0

0

0

0

0

0

0

0

と
興
奮
し
た
気
持
が
混
じ
り
合
っ
た
あ
の
感
動
の
頂

点
に
達
し
て
い
た
。
…
…
僕
の
生
命
は
擦
り
減
り
、
倒
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
な
が
ら
歩
い
た
﹂︵
臼
田

紘
訳
︶。

　
ド
イ
ツ
の
詩
人
リ
ル
ケ︵
一
八
七
五
―
一
九
二
六
︶や
作
曲
家
シ
ュ
ー
マ
ン︵
一
八
一
〇
―
一
八
五
六
︶の
妻
ク
ラ
ラ

を
は
じ
め
、
多
く
の
外
国
の
知
識
人
が
同
様
な
体
験
を
し
て
い
る
。
現
代
の
観
光
客
で
も
、
ほ
ん
の
二
、三
日

滞
在
す
る
だ
け
で
お
な
じ
よ
う
な
思
い
を
追
体
験
で
き
よ
う
。
は
た
し
て
こ
の
圧
倒
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
ど

こ
か
ら
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
が
も
た
ら
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
部
分
は
そ
う
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ

が
そ
も
そ
も
﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
。
因
習
に
囚
わ
れ
た
中
世
社
会
か
ら
絶
縁
し
て
、
個
人
そ

れ
ぞ
れ
が
自
由
な
人
間
性
の
発
露
へ
と
飛
翔
し
た
、
特
別
な
美
の
世
界
を
ま
ず
最
初
に
も
た
ら
し
た
ル
ネ
サ
ン

ス
期
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
…
…
と
い
う
ク
リ
シ
ェ︵
決
ま
り
文
句
︶に
は
、
い
さ
さ
か
胡
散
臭
い
と
こ
ろ
が
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
私
は
こ
れ
か
ら
本
書
で
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
歴
史
を
、
そ
の
も
っ
と
も
輝
か
し
い
時
代
で
あ
る
ル
ネ
サ
ン
ス

期
を
中
心
に
し
つ
つ
も
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
辿
っ
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
し
て
ル
ネ
サ
ン
ス
の
革
新
性

を
持
て
囃は
や

す
言
説
を
多
少
と
も
相
対
化
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
い
う
都
市
の
世
界
史
上
の
意

義
・
価
値
を
貶お
と
しめ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
古
代
か
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ら
現
代
ま
で
一
貫
し
て
流
れ
る
﹁
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
性
﹂
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
偉
大
な
存
在
を
炙
り
出
し
て

み
せ
よ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
。

　
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
古
代
以
来
一
貫
し
て
、
現
在
の
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
の
首
邑
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
。
こ

の
地
方
は
西
は
テ
ィ
レ
ニ
ア
海
に
洗
わ
れ
北
東
部
に
は
ア
ペ
ニ
ン
山
脈
が
聳
え
る
が
、
全
体
と
し
て
な
だ
ら
か

な
丘
と
平
地
か
ら
な
る
美
し
い
景
観
を
誇
っ
て
い
る
。
気
候
は
温
暖
で
農
業
も
盛
ん
で
あ
る
。
中
世
に
お
い
て

は
、
海
港
都
市
の
ピ
サ
が
ま
ず
最
初
に
栄
え
、
絹
織
物
業
の
ル
ッ
カ
、
銀
行
業
の
シ
エ
ナ
な
ど
も
一
時
繁
栄
し

た
が
、
や
が
て
経
済
力
・
軍
事
力
と
も
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
一
頭
地
を
抜
き
、
一
四
世
紀
ま
で
に
い
ず
れ
の
都
市

を
も
凌
駕
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
よ
う
に
ト
ス
カ
ー
ナ
地
方
を
嚮
導
し
て
い
っ
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
は
、
時
代
を
貫
通
し
て
ず
っ
と
変
わ
ら

な
い
遺
伝
子
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
見
や
す
い
と
こ
ろ
で
は
、
政
治
面
で
の

﹁
自
由
﹂﹁
平
等
﹂﹁
共
和
制
﹂
へ
の
熱
烈
な
希
求
で
あ
り
、
芸
術
面
で
は
﹁
比
例
﹂
と
﹁
調
和
﹂
を
重
ん
ず
る

独
自
の
芸
術
意
志
と
美
的
感
覚
で
あ
る
。
ま
た
都
市
計
画
や
建
築
の
外
観
、
広
場
に
飾
ら
れ
る
彫
刻
作
品
や

人
々
の
習
俗
に
明
瞭
な
﹁
男
性
性
﹂
な
ど
も
、
特
徴
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
よ
う
。
そ
う
し
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

史
に
宿
る
遺
伝
子
の
現
れ
方
を
追
跡
し
、
時
代
ご
と
の
様
相
を
綿
密
に
観
察
し
て
そ
の
意
味
や
価
値
を
明
ら
か

に
し
て
み
た
い
。
農
作
業
に
お
い
て
、
た
わ
わ
な
実
を
稔
ら
せ
る
た
め
の
土
地
改
良
の
方
法
が
さ
ま
ざ
ま
あ
る

よ
う
に
、
各
時
代
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
い
て
は
、
固
有
の
文
化
が
花
開
く
諸
状
況
・
条
件
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
っ
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た
は
ず
だ
か
ら
。

　
土
壌
の
比
喩
を
つ
づ
け
れ
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
い
う
町
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
作
り
上
げ
た
歴

史
の
﹁
重
層
性
﹂
を
注
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
紀
元
前
か
ら
中
世
ま
で
の
歴
史
の
積
み
重
ね
が
あ
っ
て
は

じ
め
て
、﹁
ル
ネ
サ
ン
ス
﹂
と
い
う
輝
か
し
い
文
化
現
象
が
出し
ゅ

来っ
た
いし
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
最
古
層
に
は
﹁
古
代
﹂
が
横
た
わ
っ
て
脈
々
と
生
き
つ
づ
け
て
き
た
。
だ
か
ら
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
古
代
都
市

で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
と
は
古
典
古
代
の
﹁
再
生
﹂
と
い
う
意
味
だ
が
、
ロ
ー
マ
時
代
に
建
設
さ
れ
た
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
で
は
、
再
生
す
る
ま
で
も
な
く
、
市
街
地
の
ま
さ
に
ど
真
ん
中
に
、
ロ
ー
マ
時
代
の
ま
ま
の
区
画
が
残

っ
て
い
た
―
現
在
ま
で
残
っ
て
い
る
―
し
、
古
代
の
建
築
物
や
神
像
な
ど
は
、
中
世
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に

も
維
持
さ
れ
て
い
た
。
古
代
の
神
々
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
民
の
精
神
の
中
に
ず
っ
と
生
き
な
が
ら
え
、
彼
ら

は
ロ
ー
マ
史
と
の
繫
が
り
を
た
え
ず
意
識
し
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
層
に
は
﹁
中
世
﹂
が
大
き
く
版
図
を
広
げ
て
い
る
。
だ
か
ら
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
中
世
都
市
で
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
中
世
に
お
い
て
、
コ
ム
ー
ネ︵
自
治
都
市
︶と
い
う
文
明
体
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
最
高
度
に
発
展
し
た

と
い
う
こ
と
が
要
点
の
第
一
。
第
二
に
は
、
中
世
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
深
化
が
そ
の
ま
ま
ル
ネ
サ
ン

ス
期
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
古
代
か
ら
由
来
し
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
再
興
し
た
異

教
文
化
や
世
俗
価
値
と
並
行
し
て
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
両
者
は
矛
盾
す
る
ど
こ
ろ
か
支
え
合
っ
て
、
ル
ネ
サ

ン
ス
の
文
化
と
社
会
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
は
、
中
世
の
社
会
関
係
の
基
軸
で
あ
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る
家
族
・
親
族
関
係
が
、
他
の
社
会
的
結
合
関
係
と
調
合
さ
れ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
な
が
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
期

に
奮
い
立
ち
、﹁
名
誉
﹂
の
観
念
を
介
し
て
芸
術
作
品
を
盛
り
立
て
た
と
い
う
事
情
で
あ
る
。

　
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
古
代
都
市
で
あ
り
中
世
都
市
で
あ
る
と
い
う
言
明
は
、
こ
れ
ら
先
立
つ
時
代
が
、
た
ん
に

ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
た
め
の
土
台
と
な
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
一
五
世
紀
を
前
後
す
る
時
期
に
フ
ィ
レ
ン

ツ
ェ
市
民
た
ち
が
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
を
形
成
し
て
い
く
際
に
、
た
え
ず
古
代
・
中
世
の
先
例
、
範
型
が
呼
び
戻

さ
れ
、
参
照
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
こ
こ
に
は
﹁
革
命
﹂
と
か
﹁
断
絶
﹂
以
上
に
﹁
連
続
﹂

が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
い
え
ば
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
文
化
的
遺
伝
子
は
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
終
焉
と
と
も
に
枯
渇
し
て
し
ま
う

わ
け
で
は
な
い
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
近
代
都
市
・
現
代
都
市
で
あ
る
こ
と
に
も
気
を
つ
け
た
い
。
近
代
以
降
一

時
低
迷
し
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、﹁
文
化
都
市
﹂
と
し
て
の
特
徴
を
一
貫
し
て
留
め
て
い
る
。
と
い
っ
て
も
、

古
代
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
期
ま
で
重
層
し
て
最
高
度
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
封
じ
込
め
た
文
化
複
合
体
を
、
こ
の
近
代

以
降
は
、
剝
離
し
、
分
解
し
、
適
宜
取
り
出
し
て
、
時
代
に
合
わ
せ
て
提
示
し
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ

は
、
権
力
構
造
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
も
、
あ
る
い
は
反
対
に
権
力
に
対
抗
す
る
た
め
に
進
歩
派
や
自
由

主
義
者
の
旗
印
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
比
べ
て
総
合
的
な
文
化
力
は
小
さ
く
な
っ
て
い
こ

う
が
、
そ
れ
で
も
、
イ
タ
リ
ア
史
上
、
場
合
に
よ
っ
て
は
世
界
史
上
、
独
自
の
意
義
を
近
現
代
の
こ
の
町
に
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
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ま
た
こ
う
し
た
古
代
・
中
世
・
ル
ネ
サ
ン
ス
・
近
代
・
現
代
と
い
う
時
代
的
な
重
層
性
の
も
た
ら
し
た
独
自

の
文
化
価
値
以
外
に
、
コ
ム
ー
ネ
の
地
域
的
多
重
性
―
市
壁
に
囲
ま
れ
た
都
市
中
心
部
＝
チ
ッ
タ
と
市
壁
外

の
周
辺
農
村
部
＝
コ
ン
タ
ー
ド
、
そ
し
て
他
の
多
く
の
都
市
を
併
呑
し
た
領
域
国
家
と
し
て
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

―
、
さ
ら
に
は
社
会
的
結
合
の
相
互
関
連
性
―
家
族
・
親
族
関
係
、
友
人
関
係
、
近
隣
関
係
、
ア
ル
テ
＝

同
職
組
合
な
ど
―
も
、
以
下
の
叙
述
で
た
え
ず
呼
び
返
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
も
文
化
の
創
造
と
そ
の
温
存
に

し
っ
か
り
と
手
を
貸
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
文
化
の
魅
力
は
そ
の
合
理
性
と
明
晰
性
で
あ
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
歴
史
を
織
り
上
げ
て
き

た
常
数
と
変
数
、
そ
し
て
変
数
を
も
た
ら
し
た
歴
史
的
背
景
を
、
私
も
合
理
的
か
つ
明
晰
に
う
ま
く
語
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
で
き
れ
ば
、
本
書
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
観
光
で
訪
れ
る
方
々
が
、
乱
反
射
す
る

美
に
い
た
ず
ら
に
圧
倒
さ
れ
て
﹁
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
﹂
に
陥
る
こ
と
を
防
い
で
く
れ
る
、
頼
り

が
い
の
あ
る
手
立
て
と
な
ろ
う
。
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フ
ィ
エ
ー
ゾ
レ
の
建
設

　
古
代
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
語
る
前
に
、
ま
ず
は
﹁
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
母
﹂
た
る
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
北
東
八

キ
ロ
の
丘
の
上
の
町
フ
ィ
エ
ー
ゾ
レ
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
発
掘
調
査
に
よ
る
と
、
ト
ス
カ
ー
ナ
周
辺
に
は
す
で
に
新
石
器
時
代
末
期
か
ら
青
銅
器
時
代
初
期︵
前
四
千
年

紀
末
―
三
千
年
紀
初
頭
︶に
か
け
て
人
が
住
ん
で
い
た
よ
う
だ
。
前
一
〇
―
八
世
紀
に
な
る
と
、
北
方
か
ら
ア
ペ

ニ
ン
山
脈
を
渡
っ
て
き
た
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
イ
タ
リ
キ
人
ら
が
、
交
通
の
要
衝
で
あ
る
こ
の
地
に

定
着
し
、
沼
沢
地
の
上
に
あ
る
台
地
や
川
の
合
流
点
に
粗
末
な
掘
っ
立
て
小
屋
を
建
て
て
住
み
着
い
た
。

　
つ
い
で
到
来
し
た
の
が
エ
ト
ル
リ
ア
人
で
あ
る
。
神
秘
的
な
自
然
や
神
々
へ
の
信
仰
と
高
い
芸
術
能
力
・
建

築
技
術
で
知
ら
れ
る
彼
ら
は
、
前
九
―
八
世
紀
頃
、
北
方
あ
る
い
は
地
中
海
の
い
ず
こ
か
か
ら
ト
ス
カ
ー
ナ
に

ま
で
や
っ
て
来
た
。
彼
ら
の
伝
統
的
習
性
で
、
平
地
で
な
く
川
の
近
く
の
丘
を
好
み
、
ア
ル
ノ
川
と
ム
ニ
ョ
ー

ネ
川
と
の
合
流
点
に
近
い
と
こ
ろ
に
好
適
な
地
理
を
見
出
し
、
そ
こ
に
彼
ら
は
要
塞
都
市
と
し
て
の
フ
ィ
エ
ー

ゾ
レ
を
建
設
し
た
。

　
フ
ィ
エ
ー
ゾ
レ
は
、
前
四
世
紀
に
は
、
ト
ス
カ
ー
ナ
・
エ
ミ
リ
ア
両
地
方
に
ま
た
が
る
ア
ペ
ニ
ン
山
脈
南
麓
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や
が
て
フ
ィ
エ
ー
ゾ
レ
は
こ
の
地
域
の
中
心
地

に
な
り
、
ロ
ー
マ
風
の
城
砦
、
フ
ォ
ー
ル
ム︵
中

央
広
場
︶、
劇
場
、
諸
神
殿
、
テ
ル
メ︵
浴
場
︶設
備

な
ど
が
次
々
と
建
造
さ
れ
て
い
っ
た
。
ア
ク
ロ
ポ

リ
ス
は
丘
の
頂
上
に
造
ら
れ
、
今
日
で
は
サ
ン
・

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
修
道
院
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
五
世
紀
の
蛮
族
侵
入
ま
で
、
こ
の
町
は
比
較
的

繁
栄
を
享
受
し
た
。
市
壁
に
囲
ま
れ
た
市
内
に
は

一
万
人
以
上
の
住
民
が
い
た
。
五
世
紀
初
頭
に
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
ス
テ
ィ
リ
コ
が
指
揮
す
る
西
ロ

の
も
っ
と
も
重
要
な
エ
ト
ル
リ
ア
都
市
に
成
長
し
た
。
前
三
世
紀
に
は
ロ
ー
マ
と
同
盟
を
結
ん
だ
も
の
の
、
前

九
〇
年
の
同
盟
市
戦
争
に
際
し
て
反
乱
を
起
こ
し
、
ル
キ
ウ
ス
・
ポ
ル
キ
ウ
ス
・
カ
ト
ー
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ

た
。
そ
し
て
ユ
リ
ウ
ス
市
民
権
法
に
よ
り
、
そ
の
行
政
的
独
立
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
さ
ら
に
数
年
後
、
前

八
三
―
八
二
年
の
内
戦
で
マ
リ
ウ
ス
の
味
方
を
し
て
反
乱
し
た
た
め
に
、
ス
ラ
の
軍
隊
に
占
領
さ
れ
、
フ
ィ
エ

ー
ゾ
レ
の
住
民
の
全
財
産
が
奪
わ
れ
た
。
ス
ラ
は
配
下
の
古
参
兵
に
土
地
と
財
産
を
与
え
、
か
く
て
正
式
に

﹁
ロ
ー
マ
領
フ
ィ
エ
ー
ゾ
レ
﹂
が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

図 1-1　フィレンツェからフィエー
ゾレを眺める（15世紀の写本挿絵）
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ー
マ
帝
国
軍
と
、
ラ
ダ
ガ
イ
ス
ス
が
率
い
る
ゴ
ー
ト
族
の
戦
い
の
戦
場
と
な
っ
た
。

　
そ
の
後
、
東
ロ
ー
マ︵
ビ
ザ
ン
ツ
︶お
よ
び
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド︵
七
七
四
年
滅
亡
︶時
代
に
、
フ
ィ
エ
ー
ゾ
レ
の
政
治

権
力
は
司
教
た
ち
に
握
ら
れ
た
が
衰
退
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
隣
接
す
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
経
済
的
・
政
治

的
影
響
の
増
大
と
比
例
し
た
傾
向
で
、
つ
い
に
一
一
二
五
年
に
征
服
さ
れ
、
そ
の
後
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
一
部

と
し
て
、
お
な
じ
運
命
を
辿
る
の
で
あ
る
。

前
五
九
年
、
ロ
ー
マ
植
民
市
フ
ロ
レ
ン
テ
ィ
ア
建
設

　
で
は
、﹁
フ
ィ
エ
ー
ゾ
レ
の
娘
﹂
と
い
う
べ
き
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
古
代
の
歴
史
は
、
い
か
に
展
開
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
一
九
世
紀
末
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
中
心
部
の
都
市
再
整
備
の
工
事
の
と
き
に
集
ま
っ
た
考
古
学
的
発
見
に

加
え
て
、
よ
り
最
近
の
シ
ニ
ョ
リ
ー
ア
広
場
お
よ
び
ド
ゥ
オ
ー
モ
広
場
そ
の
他
で
の
発
掘
で
、
そ
の
間
の
事
情

が
あ
る
程
度
わ
か
っ
て
き
た
。

　
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
周
辺
に
は
、
フ
ィ
エ
ー
ゾ
レ
と
同
様
、
イ
タ
リ
キ
人
に
つ
い
で
エ
ト
ル
リ
ア
人
が
到
来
し
た

よ
う
だ
。
後
述
の
よ
う
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
ロ
ー
マ
都
市
と
し
て
建
設
さ
れ
た
の
は
確
か
だ
が
、
考
古
学
者
の

間
で
は
今
な
お
大
い
な
る
論
争
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
在
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
場
所
に
た
ん
に
少
数
の
家
屋
か

ら
な
る
フ
ィ
エ
ー
ゾ
レ
の
出
先
村
が
い
く
つ
か
あ
っ
て
、
市
場
と
通
商
港
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
、
と
い
う

に
留
ま
ら
ず
、
そ
う
し
た
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
か
な
り
大
き
な
町
が
ロ
ー
マ
の
植
民
市
に
な
る
以
前
に
あ
っ
た
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の
か
ど
う
か
、
と
い
う
論
争
で
あ
る
。

　
確
実
に
ロ
ー
マ
の
建
設
都
市
に
な
っ
た
の
は
、
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル︵
前
一
〇
〇
―
前
四
四
︶が
前
五
九
年
に
、

国
有
地
を
農
地
と
し
て
主
に
退
役
兵
士
へ
の
手
当
代
わ
り
に
貸
与
す
る
ユ
リ
ウ
ス
農
地
法
を
発
布
し
た
こ
と
が

契
機
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
お
よ
そ
前
三
〇
―
前
一
五
年
の
間
、
す
な
わ
ち
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
時
代
に
か
け
て
、

カ
ッ
シ
ア
街
道
沿
い
の
城
塞
都
市
と
し
て
の
都
市
造
り
が
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
中
心
の
フ
ォ
ー
ル

ム
が
設
営
さ
れ
る
。
広
場
の
西
側
に
は
ロ
ー
マ
の
主
神
ユ
ピ
テ
ル
を
祀
っ
た
カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
が
建
て
ら
れ
た
。

そ
の
装
飾
さ
れ
た
テ
ィ
ン
パ
ヌ
ム︵
ペ
デ
ィ
メ
ン
ト
＝
三
角
形
の
切
妻
壁
︶は
八
本
の
白
大
理
石
製
円
柱
で
支
え
ら

れ
、
そ
こ
に
は
ユ
ピ
テ
ル
、
ユ
ノ
、
ミ
ネ
ル
ウ
ァ
の
三
神
像
安
置
室
に
連
な
る
装
飾
用
階
段
が
繫
が
っ
て
い
た
。

ま
た
そ
の
近
く
に
は
都
市
行
政
官
が
集
ま
る
厳
め
し
い
元
老
院
議
事
堂
も
出
来
た
。

　
ロ
ー
マ
の
都
市
建
設
で
は
、
何
よ
り
先
に
祭
祀
と
政
治
の
中
心
と
な
る
カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
神
殿
と
議
事
堂
、
お

よ
び
東
西
南
北
四
つ
の
主
要
門
が
造
ら
れ
る
。
市
壁
が
出
来
る
の
は
何
十
年
か
後
で
あ
る
。
そ
の
際
、
市
の
周

囲
の
掘
割
の
す
ぐ
外
に
は
﹁
ポ
メ
リ
ウ
ム
﹂
と
い
う
、
わ
ざ
と
未
耕
作
に
と
ど
め
た
地
条
か
ら
な
る
聖
な
る
帯

が
設
け
ら
れ
た
。
新
た
な
都
市
建
設
者
は
犂
に
よ
っ
て
こ
の
帯
を
描
き
、
そ
の
内
部
空
間
は
居
住
地
域
に
供
さ

れ
た
宗
教
的
ゾ
ー
ン
、
外
部
は
公
有
地
と
さ
れ
た
。

　
か
つ
て
エ
ト
ル
リ
ア
人
ら
の
間
で
は
、
囲
壁
建
設
予
定
の
場
所
を
卜
占
官
が
聖
化
す
る
と
と
も
に
、
石
の
境

界
標
識
を
固
定
し
て
か
ら
町
の
囲
壁
を
造
る
な
ら
い
で
あ
り
、
そ
の
前
後
の
空
間
は
い
か
な
る
建
物
も
造
っ
て
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は
な
ら
ず
、
居
住
・
耕
作
も
禁
止
さ
れ
た
。
聖
な
る
帯
に
よ
っ
て
境
界
線
を
画
す
る
こ
の
慣
行
は
、
エ
ト
ル
リ

ア
人
を
引
き
継
い
で
ロ
ー
マ
人
に
よ
っ
て
も
帝
政
時
代
ま
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
市
壁
以
外
に
は
、
大
き
な
石
の
塊
で
の
道
路
舗
装
の
ほ
か
、
水
道
橋
、
地
下
水
道
、
下
水
設
備
、
井
戸
、
テ

ル
メ
、
劇
場
、
円
形
闘
技
場
、
ア
ル
ノ
川
上
の
橋
、
川
湊
な
ど
が
、
紀
元
後
二
世
紀
に
か
け
て
造
ら
れ
た
模
様

で
あ
る
。
現
在
で
も
そ
う
し
た
古
代
建
築
の
痕
跡
は
、
各
所
に
認
め
ら
れ
る
。

　
ロ
ー
マ
に
よ
っ
て
新
し
く
建
設
さ
れ
た
の
か
、
エ
ト
ル
リ
ア
の
既
存
都
市
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
の
か
、
両
論

が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
建
設
植
民
市
と
し
て
の
﹁
フ
ロ
レ
ン
テ
ィ
ア
﹂︵
春
の
花
の
祭
りludi 

floreares

に
由
来
︶は
、
ロ
ー
マ
が
よ
り
古
い
エ
ト
ル
リ
ア
の
都
市
フ
ィ
エ
ー
ゾ
レ
を
、
ア
ル
ノ
川
お
よ
び
そ
の

支
流
と
結
び
つ
け
、
ま
た
そ
の
政
治
的
忠
誠
心
を
よ
り
確
実
か
つ
効
果
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
、
と
い

う
の
が
当
初
の
目
的
だ
っ
た
と
推
察
さ
れ
よ
う
。

　
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
、
二
世
紀
の
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝︵
在
位
一
一
七
―
一
三
八
︶の
時
代
、
地
域
の
再
編
事
業
に
か

ら
ん
で
大
い
に
発
展
し
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
執
政
官
街
道
と
し
て
の
﹁
新
カ
ッ
シ
ア
街
道
﹂via C

assia 

N
ova/via A

drianea

が
実
現
し
て
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
が
ロ
ー
マ
か
ら
北
イ
タ
リ
ア
に
い
た
る
道
程
の
諸
街
道

の
重
要
な
結
節
点
、
通
商
の
場
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
三
世
紀
に
か
け
て
ア
フ
リ
カ
や
中
東
、
南
イ

タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
も
物
資
・
商
品
が
届
け
ら
れ
た
。
二
―
三
世
紀
に
は
人
口
は
一
万
人
を

上
回
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
住
民
は
市
壁
を
は
み
出
て
住
み
着
く
こ
と
に
な
り
、
建
築
熱
が
ポ
メ
リ
ウ
ム
を



オブジェクト配置不可領域 オブジェクト配置不可領域

第 1章　ローマの植民市とキリスト教の普及

7

も
越
え
て
い
く
。
と
と
も
に
、
町
全
体
の
再
開
発
が
行
わ
れ
た
。

　
そ
の
後
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
、
古
代
末
に
は
中
部
イ
タ
リ
ア
の
重
要
都
市
に
成
長
し
、
デ
ィ
オ
ク
レ
テ
ィ
ア
ヌ

ス
帝
時
代︵
在
位
二
八
四
―
三
〇
五
︶の
行
政
改
革
と
と
も
に
、﹁
ト
ゥ
ス
キ
ア︵
ト
ス
カ
ー
ナ
︶と
ウ
ン
ブ
リ
ア
地
方

の
首
都
﹂
と
し
て
地
方
総
督
の
所
在
地
と
な
る
。
そ
れ
で
も
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
侵
攻
に
よ
っ
て
徐
々
に
衰
え
、

人
口
減
少
と
周
辺
農
村
の
荒
廃
が
進
ん
で
い
く
。

都
市
の
縦
軸
と
横
軸

　
ロ
ー
マ
人
の
都
市
建
設
に
は
際
立
っ
た
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
碁
盤
目
の
よ
う
な
規き

矩く

正
し
い
町
並
み
を
造

る
こ
と
で
あ
る
。
古
代
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
お
い
て
も
、
南
北
の
主
軸
﹁
カ
ル
ド
・
マ
ク
シ
ム
ス
﹂
と
東
西
の
主

軸
﹁
デ
ク
マ
ヌ
ス
・
マ
ク
シ
ム
ス
﹂
を
中
心
の
十
字
路
と
す
る
、
大
き
な
碁
盤
目
状
の
市
街
地
が
造
ら
れ
て
い

っ
た
。

　
カ
ル
ド︵
現
在
の
ロ
ー
マ
通
り
と
カ
リ
マ
ー
ラ
通
り
︶と
デ
ク
マ
ヌ
ス︵
現
在
の
ス
ト
ロ
ッ
ツ
ィ
通
り
か
ら
コ
ル
ソ
通
り
︶

の
十
字
の
交
点
が
フ
ォ
ー
ル
ム
で
、
現
在
の
レ
プ
ッ
ブ
リ
カ︵
共
和
国
︶広
場
の
四
分
の
一
く
ら
い
の
大
き
さ
だ

っ
た
。
市
壁
は
テ
ラ
コ
ッ
タ︵
煉
瓦
︶製
で
、
全
周
約
一
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
そ
こ
に
四
つ
の
主
要
門
が
主
軸
道

路
と
市
壁
の
接
点
に
設
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
四
つ
の
主
要
門
に
対
応
し
て
二
つ
ず
つ
丸
い
塔
が
市
壁
か
ら
立
っ

て
お
り
、
約
五
〇
メ
ー
ト
ル
お
き
に
他
の
塔
も
あ
っ
た
。
四
辺
形
の
市
壁
の
各
辺
に
対
応
す
る
の
は
、
北
は
今
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の
チ
ェ
ッ
レ
タ
ー
ニ
通
り
、
西
は
ト
ル
ナ
ブ
オ
ー
ニ
通

り
、
東
は
プ
ロ
コ
ン
ソ
ロ
通
り
だ
が
、
南
側
に
つ
い
て

は
は
っ
き
り
し
な
い
。

　
驚
嘆
す
べ
き
こ
と
に
、
今
日
ま
で
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の

中
心
に
は
こ
の
ロ
ー
マ
時
代
の
規
則
的
な
街
路
と
広
場

の
グ
リ
ッ
ド
が
残
っ
て
い
る
。
中
世
以
降
に
は
よ
り
狭

く
く
ね
っ
た
り
ア
ー
チ
が
被
さ
っ
た
よ
う
な
脇
道
が
増

殖
し
て
い
っ
た
が
、
中
心
部
の
碁
盤
目
の
存
在
は
変
わ

ら
な
か
っ
た
。
壁
で
囲
ま
れ
た
市
街
の
面
積
は
約
二
一

ヘ
ク
タ
ー
ル
で
、
七
つ
の
カ
ル
ド︵
南
北
街
路
︶と
六
つ

の
デ
ク
マ
ヌ
ス︵
東
西
街
路
︶が
約
五
〇
の
四
角
い
区
画

図 1-2　ローマ期の都市・農地プランと
主要街道

カッシア街道

新カッシア街
道

フロレンティア

至ヴォルテッラ

至
ピ
サ

0 1000m

アルノ川

を
作
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
カ
エ
サ
ル
の
法
律
に
よ
る
植
民
と
い
う
の
は
、
植
民
者
に
農
地
経
営
を
さ
せ
る
こ
と
を
目
的

に
し
て
い
た
が
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
周
辺
の
農
地
は
、
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
テ
ィ
オ︵
ほ
ぼ
七
一
〇
メ
ー
ト
ル
を
一
辺
と
す

る
正
方
形
︶で
規
則
的
に
区
画
し
な
が
ら
整
備
さ
れ
た
。
現
在
で
も
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
西
の
平
野
に
は
―
農
地

に
適
用
さ
れ
た
―
ケ
ン
ト
ゥ
リ
ア
テ
ィ
オ
の
跡
が
見
え
る
。
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東
西
約
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
矩
形
の
碁
盤
目
が
、
中
世
以
降
現
代
ま
で
、
ず
っ

と
都
市
の
中
核
部
分
に
残
り
つ
づ
け
、
ま
た
周
辺
農
村
部
も
規
則
的
・
合
理
的
な
区
画
単
位
で
仕
切
ら
れ
て
い

た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
。
こ
う
し
た
﹁
地
下
に
埋
も
れ
た
古
代
﹂
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
コ
ム
ー
ネ︵
自
治
都
市
︶と

そ
の
住
民
の
生
活
態
度
や
心
性
を
、
地
霊
の
よ
う
に
そ
の
後
も
長
い
間
規
定
し
つ
づ
け
た
に
違
い
な
い
。

人
文
主
義
者
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
神
話

　
と
こ
ろ
で
、
ま
さ
に
そ
の
古
代
ロ
ー
マ
と
の
直
結
に
関
し
て
、
中
世
の
年
代
記
作
者
に
よ
っ
て
あ
る
伝
説
が

紡
が
れ
た
。
そ
れ
は
カ
テ
ィ
リ
ナ
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
あ
る
―

　
カ
テ
ィ
リ
ナ
は
ロ
ー
マ
共
和
政
末
期
の
貴
族
・
政
治
家
で
、
再
度
に
わ
た
る
執
政
官︵
コ
ン
ス
ル
︶選
挙
で
落

選
の
憂
き
目
に
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
零
落
貴
族
、
破
産
退
役
兵
、
貧
民
、
不
満
分
子
の
間
に
勢
力
を
広
め
、

前
六
三
年
、
こ
れ
ら
の
徒
党
や
野
心
的
な
元
老
院
貴
族
の
支
援
の
も
と
に
政
権
奪
取
の
陰
謀
を
企
て
た
。
公
敵

と
宣
告
さ
れ
た
彼
は
フ
ィ
エ
ー
ゾ
レ
へ
と
逃
れ
、
そ
こ
で
ロ
ー
マ
へ
の
不
満
を
抱
え
る
者
た
ち
に
歓
迎
さ
れ
る

と
、
自
ら
執
政
官
だ
と
称
し
た
。
ロ
ー
マ
か
ら
派
遣
さ
れ
た
討
伐
軍
と
激
し
く
争
い
合
い
、
そ
の
戦
い
で
ロ
ー

マ
側
の
指
揮
官
フ
ィ
オ
リ
ー
ノ
が
戦
死
す
る
。
援
軍
が
派
遣
さ
れ
て
カ
テ
ィ
リ
ナ
一
党
は
討
伐
さ
れ
、
フ
ィ
エ

ー
ゾ
レ
は
陥
落
、
カ
エ
サ
ル
は
近
く
に
新
し
い
都
市
を
、
戦
死
し
た
指
揮
官
フ
ィ
オ
リ
ー
ノ
に
ち
な
ん
だ
町
と

し
て
造
っ
た
―
と
い
う
も
の
だ
。
た
し
か
に
カ
テ
ィ
リ
ナ
は
フ
ィ
エ
ー
ゾ
レ
に
来
た
が
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
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名
祖
の
フ
ィ
オ
リ
ー
ノ
は
ま
っ
た
く
の
文
学
上
の
虚
構
で
あ
る
。

　
著
名
な
ヴ
ィ
ッ
ラ
ー
ニ
兄
弟︵
一
四
世
紀
前
半
︶の
﹃
年
代
記
﹄
に
も
、
ロ
ー
マ
を
起
源
と
す
る
フ
ィ
レ
ン
ツ

ェ
と
フ
ィ
オ
リ
ー
ノ
の
逸
話
が
登
場
す
る
。
中
世
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
に
と
っ
て
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
は
カ
エ

サ
ル
時
代
に
創
建
さ
れ
た
﹁
小
さ
な
ロ
ー
マ
﹂、﹁
ロ
ー
マ
の
高
貴
な
る
娘
﹂
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
の
後
、
一
五
世
紀
の
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
な
る
と
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
輝
か
し
さ
を
称
え
る
伝
説
が
、
人
文

主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
さ
か
ん
に
唱
え
ら
れ
始
め
た
。
第
六
章
で
よ
り
詳
し
く
取
り
上
げ
る
が
、
人
文
主
義

︵
ユ
マ
ニ
ス
ム
︶と
い
う
の
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
著
作
家
の
作
品
の
文
献
学
的
研
究
お
よ
び
そ
れ
を

模
範
に
し
た
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
の
創
作
に
努
め
る
中
で
、
同
時
代
人
の
徳
性
の
涵
養
・
向
上
を
め
ざ
す
運
動

で
あ
る
。
そ
の
実
践
者
を
人
文
主
義
者︵
ユ
マ
ニ
ス
ト
︶と
い
う
。

　
ま
ず
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
人
文
主
義
の
起
源
に
な
っ
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
市
の
書
記
官
長
コ
ル
ッ
チ
ョ
・
サ
ル

タ
ー
テ
ィ︵
一
三
三
一
―
一
四
〇
六
︶は
、
ラ
イ
バ
ル
都
市
で
あ
る
ミ
ラ
ノ
の
君
主
制
を
代
弁
す
る
人
文
主
義
者
と

論
争
を
展
開
し
、
相
手
へ
の
駁
論
の
中
で
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
は
﹁
自
由
﹂
を
何
よ
り
大
切
に
守
ろ
う
と
し
た
の

だ
と
強
く
説
く
と
と
も
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ロ
ー
マ
起
源
や
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
文
化
遺
産
を
論
じ
て
い
る
。

ま
た
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
を
境
に
、
カ
エ
サ
ル︵
帝
政
︶か
ら
ス
ラ︵
共
和
政
︶へ
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
自
由
や
優
位
性

の
根
拠
が
移
っ
た
。

　
サ
ル
タ
ー
テ
ィ
と
お
な
じ
く
書
記
官
長
に
就
任
し
た
人
文
主
義
者
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ニ︵
一
三
七
〇
頃
―




