
シ
ノ
ペ
の
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
前
半
生

―
―
キ
ュ
ニ
コ
ス
派
哲
学
の
成
立
背
景
を
め
ぐ
る
考
察

長
　
尾
　
柾
　
輝

シ
ノ
ペ
の
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
（
＝
Ｄ
）
が
〈
犬
〉（κύω

ν

）
の
生
を
選
ん
だ
の
は
、「
祖
国
か
ら
の
追
放
」
と
い
う
危
機
に
際
し
て

の
劇
的
な
回
心
・
開
悟
体
験
の
み

0

0

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
の
哲
学
は
、
そ
の
前
半
生
に
お
い
て
既
に
か
な
り
の
程
度

方
向
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
―
―
こ
れ
が
本
稿
の
中
心
的
な
仮
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仮
説
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
稿
は
、

D
iderot

の
先
駆
的
な
洞
察
（1751: 599
）
に
ひ
と
つ
の
裏
付
け
を
与
え
る
も
の
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
彼
曰
く
「
ひ
と
は
、
ア
カ

デ
メ
イ
ア
派
や
折
衷
派
、
キ
ュ
レ
ネ
派
、
ピ
ュ
ロ
ン
主
義
、
懐
疑
論
の
徒
と
な
っ
た

0

0

0

。
し
か
る
に
キ
ュ
ニ
コ
ス
派
の
徒
と
し
て
は
、

そ
の
よ
う
に
生
ま
れ
付
か

0

0

0

0

0

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」（
傍
点
引
用
者
）。

従
来
の
Ｄ
研
究
は
、
彼
の
追
放
（
あ
る
い
は
亡
命
）
の
契
機
と
な
っ
た
通
貨
鏨
刻
事
件
（
後
述
）
や
追
放
後
の
哲
学
実
践
ば
か
り

に
言
及
し
、
彼
の
前
半
生
に
対
し
て
は
十
分
な
注
意
を
向
け
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
主
原
因
と
い
え
る
の
が
、
資
料
の
乏
し
さ
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
Ｄ
の
哲
学
思
想
を
前
半
生
の
市
民
生
活
と
鋭
く
対
比
さ
せ
、
両
者
間
の
断
絶
を
決
定
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う

と
す
る
古
来
の
先
入
観1

で
あ
る
。
本
稿
は
こ
う
し
た
通
説
と
は
異
な
る
解
釈
を
提
案
す
る
こ
と
で
、
キ
ュ
ニ
シ
ズ
ム
と
い
う
奇
怪

な
思
想
が
生
成
し
て
き
た
背
景
を
、
従
来
よ
り
も
い
く
ら
か
理
解
し
や
す
い
も
の
と
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

と
も
あ
れ
、
以
上
の
仮
説
を
導
く
た
め
に
本
稿
は
、
Ｄ
の
前
半
生
に
関
す
る
伝
記
的
な
事
実
を
検
討
す
る
。
は
じ
め
に
第
一
節
で

1



は
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
う
え
で
最
重
要
の
資
料
と
い
え
る
『
哲
学
者
列
伝
』（
＝D

iog. Laert.

）
の
一
節
を
引
き
な
が
ら
、
Ｄ

の
前
半
生
を
め
ぐ
る
全
体
的
な
見
通
し
を
素
描
す
る
。
次
に
第
二
節
で
は
「
シ
ノ
ペ
」
と
い
う
生
地
、
第
三
節
で
は
ト
ラ
ペ
ジ
テ
ス

（τραπ
εζίτης.　

銀
行
家
／
両
替
商2

）
と
い
う
生
家
の
家
業
を
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
、
Ｄ
が
通
貨
鏨
刻
事
件
以
前
の
段
階
で
す
で
に

周
縁
的
・
脱
慣
習
的
な
観
点
に
立
ち
え
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
最
後
に
第
四
節
で
は
、
Ｄ
の
前
半
生
を
後
半
生
か
ら
切
断
す

る
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
種
々
の
証
言
を
検
討
し
、そ
れ
ら
と
本
稿
の
仮
説
と
が
充
分
整
合
的
な
仕
方
で
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
を
示
す
。

そ
の
う
え
で
論
文
末
尾
に
は
、本
稿
の
主
題
と
関
わ
る
三
つ
の
補
論（「
Ｄ
の
生
没
年
」「
初
期
キ
ュ
ニ
コ
ス
派
一
般
へ
の
拡
張
」「
ア

ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
問
題
」）
を
付
し
た
。

第
一
節　

基
本
証
言
の
確
認

ア
テ
ナ
イ
で
の
〈
犬
〉
的
生
活
に
先
立
つ
Ｄ
の
前
半
生
に
つ
い
て
は
、D

iog. Laert.

に
お
け
る
以
下
の
報
告
が
最
も
充
実
し
た

情
報
を
伝
え
て
い
る
。

Ｄ
は
銀
行
家
／
両
替
商
（τραπ

εζίτης

）
ヒ
ケ
シ
オ
ス3

の
息
で
シ
ノ
ペ
の
人
。
な
お
デ
ィ
オ
ク
レ
ス4

曰
く
、
彼
の
父
は
公

金
を
扱
っ
て
い
た
が
、
通ノ
ミ
ス
マ貨
に
鏨
刻
し
た
（π

αραχαράξαντος τὸ νόμισμα

）
た
め
、
彼
﹇
＝
Ｄ
﹈
は
亡
命
し
た
。
他

方
エ
ウ
ブ
リ
デ
ス5

は
、『
Ｄ
に
つ
い
て
』
の
な
か
で
、
Ｄ
当
人
が
そ
れ
を
為
し
、
父
と
と
も
に
放
浪
し
た
の
だ
と
言
っ
て
い

る
。
し
か
の
み
な
ら
ず
彼
﹇
＝
Ｄ
﹈
自
身
も
、『
ポ
ル
ダ
ロ
ス
』6

の
な
か
で
、
通ノ
ミ
ス
マ貨
に
鏨
刻
し
た
旨
を
自
叙
し
て
い
る
。
ま

た
別
伝
で
は
、﹇
Ｄ
が
﹈
監
督
官
で
あ
っ
た
さ
い
、
職
人
た
ち
に
説
き
動
か
さ
れ
、
デ
ル
フ
ォ
イ
（
あ
る
い
は
彼
の
祖
国
に
あ

る
アデ

リ

オ

ン

ポ
ロ
ン
の
聖
所
）
に
赴
い
た
の
ち
、
ま
さ
に
説
き
動
か
さ
れ
た
当
の
こ
と
を
為
し
た
も
の
か
ど
う
か
、
ア
ポ
ロ
ン
神
に

2



伺
い
を
立
て
た
。
そ
こ
で
﹇
神
は
、﹈
ポ
リ
ス
的
慣ノ
ミ
ス
マ習
（π

ολιτικὸν νόμισμα

）﹇
の
鏨
刻
﹈
を
許
し
た7

の
だ
が
、﹇
Ｄ
は
﹈

そ
う
と
解
さ
ず
、
貨
幣
に
混
ぜ
物
を
加
え
品
質
を
下
げ
た
（κιβδηλεύσας

）
の
で
あ
る
。
事
が
露
見
し
た
さ
い
、
一
伝
で

は
、
彼
が
追
放
さ
れ
た
と
い
い
、
別
伝
で
は
、
恐
れ
て
自
ら
逐
電
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
別
伝
で
は
、
彼
が
父
か
ら
引
き
取
っ

た
の
ち
に8

、
通ノ
ミ
ス
マ貨
を
毀
損
し
た
（διαφ

θεῖραι

）
の
だ
と
い
う
。﹇
そ
の
さ
い
﹈
一
方
﹇
＝
父
﹈
も
捕
縛
さ
れ
、
死
ん
で
し

ま
っ
た
が
、
他
方
﹇
＝
Ｄ
﹈
は
亡
命
し
、
デ
ル
フ
ォ
イ
へ
と
赴
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
、
鏨
刻
し
た
も
の
か
ど
う
か
で
は
な

く
、
何
が
最
高
の
名
声
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
伺
い
を
立
て
、
そ
の
結
果
、
以
上
の
神
託
を
受
け
取
っ
た
の
だ
と
い
う
（D

iog. 

Laert. V
I 20-1

＝SSR V
B

2

）。

証
言
の
大
半
を
占
め
る
の
は
、
通
貨
鏨
刻
事
件
を
め
ぐ
る
諸
伝
承
の
列
挙
で
あ
る
。
か
つ
て
こ
の
事
件
は
研
究
者
た
ち
の
あ
い
だ
で

史
実
性
を
疑
わ
れ
、
Ｄ
自
身
な
い
し
後
世
人
た
ち
に
よ
る
半
ば
比
喩
的
な
創
話
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
き
た9

。
し
か
し
な
が
ら
、

一
九
三
〇
年
代
にSeltm

an

が
発
表
し
た
シ
ノ
ペ
出
土
の
考
古
学
資
料
と
、そ
れ
を
踏
ま
え
たD

udley

の
論
稿
（1937: 21ff

）
は
、

一
連
の
伝
承
が
最
低
限
の
史
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を「
実
証
」し
た10
。
こ
こ
で
い
う「
考
古
学
資
料
」と
は
、ΙΚ

ΕΣΙ

［Ο

］

お
よ
びΔΙΟ

と
い
う
鋳
造
責
任
者
名
が
刻
印
さ
れ
た
鏨
刻
痕
つ
き
の
コ
イ
ン
群
を
指
す
。B

ogaert

（1968: 227

）
や
山
川
（2007: 

84-92

）
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
彼
ら
の
議
論
に
は
一
定
の
瑕
疵
が
含
ま
れ
て
も
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
通
貨
鏨
刻

事
件
の
史
実
性
自
体
は
ほ
と
ん
ど
疑
う
理
由
が
な
い
。
そ
し
て
、
事
件
そ
の
も
の
が
史
実
を
反
映
し
て
い
る
以
上
、
ト
ラ
ペ
ジ
テ
ス

と
い
う
Ｄ
の
家
業
に
つ
い
て
も
、D

udley

以
前
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
懐
疑
論
を
差
し
挟
む
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
事
件
の
具
体
的
な
詳
細
を
め
ぐ
る
錯
綜
し
た
伝
承
は
、
こ
れ
ま
で
、
事
件
の
再
構
成
を
め
ざ
す
論
者
た
ち
の
頭
痛
の
種
と

な
っ
て
き
た
。
し
か
し
本
稿
は
、
こ
の
問
題
に
深
く
踏
み
込
ま
な
い11
。
な
ぜ
と
い
っ
て
、
本
稿
の
主
題
は
あ
く
ま
で
も
事
件
以
前

の
前
半
生
だ
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
Ｄ
が
シ
ノ
ペ
出
身
者
で
あ
り
、
ト
ラ
ペ
ジ
テ
ス
の
家
に
生
ま
れ
育
っ
た
の
だ
と

3



い
う
二
つ
の
点
を
確
認
で
き
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
点
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
難
儀
な
解
釈
問
題
が
生
じ
て
く
る

恐
れ
も
な
い
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
も
ち
ろ
ん
、
以
上
の
利
点
は
、
情
報
の
絶
望
的
な
少
な
さ
と
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
あ
る
。
と
も
す
る
と
わ
れ
わ
れ

は
、
Ｄ
の
前
半
生
お
よ
び
そ
の
思
想
形
成
上
の
意
義
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
何
も
語
る
術
を
持
た
な
い
の
で
は
な
い
か
。
―
―
こ
の

疑
惑
に
対
す
る
本
稿
の
答
え
は
、
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
否
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
事
柄
の
性
質
上
仮
説
的
な
水
準
に
と
ど

ま
る
と
は
い
え
、上
述
の
わ
ず
か
な
情
報
だ
け
か
ら
も
十
分
豊
か
で
魅
力
的
な
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
示
唆
は
、

Ｄ
の
思
想
形
成
を
考
え
る
う
え
で
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

第
二
節　

シ
ノ
ペ

シ
ノ
ペ
は
イ
オ
ニ
ア
の
有
力
市
ミ
レ
ト
ス
が
黒
海
（
ポ
ン
ト
ス
）
沿
岸
に
建
設
し
た
最
古
の
植
民
市
で
、「
黒
海
を
縦
断
す
る
最

短
航
路
を
統
制
す
る
戦
略
上
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
」（
篠
崎 2013: 220

）。
当
市
の
繁
栄
は
と
り
わ
け
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
以
降

に
絶
頂
へ
達
し
た
が
、
そ
の
背
景
を
な
す
資
源
豊
か
な
植
民
市
の
建
設
・
確
保12
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
古
典
期
以
前
の
隆
盛
を
示

唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
シ
ノ
ペ
と
い
う
繫
栄
し
た
商
業
都
市
に
は
、
覆
い
が
た
い
辺
境
性
が
刻
印
さ
れ
て
も
い
る
。
か
か
る
辺
境
性
は
、
そ

こ
で
暮
ら
す
者
の
内
面
に
「
自
立
し
た
、
勇
敢
で
、
飾
ら
な
い
、
シ
ニ
カ
ル
な
」
気
性
（R

obinson 1906: 258

）
を
育
む
も
の
で

あ
る
と
と
も
に
、
卑
屈
な
劣
等
意
識
を
醸
成
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
以
下
に
引
く
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
一
節
は
、
古
典
期
の
ギ
リ
シ
ア

人
た
ち
が
黒
海
地
方
の
諸
都
市
に
対
し
て
向
け
て
い
た
偏
見
を
象
徴
的
に
示
す
資
料
で
あ
る
。

4



ダ
レ
イ
オ
ス
が
遠
征
を
企
図
し
て
い
た
黒
海
は
、
ス
キ
ュ
タ
イ
人
を
除
い
て
は
世
界
中
で
最
も
無
知
蒙
昧
な
民
族
を
擁
す
る

地
域
で
あ
る
。
黒
海
の
内
側
に
住
む
民
族
の
中
で
ス
キ
ュ
タ
イ
人
と
ア
ナ
カ
ル
シ
ス
を
除
い
て
は
、
知
能
が
優
れ
て
い
る
と

し
て
そ
の
名
を
挙
げ
る
に
足
る
民
族
は
一
つ
も
な
く
、
ま
た
一
人
と
し
て
こ
の
地
方
出
身
の
知
識
人
の
あ
る
の
を
わ
れ
わ
れ

は
知
ら
ぬ
の
で
あ
る
」（H

dt. IV
 46; 

松
平
千
秋
訳
）。

B
raund

が
指
摘
す
る
と
お
り
、「
黒
海
（
あ
る
い
は
そ
の
一
部
）
の
「
ギ
リ
シ
ア
性
」
は
よ
り
包
括
的
な
立
場
か
ら
は
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
地
域
を
ギ
リ
シ
ア
世
界
の
外
部
に
あ
る
も
の
と
し
て
除
外
し
よ
う
と
す
る
傾
向
も
ま
た
色
濃
く
存
在
し
た
」

（1997: 121

）。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
て
、
黒
海
地
方
の
側
に
も
ギ
リ
シ
ア
本
土
と
の
繋
が
り
を
何
と
か
確
保
し
よ
う
と
す
る

動
き
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
黒
海
の
人
々
は
し
ば
し
ば
ア
テ
ナ
イ
や
イ
オ
ニ
ア
に
留
学
し
、
自
分
た
ち
の
「
ヘ
ラ
ス
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
」
を
追
求
し
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
黒
海
地
方
に
対
す
る
ギ
リ
シ
ア
人
の
両
義
的
眼
差
し
は
残
り
つ
づ
け
る
。B

raund

の

逆
説
的
表
現
に
よ
る
と
、「
黒
海
地
方
の
諸
都
市
は
ギ
リ
シ
ア
的
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
十
分
に
ギ
リ
シ
ア
的
で
は
な
か
っ

た
」（133

）。「
バ
ル
バ
ロ
イ
の
只
中
で
暮
ら
し
」13「
も
は
や
明
瞭
な
ギ
リ
シ
ア
語
を
話
さ
な
い
」（D

io C
hrys. O

r. X
X

X
V

I 9

）
境

界
的
な
存
在
と
し
て
の
黒
海
人
。
こ
う
し
た
境
界
性
は
、シ
ノ
ペ
の
建
国
神
話
と
も
密
着
し
て
い
る
。Braund

の
再
構
成
に
よ
る
と
、

シ
ノ
ペ
は
ア
マ
ゾ
ン
族
と
の
あ
い
だ
に
深
い
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
た
（2010: 15ff

）。

上
述
の
一
般
的
表
象
は
、
Ｄ
の
心
性
に
も
色
濃
く
反
映
し
て
い
た
見
込
み
が
高
い
。
プ
ル
タ
ル
コ
ス
が
伝
え
る
次
の
よ
う
な
逸
話

は
、
Ｄ
が
シ
ノ
ペ
を
劣
等
な
土
地
だ
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
〈
犬
〉
の
Ｄ
も
、「
シ
ノ
ペ
人
た
ち
は
君
に
黒
海
か
ら
の
追
放
を
宣
告
し
た
の
だ
」
と
言
っ
て
き
た
者
に
対
し
、
こ

う
答
え
た
。「
し
か
し
俺
と
し
て
も
、
奴
ら
に
黒
海
に
留
ま
る
よ
う
宣
告
し
て
や
っ
た
の
だ
。
―
―
客
も
寄
り
つ
か
ぬ
海
峡
の

5



波
頭
に14ね
」（D

e exil. V
II 602a

＝SSR V
B

11

）。

こ
れ
と
同
様
の
ト
ポ
ス
は
、
擬
Ｄ
の
第
一
書
簡
（SSR V

B
531

）
に
も
見
出
さ
れ
る
。

お
前
た
ち
﹇
＝
シ
ノ
ペ
人
﹈
が
俺
﹇
＝
Ｄ
﹈
に
「
追
放
」
の
有
罪
票
を
投
じ
た
一
方
で
、
俺
も
お
前
た
ち
に
「
滞
留
」
の
有

罪
票
を
投
じ
て
や
っ
た
の
だ
。
そ
の
結
果
、
お
前
た
ち
は
シ
ノ
ペ
、
俺
は
ア
テ
ナ
イ
に
住
ま
っ
て
い
る
。
別
の
言
い
方
を
す

れ
ば
、
お
前
た
ち
が
商
人
連
中
と
共
生
し
て
い
る
の
に
対
し
、
俺
は
ソ
ロ
ン
や
、
ギ
リ
シ
ア
を
メ
デ
ィ
ア
人
ど
も
か
ら
解
放

し
た
人
々
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
。
ま
た
、
お
前
た
ち
は
﹇
…
﹈
全
ギ
リ
シ
ア
と
敵
対
す
る
種
族
の
出
身
者
と
取
引
し
て

い
る
が
、
俺
は
神
々
の
同
胞
た
る
デ
ル
フ
ォ
イ
人
や
エ
リ
ス
人
た
ち
と
付
き
合
っ
て
い
る
。﹇
…
﹈
俺
が
恐
れ
て
い
る
の
は
次

の
こ
と
、つ
ま
り
、祖
国
に
関
す
る
世
間
公
共
の
言
説
（κοινὸς λόγος

）
が
、俺
を
害
し
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

こ
れ
ら
の
諸
伝
承
を
脇
に
置
く
と
し
て
も
、
Ｄ
が
シ
ノ
ペ
と
い
う
都
市
の
辺
境
性
を
深
く
自
覚
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
彼
は
シ

ノ
ペ
か
ら
出
る
前
に
も
ア
テ
ナ
イ
に
一
時
滞
在
し
て
い
た
見
込
み
が
あ
り15
、
し
か
も
ま
た
、
叙
事
詩
や
悲
劇
、
哲
学
と
い
っ
た
ギ

リ
シ
ア
的
教
養
に
十
分
通
じ
て
い
た16
。
そ
も
そ
も
キ
ュ
ニ
シ
ズ
ム
と
い
う
思
潮
自
体
、
多
く
の
点
で
濃
厚
に
ギ
リ
シ
ア
的
な
現
象

で
あ
る
（e. g. D
esm

ond 2006

）。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
か
え
っ
て
、
彼
は
祖
国
の
覆
い
が
た
い
周
縁
性
と
そ
れ
を
見
る
本
土
人
た
ち

の
眼
差
し
を
痛
切
に
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

と
は
い
え
以
上
の
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、
Ｄ
の
ル
ー
ツ
が
ア
テ
ナ
イ
人
入
植
者
に
あ
る
と
す
る
山
川
の
見
解
（2007: 79-81

）
に

触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
前
五
世
紀
後
半
に
ペ
リ
ク
レ
ス
の
主
導
で
行
わ
れ
た
ア
テ
ナ
イ
の
黒
海

政
策
に
つ
い
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
篠
崎
が
ロ
シ
ア
語
圏
で
の
研
究
に
も
目
配
り
し
な
が
ら
詳
細
に
整
理
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し
て
い
る
（2013: 211ff; also cf. B

raund 2005

）。
ペ
リ
ク
レ
ス
の
黒
海
遠
征
に
関
す
る
明
確
な
叙
述
は
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
に

は
見
ら
れ
ず
、
プ
ル
タ
ル
コ
ス
（Vit. Per. X

X
 1-2

）
に
の
み
確
認
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
ペ
リ
ク
レ
ス
は
、
大
艦
隊
を
率
い
て

黒
海
に
侵
入
し
、
シ
ノ
ペ
の
僭
主
を
亡
命
へ
と
追
い
込
ん
だ
の
ち
、
ア
テ
ナ
イ
人
六
〇
〇
名
を
当
地
に
入
植
さ
せ
た
の
だ
と
い
う
。

プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
記
述
の
史
実
性
を
め
ぐ
っ
て
は
、
否
定
派
、
部
分
的
修
正
派
（
遠
征
の
射
程
を
黒
海
南
岸
の
み
に
限
定
す
る
）、

肯
定
派
の
三
派
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
第
一
の
極
端
な
立
場
は
、
並
行
資
料
の
不
在
と
い
う
「
沈
黙
の
論
証
」
に
多
く
を
負

う
が
、ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
が
し
ば
し
ば
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
に
直
結
し
な
い
重
大
事
件
を
省
略
し
て
い
る
と
い
う
点
を
鑑
み
れ
ば
、

説
得
力
を
欠
く
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
い
ず
れ
に
し
て
も
シ
ノ
ペ
へ
の
遠
征
自
体
は
史
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
確
証
を
欠
く
も
の
の
、
前
四
三
七
年
と
す
る
の
が
多
数
説
の
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ア
テ
ナ
イ
人
入
植
者
た
ち
は
そ
の
後
、
シ
ノ
ペ
に
あ
ま
り
根
付
か
な
か
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン

は
ア
ジ
ア
遠
征
か
ら
の
帰
路
で
シ
ノ
ペ
を
経
由
し
て
い
る
（
前
四
〇
〇
年
）
が
、そ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
記
し
た
『
ア
ナ
バ
シ
ス
』

の
な
か
で
、
シ
ノ
ペ
人
が
「
ミ
レ
ト
ス
人
の
移
民
で
あ
る
」（V

I 1.15

）
と
だ
け
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
裏
を
返
せ
ば
、
ペ
リ
ク

レ
ス
が
遠
征
後
に
送
り
込
ん
だ
は
ず
の
ア
テ
ナ
イ
人
入
植
者
に
は
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。
ス
パ
ル
タ
は
ア
イ
ゴ
ス
ポ
タ
モ
イ
の
戦

い
の
あ
と
、
ビ
ュ
ザ
ン
テ
ィ
オ
ン
や
カ
ル
ケ
ド
ン
な
ど
か
ら
在
地
の
ア
テ
ナ
イ
人
た
ち
を
祖
国
へ
強
制
送
還
す
る
戦
略
を
と
っ
た

（
前
四
〇
五
年; X
en.  H

ell. II 2.2

）
が
、
そ
の
さ
い
シ
ノ
ペ
の
ア
テ
ナ
イ
人
入
植
者
も
放
逐
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
（
篠
崎 2013: 

220; R
oubineau 2023: 11

）。B
raund

は
、ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
沈
黙
が
お
そ
ら
く
「
ア
テ
ナ
イ
人
入
植
者
の
﹇
原
住
シ
ノ
ペ
人
へ
の
﹈

統
合
な
い
し
不
在
」
を
意
味
す
る
と
し
て
お
り
、
実
際
の
論
調
と
し
て
は
後
者
の
オ
プ
シ
ョ
ン
（
つ
ま
り
「
不
在
」）
に
傾
い
て
い

る
（2005: 201, n. 10

）。
篠
崎
が
指
摘
す
る
と
お
り
、「
三
十
年
ほ
ど
の
短
い
期
間
の
、
し
か
も
限
ら
れ
た
数
の
ア
テ
ナ
イ
人
入
植

者
の
存
在
は
、
シ
ノ
ペ
の
伝
統
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
が
シ
ノ
ペ
を
ミ
レ
ト
ス
人

の
植
民
市
と
呼
ん
だ
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
」（2013: 220-1

）。
な
お
、
Ｄ
の
生
年
は
前
五
世
紀
の
末
ご
ろ
だ
と
考
え
ら
れ
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る17
。
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
の
シ
ノ
ペ
来
訪
時
、
Ｄ
は
お
そ
ら
く
す
で
に
誕
生
し
て
い
た
。

と
も
あ
れ
以
上
の
点
か
ら
、
Ｄ
が
ア
テ
ナ
イ
人
入
植
者
の
子
孫
で
あ
っ
た
と
す
る
山
川
の
行
論
が
説
得
力
を
も
た
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
山
川
は
Ｄ
の
父
が
「
造
幣
局
長
官
」（
ト
ラ
ペ
ジ
テ
ス
の
言
い
換
え
）
で
あ
っ
た
と
い
う
点
か
ら
、
そ
の
出
自
を
ペ

リ
ク
レ
ス
の
送
り
込
ん
だ
ア
テ
ナ
イ
人
植
民
に
由
来
す
る
も
の
と
ほ
ぼ
断
定
的
に
推
測
す
る
。
山
川
曰
く
、
当
時
の
シ
ノ
ペ
を
「
牛

耳
っ
て
い
た
」
ア
テ
ナ
イ
人
が
、「
自
分
た
ち
の
利
益
を
損
な
い
か
ね
な
い
ミ
レ
ト
ス
人
や
現
地
人
に
、
造
幣
局
長
官
の
よ
う
な
重

要
な
役
職
を
委
ね
た
と
は
考
え
に
く
い
」（2007: 79

）。
と
は
い
え
、
政
体
変
化
の
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
か
ら
ア
テ
ナ
イ
支
配
が

続
い
て
い
た
は
ず
だ
（79-80

）
と
い
う
の
は
論
拠
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
。
当
時
の
シ
ノ
ペ
史
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
さ
い
に

必
ず
言
及
さ
れ
る
資
料
の
著
し
い
欠
乏
は
、
そ
う
し
た
不
在
か
ら
の
論
証
を
正
当
化
し
な
い
。
彼
が
亡
命
以
前
に
ア
テ
ナ
イ
に
来
訪

し
て
い
た
形
跡
が
あ
る
点
（80-1
）
に
つ
い
て
も
、
上
述
の
と
お
り
、
黒
海
地
方
の
人
々
の
ギ
リ
シ
ア
本
土
志
向
（
あ
る
い
は
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
と
言
っ
て
も
よ
い
）
に
よ
っ
て
容
易
に
説
明
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
Ｄ
は
、
自
ら
の
「
ギ
リ
シ
ア
的
正
統
性
」
を
少
な

く
と
も
血
筋
の
う
え
か
ら
は
強
く
確
信
で
き
な
い
境
遇
に
あ
っ
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

第
三
節　

ト
ラ
ペ
ジ
テ
ス

Ｄ
の
父
はδημοσία τράπ

εζα

（lit. public table

）
を
管
掌
し
て
い
た
と
い
う
。D

iog. Laert. V
I 20ff

は
こ
こ
で
の
ト
ラ
ペ

ジ
テ
ス
の
業
務
内
容
が
通
貨
の
品
質
管
理
に
も
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す18
。
ま
た
、Seltm

an

ら
に
よ
る
考
古
学
的
証
拠
を
勘

案
す
る
と
、
ト
ラ
ペ
ジ
テ
ス
の
仕
事
は
通
貨
の
鋳
造
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
て
い
た
見
込
み
が
高
い19
。
そ
の
た
め
こ
れ
を
、
ア
テ
ナ

イ
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
銀
行
家
／
両
替
商
」
の
業
務
と
ど
の
程
度
重
ね
て
見
て
よ
い
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
金
貸
し
や
両
替
が
平

時
の
業
務
で
臨
時
に
鋳
銭
を
行
な
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
こ
こ
で
い
う
ト
ラ
ペ
ジ
テ
ス
は
前
者
の
業
務
と
は
無
縁
の
純
然
た
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る
鋳
銭
管
理
者
だ
っ
た
の
か
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、「
両
替
商
」
と
い
う
半
ば
定
着
し
た
在
来
訳
は
一
種
の
誤
訳
だ
と
言
え
る
か
も

し
れ
な
い
。LSJ

（s. v. τραπ
εζίτης

）
は
こ
の
語
にm

oney-changer

やbanker

と
並
ん
でdirector of a state-bank

と
い
う

語
釈
を
与
え
て
お
り
、M

ontanari

（2015: s. v. τραπ
εζίτης

）
やB

ogaert

（1968: 226

）
も
そ
れ
に
倣
っ
て
い
る
。
と
は
い
え

実
際
に
は
、
シ
ノ
ペ
の
国
制
を
示
す
資
料
の
著
し
い
欠
損
ゆ
え
、
少
な
く
と
も
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
、「
か
も
し
れ
な
い
」
と
い

う
以
上
の
こ
と
は
何
も
言
え
な
い
。

Seltm
an

の
発
表
要
旨
で
は
、
キ
ャ
ピ
タ
ラ
イ
ズ
さ
れ
たB

anker or Treasurer of the State

と
い
う
訳
語
が
「
伝
統
」
に
帰
さ

れ
て
お
り
、
ト
ラ
ペ
ジ
テ
ス
を
明
ら
か
に
公
職
者
と
し
て
解
し
て
い
る
（s. n. 1930: 7

）。
こ
の
理
解
は
お
そ
ら
く
妥
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
仮
に
公
職
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
地
位
が
父
子
間
で
世
襲
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う

点
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
抽
籤
な
い
し
選
挙
を
原
則
と
し
た
ア
テ
ナ
イ
の
公
職
と
同
様
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
く
べ
き
で
は
な
い
。
文

献
資
料
や
考
古
学
的
証
拠
を
勘
案
す
る
か
ぎ
り
、
Ｄ
は
父
か
ら
ト
ラ
ペ
ジ
テ
ス
の
仕
事
を
相
続
し
た
。
彼
は
、「
普
通
の
市
民
」
と

し
て
生
ま
れ
後
か
ら
ト
ラ
ペ
ジ
テ
ス
に
選
任
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
代
々
そ
れ
を
生
業
と
す
る
家
に
生
ま
れ
つ
い
た
の
で
あ
る
。

鋳
銭
管
理
者
と
し
て
の
ト
ラ
ペ
ジ
テ
ス
の
社
会
的
地
位
は
定
か
で
な
い20
。
銀
行
業
者
と
し
て
の
ト
ラ
ペ
ジ
テ
ス
に
関
し
て
は
、

ギ
リ
シ
ア
世
界
に
お
い
て
し
ば
し
ば
蔑
視
や
敵
視
の
対
象
と
な
っ
た
商
業21
と
密
接
に
結
び
つ
き
、
従
事
者
の
多
く
が
奴
隷
出
身

で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る22
。
と
は
い
え
、
そ
も
そ
も
ト
ラ
ペ
ジ
テ
ス
の
内
実
が
異
な
っ
て
い
る
以
上
、
Ｄ
が
ど
う
で
あ
っ
た
か

は
不
明
で
あ
る
。
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
が
明
ら
か
に
Ｄ
の
親
を
非
自
由
人
と
解
し
て
い
る
こ
と
（A

rr. Epict. diss. IV
 1, 152

＝SSR 
V

B
293

）
や
、
Ｄ
が
「
低
い
生
ま
れ
ゆ
え
に
」
誹
謗
さ
れ
た
と
す
る
逸
話
が
ア
ラ
ビ
ア
語
の
資
料
に
残
っ
て
い
る23
こ
と
も
あ
っ
て
、

銀
行
業
と
奴
隷
と
の
イ
メ
ー
ジ
連
関
は
、
Ｄ
の
血
統
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
空
想
を
喚
起
し
う
る
。
と
は
い
え
、
シ
ノ
ペ
出
土
の
コ

イ
ン
に
父
ヒ
ケ
シ
オ
ス
と
Ｄ
の
名
前
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
彼
の
出
自
的
賤
し
さ
を
め
ぐ
る
空
想
が
単
な
る
空
想
に

す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ポ
リ
ス
の
象
徴
で
あ
る
コ
イ
ン
に
、
た
と
え
鋳
造
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
奴
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隷
出
身
者
（
お
よ
び
そ
の
係
累
）
の
名
前
が
刻
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
こ
れ
以
上
仮
説
を
展

べ
広
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
こ
で
は
、
鋳
銭
管
理
者
の
社
会
的
地
位
よ
り
も
む
し
ろ
、
貨
幣
そ
れ
自
体
が
も
つ
特
別
な
含
意
に
つ
い
て
、
や
や
踏
み
込
ん

だ
解
釈
を
展
開
し
て
み
よ
う
。
貨
幣
と
い
う
も
の
は
そ
の
根
底
に
お
い
て
規
約
的
で
あ
る
。Seaford

曰
く
、「﹇
…
﹈
最
初
期
の
硬

貨
に
打
刻
さ
れ
た
印
は
、
品
質
の
証
で
も
な
け
れ
ば
重
量
の
証
で
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
兌
換
可
能
性
（redeem

ability

）、

す
な
わ
ち
、
政
治
的
（
あ
る
い
は
社
会
的
）
に
与
え
ら
れ
た
価
値
の
証
で
あ
っ
た24
。
硬
貨
が
受
け
容
れ
ら
れ
る
の
は
、
単
な
る

内
在
的
価
値
の
み
な
ら
ず
、（
喪
失
し
な
い
か
ぎ
り
は
自
由
に
使
用
で
き
る
と
い
う
）
信
用
に
よ
っ
て
で
も
あ
る
」（2004: 136

）。

そ
も
そ
も
「
ノ
ミ
ス
マ
」
と
い
う
語
自
体
、
そ
の
慣
習
依
存
性
を
如
実
に
指
標
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

曰
く
、「
通ノ
ミ
ス
マ貨
は
協
約
に
よ
っ
て
（κατὰ συνθήκην

）
必
要
の
い
わ
ば
代
替
物
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
た
め
に
、「
ノ
ミ
ス

マ
」
と
い
う
名
前
を
持
つ
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
、
自
然
本
性
で
は
な
く
法ノ

モ

ス
慣
習
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
（οὐ φ

ύσει 

ἀλλὰ νόμῳ

）、
こ
れ
を
変
更
す
る
の
も
、
使
用
で
き
な
い
も
の
と
す
る
の
も
わ
れ
わ
れ
次
第
な
の
だ
か
ら
」（Eth. N

ic. V
 5, 

1133a28-31

）。
そ
し
て
Ｄ
は
、
こ
の
通ノ
ミ
ス
マ貨
を
自
ら
の
監
督
下
で
鋳
造
し
、
そ
こ
に
自
ら
の
名
前
を
刻
印
す
る
と
い
う
稀
有
な
体
験

を
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
体
験
を
生
ま
れ
た
こ
ろ
か
ら
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
職
人
に
貨
幣
の
打
刻
作
業
を
行
な
わ
せ

た
の
ち
、
当
の
貨
幣
を
彼
ら
へ
の
給
与
と
し
て
支
払
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
彼
は
否
応
な
く
、
ノ
ミ
ス
マ
ひ
い
て
は
ノ
モ

ス
の
人
工
性
・
恣
意
性
を
体
感
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
奇
し
く
も
ア
テ
ナ
イ
オ
ス
の
証
言
に
よ
れ
ば
、「
Ｄ
は
自
身
の
著
作
『
ポ
リ
テ

イ
ア
』
の
な
か
で
、
骰
子
（ἀστράγαλοι

）
が
通ノ
ミ
ス
マ貨
で
あ
る
と
い
う
法ノ
モ
ス

を
定
め
て
い
（νομοθετεῖ

）」
た
の
だ
と
い
う
（A

th. 

IV
 159

＝SSR V
B

125

）25
。

加
え
て
通ノ
ミ
ス
マ貨
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
普
遍
的
に
適
用
さ
れ
う
る
と
い
う
特
異
な
性
格
を
有
し
て
も
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

整
理
に
よ
れ
ば
、
通ノ
ミ
ス
マ貨

と
い
う
制
度
の
根
源
に
あ
る
の
は
、「
す
べ
て
の
も
の
が
何
か
ひ
と
つ
の
も
の
に
よ
っ
て
測
ら
れ
ね
ば
な
ら
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な
い
」（Eth. N

ic. V
 5, 1133a25-6

）
と
い
う
要
請
で
あ
る
。
こ
の
要
請
が
満
た
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、交
換
的
正
義
は
成
り
立
た
ず
、

協
同
関
係
（κοινω

νία

）
も
持
続
し
え
な
い
。

す
べ
て
の
も
の
に
は
値
が
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
交
換
は
い
つ
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
り
、

そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、協
同
関
係
も
成
り
立
つ
の
だ
か
ら
。
か
く
し
て
通ノ
ミ
ス
マ貨
は
、あ
た
か
も
尺
度（μέτρον

）の
よ
う
に
、﹇
諸
々

の
も
の
を
﹈
通
約
的
な
も
の
（σύμμετρα

）
と
す
る
こ
と
で
、﹇
そ
れ
ら
を
﹈
等
し
く
す
る
（ἰσάζει

）。
な
ぜ
と
い
っ
て
、

交
換
が
な
け
れ
ば
協
同
関
係
も
な
く
、
平
等
性
が
な
け
れ
ば
交
換
も
な
く
、
通
約
性
が
な
け
れ
ば
平
等
性
も
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
か
ら
（1133b14-8
）。

通ノ
ミ
ス
マ貨
は
具
体
的
な
事
物
が
本
来
有
し
て
い
た
は
ず
の
質
的
固
有
性
を
普
遍
的
・
通
約
的
な
量
的
指
標
へ
と
変
換
す
る
。
そ
の
結
果
、

そ
れ
ま
で
は
困
難
だ
っ
た
異
な
る
も
の
同
士
の
価
値
の
比
較
と
過
不
足
の
な
い
平
等
な
交
換
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
こ
で
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
が
述
べ
る
「
平
等
性
」
と
は
、
交
換
さ
れ
る
も
の
同
士
の
あ
い
だ
で
の
正
確
な
「
等
価
性
」
の
こ
と
を
指
す
。

と
は
い
え
通ノ
ミ
ス
マ貨
は
、「
非
階
級
性
」
と
い
う
意
味
で
の
「
平
等
性
」
と
も
深
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
ばK

urke

の
説
明
が
啓
発
的
で
あ
る
。「
硬
貨
（coinage
）
は
、
貴
族
階
級
そ
の
他
の
安
定
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
―
―
そ
の

も
と
で
は
貴
族
階
級
が
貴
金
属
や
他
の
高
級
品
に
関
す
る
占
有
権
を
主
張
す
る
―
―
に
対
し
、
巨
大
な
脅
威
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

硬
貨
の
導
入
と
と
も
に
、﹇
相
手
を
考
慮
し
な
い
﹈
無
差
別
な
分
配
や
、
見
知
ら
ぬ
者
同
士
で
の
交
換
が
行
わ
れ
る
余
地
が
生
じ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
贈
与
交
換
的
な
文
化
の
も
と
で
作
用
す
る
序
列
化
さ
れ
た
物
々
交
換
の
領
域
を
転
覆
さ
せ
て
し
ま

う
」（1995: 42; also cf. Seaford 2004: ch. 2-3, 8

）。
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
一
般
的
だ
っ
た
「
貨
幣
」
と
「
僭
主
」
の
イ
メ
ー

ジ
連
関
（von R

eden 1997: 168ff

）
は
、
こ
の
面
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
貨
幣
は
何
も
の
（
者
／
物
）
と
の
あ
い
だ
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に
も
固
有
の
関
係
を
築
か
な
い
。
貨
幣
は
或
る
人
か
ら
別
の
人
へ
と
次
々
に
渡
り
歩
い
て
ゆ
き
、
ほ
と
ん
ど
一
切
の
事
物
と
交
換
可

能
な
存
在26
と
し
て
、（
貨
幣
経
済
の
及
ぶ
か
ぎ
り
は
）
ど
こ
ま
で
も
漂
泊
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る27
。
貨
幣
交
換
は
確
か
に
一
種

の
「
協
同
関
係
」（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
を
成
立
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
はSim

m
el

の
示
唆
す
る
と
お
り
、
無
色
透
明
で

い
わ
ば
ア
ト
ム
化
さ
れ
た
、代
替
可
能
な
相
手
と
の
関
係
で
あ
る
（1930: 297ff ﹇1999: 301ff

﹈）。
プ
ラ
ト
ン
が
警
戒
し
（Skultety 

2006

）、Sim
m

el
が
両
義
的
な
眼
差
し
を
向
け
た
（1930: 377ff ﹇1999: 378ff

﹈）
貨
幣
の
「
個
人
主
義
」
が
、
こ
こ
に
頭
を
も

た
げ
て
く
る
。
奴
隷
出
身
者
や
下
層
市
民
が
銀
行
業
や
海
上
交
易
で
の
成
功
に
よ
っ
て
巨
万
の
富
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
時
代
、通ノ
ミ
ス
マ貨
は
取
引
の
相
手
を
選
ば
ぬ
「
平
等
性
」
に
よ
っ
て
、古
来
の
階
級
秩
序
を
深
刻
に
動
揺
さ
せ
る
力
を
持
ち
え
た
。

な
お
、
以
上
に
見
た
貨
幣
の
普
遍
性

0

0

0

（
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
通
約
す
る
）、
抽
象
性

0

0

0

（
関
わ
る
人
や
物
の
固
有
性
を
無
視
す
る
）、
移0

動
性

0

0

（
特
定
の
場
所
に
と
ど
ま
ら
な
い
）は
、 Sim

m
el

が
異
人
／
よ
そ
者（der Frem

de

）に
与
え
た
の
と
同
じ
特
徴
で
あ
る（1908: 

686-8

﹇1994: 286-8

﹈; 1930: 220ff
﹇1999: 225ff

﹈）。Sim
m

el

社
会
学
の
体
系
に
お
い
て
、
貨
幣
と
異
人
は
密
接
に
関
わ
り
合

う
。
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
鋳
銭
管
理
者
の
異
人
性
を
引
き
出
す
こ
と
は
難
し
い
が
、
そ
れ
で
も
、
通ノ
ミ
ス
マ貨
と
い
う
存
在
そ
れ
自
体

が
在ノ

ミ

ス

マ

来
の
慣
習
・
秩
序
を
相
対
化
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
逆
説
は
見
過
ご
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る28
。「
ノ

ミ
ス
マ
を
鏨
刻
す
る
（π
αραχαράττειν τὸ νόμισμα

）」
と
い
う
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
て
き
た
標
語
の
含
蓄
は
、
こ
の
点
を

踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
真
に
理
解
さ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
キ
ュ
ニ
コ
ス
派
の
実
践
に
お
い
て
、
ノ
ミ
ス
マ
は
あ
く
ま
で
も

π
αραχαράττειν

さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
放
棄
さ
れ
た
り
無
化
さ
れ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
生
ま
れ
た
時
点
か
ら
貨
幣
と
深

い
つ
な
が
り
を
有
し
て
い
た
Ｄ
は
、
生
地
の
辺
境
性
に
か
ん
す
る
覆
い
が
た
い
劣
等
意
識
を
抱
く
一
方
で
、
周
縁
／
中
心
図
式
を
規

定
す
る
ノ
モ
ス
そ
れ
自
体
の
虚
構
性
や
、
地
理
的
・
社
会
的
差
異
を
脱
色
す
る
貨
幣
の
恐
る
べ
き
無
差
別
性
な
ど
に
触
発
さ
れ
て
も

い
た
の
で
は
な
い
か
。
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第
四
節　
「
対
立
」
証
言
の
検
討

こ
れ
ま
で
に
論
じ
て
き
た
周
縁
的
自
己
意
識
や
ノ
モ
ス
を
相
対
化
す
る
視
点
な
ど
は
、
Ｄ
の
後
半
生
の
思
想
―
―
す
な
わ
ち
キ
ュ

ニ
シ
ズ
ム
―
―
を
構
成
す
る
最
も
重
要
な
契
機
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る29
。
こ
こ
か
ら
本
稿
は
、「
シ
ノ
ペ
に
生
ま
れ
育
っ
た
ト
ラ
ペ

ジ
テ
ス
」
と
し
て
の
来
歴
が
、
彼
の
後
半
生
を
特
徴
づ
け
る
〈
犬
〉
的
実
践
と
対
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
重
要

な
背
景
を
成
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
仮
説
を
提
起
し
た
い30
。
そ
の
意
味
で
Ｄ
は
、〈
人
〉
か
ら
〈
犬
〉
へ
と
劇
的
な
大
転
回
を

遂
げ
た
の
で
は
な
く
、
生
来
す
で
に
〈
子
犬
〉
で
あ
っ
た
と
見
な
す
べ
き
な
の
で
あ
る31
。

と
は
い
え
他
方
、
従
来
の
先
行
研
究
が
Ｄ
の
前
半
生
を
後
半
生
の
哲
学
実
践
と
鋭
く
対
立
さ
せ
て
き
た
の
も
故
な
き
こ
と
で
は
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
理
解
は
、
古
代
の
証
言
群
に
よ
っ
て
強
く
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
と
り
わ
け
問
題

と
な
る
資
料
は
、
た
と
え
ば
次
の
四
例
で
あ
る32
。

か
つ
て
通
貨
を
鏨
刻
し
た
件
で
非
難
さ
れ
た
さ
い
、
彼
﹇
＝
Ｄ
﹈
は
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。「
俺
に
は
か
つ
て
、
今
の
お
前
の

よ
う
な
奴
で
あ
る
時
期
が
あ
っ
た
。
し
か
し
今
の
俺
の
よ
う
な
者
に
、
お
前
は
決
し
て
な
れ
な
い
だ
ろ
う
」。
ま
た
、
同
じ
件

で
﹇
彼
を
﹈
非
難
し
て
き
た
別
の
者
に
対
し
て
は
﹇
次
の
よ
う
に
述
べ
た
﹈。「
だ
っ
て
、﹇
当
時
の
俺
は
﹈
す
ぐ
に
小
便
を
漏

ら
し
て
い
た
が
、
今
は
そ
う
で
な
い
の
だ
か
ら
ね
」（D

iog. Laert. V
I 56

＝SSR V
B

4

）。

亡
命
す
る
こ
と
は
、
幾
足
か
の
人
々
を
た
ち
ま
ち
全
面
的
に
裨
益
し
た
。
た
と
え
ば
Ｄ
の
よ
う
に
。
彼
は
自
国
か
ら
亡
命
し
て

哲
学
者
と
な
り
、
シ
ノ
ペ
に
居
を
構
え
る
の
と
引
き
換
え
に
ギ
リ
シ
ア
で
過
ご
し
た
の
で
あ
る
（M

uson. IX
 ap. Stob. Flor. 

III 40, 9

＝SSR V
B

13

）。
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ま
た
、
追
放
の
件
で
彼
を
非
難
し
た
者
に
対
し
、
彼
﹇
＝
Ｄ
﹈
は
応
え
た
。「
だ
が
、
と
に
か
く
そ
の
こ
と
の
た
め
に
、
俺
は

哲
学
を
す
る
運
び
と
な
っ
た
の
だ
、
哀
れ
な
奴
め
」（D

iog. Laert. V
I 49

＝SSR V
B

13

）。

Ｄ
は
追
放
さ
れ
た
が
、「
こ
れ
も
悪
く
は
な
い
」
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
彼
は
、
追
放
の
の
ち
、
哲
学
の
営
み
を
始
め
る

こ
と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
（Plut. D

e tranq. anim
. V

I 467c

＝SSR V
B

14

）。

以
上
の
証
言
群
が
異
口
同
音
に
伝
え
る
の
は
、
通
貨
鏨
刻
事
件
と
そ
れ
に
と
も
な
う
国
外
追
放
（
あ
る
い
は
亡
命
）
と
が
、
Ｄ
の
哲

学
実
践
を
始
動
さ
せ
る
決
定
的
な
転
機
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
次
第
で
あ
る
。
こ
う
し
た
報
告
に
従
う
か
ぎ
り
、
国
外
追
放
以
前
の

Ｄ
は
、
い
ま
だ
キ
ュ
ニ
コ
ス
的
な
意
味
で
の
「
哲
学
者
」（〈
犬
〉）
で
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
半
生
の
Ｄ
と
後
半

生
の
Ｄ
と
の
あ
い
だ
に
は
、
古
来
、
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
懸
隔
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

よ
く
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
こ
の
種
の
間
接
証
言
が
真
実
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
保
証
は
な
い
。
と
は
い
え
今
回
の
場
合
、
上

で
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
た
程
度
の
内
容
を
後
代
の
虚
構
だ
と
見
な
す
の
は
、
あ
ま
り
に
も
過
剰
な
懐
疑
論
で
あ
る
。
通
貨
鏨
刻
事
件
と

そ
れ
に
続
く
亡
命
体
験
と
が
Ｄ
に
〈
犬
〉
の
生
を
歩
ま
せ
る
一
大
転
機
と
な
っ
た
こ
と
自
体
は
、
ほ
と
ん
ど
動
か
し
よ
う
の
な
い
事

実
で
あ
ろ
う
。
ご
く
単
純
に
考
え
て
、
祖
国
か
ら
の
放
逐
は
生
活
環
境
の
激
変
を
意
味
し
、
心
身
両
面
に
対
す
る
負
荷
を
飛
躍
的
に

増
大
さ
せ
た
は
ず
で
あ
る
。
通
貨
鏨
刻
事
件
な
く
し
て
、「
哲
学
者
」Ｄ
へ
の
覚
醒
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
ひ
と
ま
ず
こ
の
点
だ
け
は
、

確
か
に
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
る
に
こ
こ
か
ら
、
Ｄ
の
前
半
生
が
後
半
生
と
「
対
立
」
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
旧
来
の
結
論
は
直
ち
に
導
か
れ
て
こ
な

い
。
通
貨
鏨
刻
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
た
一
連
の
騒
動
が
Ｄ
の
思
想
・
実
践
に
重
大
な
展
開
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
事
実
だ
と
し
て

も
、
彼
の
根
本
的
な
志
向
そ
れ
自
体
は
な
お
一
貫
し
て
同
様
の
も
の
で
あ
り
う
る
。
本
稿
が
強
調
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
質
的
な
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意
味
で
の
連
続
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
稿
は
、
Ｄ
の
前
半
生
に
お
け
る
諸
契
機
（
た
と
え
ば
周
縁
的
自
己
意
識
）
が
、
あ
く
ま
で

も
キ
ュ
ニ
シ
ズ
ム
の
萌
芽
形
で
し
か
な
い

0

0

0

0

0

こ
と
を
認
め
は
す
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
事
件
以
前
の
Ｄ
は
、
確
か
に
「
今
の
お
前
の
よ
う

な
奴
（τοιοῦτος ὁπ

οῖος σὺ νῦν

）」
―
―
周
縁
的
な
自
己
意
識
を
有
し
、
ノ
モ
ス
を
相
対
化
す
る
視
点
を
い
く
ら
か
持
ち
え
て

い
る
と
は
い
え
、
実
践
面
で
は
「
お
前
」
と
同
じ
く
依
然
と
し
て
ポ
リ
ス
的
な
常
識
に
浸
っ
た
存
在
―
―
で
あ
っ
た
。
他
方
で
同
時

に
本
稿
は
、
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
萌
芽
形
で
あ
る

0

0

0

こ
と
を
認
め
も
す
る
。
前
二
節
で
論
じ
た
諸
契
機
は
、
通
貨
鏨
刻
事
件
と
い
う
一

大
転
機
を
経
る
過
程
で
完
全
に
淘
汰
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
、
キ
ュ
ニ
シ
ズ
ム
が
結
晶
す
る
た
め
の
核

と
し
て
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
、
以
後
も
Ｄ
の
哲
学
を
絶
え
ず
根
柢
か
ら
規
定
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
上
で
引
い
た
最
初
の
証
言

の
な
か
で
、Ｄ
は
次
の
よ
う
な
返
答
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。「
今
の
俺
の
よ
う
な
者
に
、お
前
は
決
し
て
な
れ
な
い
だ
ろ
う
」。な
ぜ「
決

し
て
な
れ
な
い
」
の
か
。
思
う
に
そ
れ
は
、
対
話
相
手
―
―
明
言
は
な
い
が
、
ア
テ
ナ
イ
や
コ
リ
ン
ト
ス
の
一
般
市
民
を
想
定
す
る

の
が
自
然
だ
ろ
う
―
―
が
萌
芽
的
に
す
ら

0

0

0

0

0

0

〈
犬
〉
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
な
い
か
。

と
も
あ
れ
い
ず
れ
に
せ
よ
、
Ｄ
が
「
ノ
ミ
ス
マ
を
鏨
刻
す
る
」
と
い
う
標
語
を
採
用
し
た
事
実
は
、
第
三
節
の
末
尾
で
も
触
れ
た

よ
う
に
、通
常
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
直
截
的
な
仕
方
で
受
け
と
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
山
川
が
詳
細
に
論
じ
る
（2007: 

110-20

）
と
お
り
、鏨
刻
（π

αραχάραξις

）
そ
れ
自
体
は
貨
幣
の
品
質
管
理
を
お
こ
な
う
う
え
で
別
段
法
外
な
措
置
で
は
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
貨
幣
の
鏨
刻
は
お
そ
ら
く
、
贋
造
や
毀
損
な
ど
の
明
白
な
違
法
行
為
と
は
異
な
り
、
ト
ラ
ペ
ジ
テ
ス
の
平
常

業
務
の
一
環
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
ノ
ミ
ス
マ
を
鏨
刻
す
る
」
と
い
う
キ
ュ
ニ
シ
ズ
ム
の
基
本
綱
領
は
、
Ｄ
が
み
ず
か
ら
の
前

半
生
を
後
半
生
と
連
続
的
に
捉
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
有
力
な
間
接
証
拠
の
ひ
と
つ
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
少
な
く
と
も
彼
は
、
ト
ラ

ペ
ジ
テ
ス
と
し
て
の
来
歴
や
そ
れ
に
付
い
て
ま
わ
る
故
国
シ
ノ
ペ
の
記
憶
を
、
沈
黙
の
う
ち
に
抹
消
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
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補
論
Ａ　

デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
の
生
没
年

Ｄ
の
生
年
に
関
す
る
直
接
的
な
証
拠
と
し
て
は
ビ
ザ
ン
ツ
時
代
の
百
科
事
典
『
ス
ー
ダ
』
の
報
告
（SSR V

B
91, 130

）
が
あ

る
も
の
の
、
問
題
が
多
く
利
用
し
に
く
い
。
そ
こ
で
は
「
Ｄ
」
と
い
う
人
物
が
ア
テ
ナ
イ
三
十
人
政
権
の
崩
壊
時
、
す
な
わ
ち

前
四
〇
三
年
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
同
時
に
そ
の
Ｄ
は
、「
あ
る
い
は
オ
イ
ノ
マ
オ
ス33
（ἢ Ο

ἰνόμαος

）」「
ア
テ
ナ
イ

人
（Ἀ

θηναῖος
）」「
悲
劇
作
家
（ταγικός

）」
な
ど
と
並
記
さ
れ
て
も
い
る
。
プ
ル
タ
ル
コ
ス
（D

e aud. V
II 41c-d

＝SSR 
V

B
129

）
は
弁
論
術
に
関
わ
る
議
論
の
な
か
で
メ
ラ
ン
テ
ィ
オ
ス
に
よ
る
「
Ｄ
の
悲
劇
」
へ
の
批
評
を
紹
介
し
て
お
り
、
こ
の
メ
ラ

ン
テ
ィ
オ
ス
が
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
の
喜
劇
で
言
及
さ
れ
る
者34
と
同
一
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
前
四
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
「
ア
テ

ナ
イ
人
の
悲
劇
作
家
Ｄ
」
が
「
シ
ノ
ペ
の
人
」
と
は
別
に
存
在
し
て
い
た
証
拠
の
ひ
と
つ
に
な
る
で
あ
ろ
う35
。
加
え
て
そ
も
そ
も
、

三
十
人
政
権
の
崩
壊
と
い
う
ア
テ
ナ
イ
で
の
出
来
事
を
シ
ノ
ペ
人
の
生
年
の
指
標
と
し
て
用
い
る
の
は
不
審
で
あ
る
。
他
方
、『
ス
ー

ダ
』
が
問
題
の
Ｄ
に
帰
す
悲
劇
作
品
の
一
覧
は
、D

iog. Laert. V
I 80

（
＝SSR V

B
117

）
な
ど
で
シ
ノ
ペ
の
人
に
帰
さ
れ
た
著
作

目
録
と
お
お
む
ね
一
致
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
後
者
と
の
同
一
視
を
後
押
し
す
る36
。
と
は
い
え
無
論
、
当
の
著
作
目
録
が
シ
ノ

ペ
の
人
と
ア
テ
ナ
イ
の
人
と
を
混
同
し
て
い
る
可
能
性
も
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
（cf. Sayre 1948: 65, 82

）。
結
局
の
と
こ
ろ
、

こ
こ
で
話
題
に
な
っ
て
い
る
Ｄ
と
は
何
者
で
、
四
〇
三
年
に
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
誰
な
の
か
。
確
定
す
る
決
め
手
を
欠

く
。他

方
、
没
年
か
ら
生
年
を
逆
算
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
も
可
能
で
あ
る
。
Ｄ
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
と
同
日
に
死
ん
だ

と
い
う
伝
承37
が
仮
に
正
し
け
れ
ば
、
彼
の
没
年
月
日
は
前
三
二
三
年
の
六
月
十
三
日
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
月
日
の
情
報
は

信
用
で
き
な
い
が
、
没
年
の
一
致
程
度
は
特
に
疑
う
理
由
が
な
い38
。
そ
し
て
こ
の
時
点
で
彼
は
、
既
に
老
齢
で
あ
っ
た
（D

iog. 

Laert. V
I 79

＝SSR V
B

92

）
と
か
、
九
十
歳
ご
ろ
で
あ
っ
た
（D

iog. Laert. V
I 76

＝SSR V
B

90

）
と
か
、
八
十
一
歳
で
あ
っ
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た
（C

ensorinus, D
N

 XV 2

＝SSR V
B

90

）
と
か
言
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
の
生
年
は
前
五
世
紀
の
終
盤
に
ま
で
遡
ら
せ

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う39
。

一
連
の
考
証
は
、
Ｄ
と
そ
の
思
想
が
古
典
期
の
伝
統
に
深
く
根
ざ
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
彼
が
成
育
し
た
の
は
、
ポ
リ
ス

社
会
の
退
潮
が
決
定
的
と
な
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
よ
り
も
前
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
実
の
と
こ
ろ
、
キ
ュ
ニ
シ
ズ
ム
成
立
の
背

景
が
伝
統
的
な
ポ
リ
ス
社
会
の
「
荒
廃
」・「
危
機
」・「
自
信
喪
失
」
に
あ
っ
た
の
だ
と
す
る
通
説40
は
、
事
実
の
行
き
過
ぎ
た
誇
張

を
含
ん
で
い
る
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
、
ポ
リ
ス
社
会
の
「
爛
熟
」
と
言
い
換
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う41
。
ギ
リ
シ
ア
の
伝
統

的
な
文
化
圏
の
も
と
で
育
ち
、
ギ
リ
シ
ア
的
な
価
値
観
に
身
を
浸
ら
せ
た
者
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ギ
リ
シ
ア
的
な
規
範
か
ら

の
逸
脱
を
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
、
キ
ュ
ニ
シ
ズ
ム
の
重
要
な
心
理
的
基
盤
が
あ
る
。

補
論
Ｂ　

初
期
キ
ュ
ニ
コ
ス
派
一
般
へ
の
拡
張

「
Ｄ
は
前
半
生
に
お
い
て
既
に
キ
ュ
ニ
シ
ズ
ム
の
萌
芽
的
な
方
向
性
を
予
告
し
て
い
た
」
と
い
う
本
稿
の
仮
説
は
、
初
期
キ
ュ
ニ

コ
ス
派
の
他
の
思
想
家
た
ち
に
も
あ
る
程
度

0

0

0

0

拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
の
来
歴
を
め
ぐ
る
資
料
は
し
ば
し
ば
絶
望
的
な
ほ
ど

乏
し
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
出
自
が
周
縁
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
証
拠
は
多
岐
に
わ
た
る
。

は
じ
め
に
、
学
説
誌
上
は
Ｄ
の
直
接
の
師
と
見
な
さ
れ
る42
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
は
、
ト
ラ
キ
ア
人43
の
母
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ

と
い
う
（T. 1, 2A

, 3A
, 107 Prince

）。
彼
の
活
動
拠
点
で
あ
る
キ
ュ
ノ
サ
ル
ゲ
ス
は
、
半
神
半
人
の
英
雄
ヘ
ラ
ク
レ
ス
を
奉
じ
、

混
血
市
民
ノ
ト
イ
に
開
か
れ
た
体
育
場
で
あ
っ
た44
。
さ
ら
に
ま
た
、
彼
の
生
家
は
ア
テ
ナ
イ
の
外
港
ペ
イ
ラ
イ
エ
ウ
ス
に
あ
り
（T. 

12A
 Prince

）、
交
易
業
に
従
事
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
当
時
の
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
交
易
業
は
多
く
の
場
合
、
外
国
人
や
奴

隷
出
身
者
、
下
層
市
民
な
ど
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
仕
事
で
あ
っ
た
（M

ossé 1983
）。
彼
が
ゴ
ル
ギ
ア
ス
に
弁
論
術
を
学
ん
で
い
た
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と
い
う
伝
承
（T. 11 Prince et al.

）
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
高
額
な
授
業
料
の
原
資
は
海
上
交
易
の
利
益
か
ら
捻
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
他
、
Ｄ
の
弟
子
と
伝
え
ら
れ
る
者
た
ち
に
つ
い
て
い
う
と
、
モ
ニ
モ
ス
は
も
と
も
と
銀
行
家
に
仕
え
た
家
僕
で
あ
り
（D

iog. 

Laert. V
I 82

＝SSR V
G

1

）、
ヘ
ゲ
シ
ア
ス
は
Ｄ
と
同
郷
の
シ
ノ
ペ
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
綽
名
「
首
輪
／
首
枷
（Κ

λοιός

）」
は
彼

が
も
と
も
と
奴
隷
な
い
し
囚
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
（D

iog. Laert. V
I 84

＝SSR V
F1

）。
ま
た
、
ア
ス
テ
ュ
パ
ラ
イ
ア

の
人
オ
ネ
シ
ク
リ
ト
ス45
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
イ
ン
ド
遠
征
に
操
舵
手
と
し
て
従
軍
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
下
層

階
級
出
身
の
海
上
交
易
従
事
者
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
（cf. X

en.

﹇Ath. Pol.

﹈ I 19-20

）。

ク
ラ
テ
ス
の
弟
子
と
伝
え
ら
れ
る
者
た
ち46
に
つ
い
て
い
う
と
、
メ
ト
ロ
ク
レ
ス
お
よ
び
ヒ
ッ
パ
ル
キ
ア
は
マ
ロ
ネ
イ
ア
と
い
う

ト
ラ
キ
ア
人
都
市
の
出
身
で
あ
り
（D

iog. Laert. V
I 94, 6

＝SSR V
L1; I1

）、
ビ
オ
ン47
は
解
放
奴
隷
の
父
と
娼
婦
の
母
と
の
あ

い
だ
に
生
ま
れ
た
子
で
、
彼
自
身
も
奴
隷
生
活
を
経
験
し
た
ば
か
り
か
、
オ
ル
ビ
ア
と
い
う
生
地
（
黒
海
北
岸
）
の
辺
境
性
も
誹
謗

の
的
と
な
っ
た
（D

iog. Laert. IV
 46-7
＝F 1 K

indstrand

）。
そ
し
て
、後
世
の
文
学
史
に
大
き
な
足
跡
を
残
す
メ
ニ
ッ
ポ
ス
は
、

現
在
の
ヨ
ル
ダ
ン
に
あ
た
る
ガ
ダ
ラ48
出
身
の
解
放
奴
隷
で
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
の
血
筋
だ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
ほ
か
、
金
貸
し
と
し

て
も
活
動
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
（D

iog. Laert. V
I 99-100

）。

こ
れ
に
対
し
Ｄ
の
高
弟
ク
ラ
テ
ス
は
、
上
述
の
面
々
と
は
対
照
的
に
、
ギ
リ
シ
ア
本
土
の
大
都
市
テ
ー
バ
イ
の
裕
福
な
土
地
所
有

市
民
の
出
身
で
あ
り
、自
発
的
な
財
産
放
棄
に
よ
っ
て〈
犬
〉と
な
っ
た
。し
か
し
彼
も
ま
た
、周
縁
的
な
自
己
意
識
と
無
縁
で
は
な
い
。

一
伝
に
よ
る
と
「
彼
は
容
姿
が
醜
か
っ
た
し
、
運
動
し
て
い
る
さ
い
は
笑
わ
れ
る
の
が
常
だ
っ
た
」（D

iog. Laert. V
I 91

＝SSR 
V

H
40

）。
加
え
て
ユ
リ
ア
ヌ
ス
曰
く
、「
ク
ラ
テ
ス
は﹇
…
﹈身
体
に
障
碍
を
負
っ
て
お
り
、足
萎
え
と
背
虫
と
を
自
嘲
し
て
い
た
」（O

r. 

IX
 18, 26-8

＝SSR V
H

17

）49
。
晩
年
の
ク
ラ
テ
ス
は
自
ら
を
「
瘤
男
／
背
虫
男
（κυρτώ

ν

）」
と
呼
ん
で
お
り
（D

iog. Laert. 

V
I 92

＝SSR V
H

75

）、
身
体
的
特
徴
が
彼
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
り
う
る
ほ
ど
有
名
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
彼
自
身

18



が
そ
う
し
た
身
体
的
ス
テ
ィ
グ
マ
の
象
徴
性
を
自
覚
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
ギ
リ
シ
ア
本
土
の
富
家
に
生
ま
れ
た
彼
を
キ
ュ

ニ
コ
ス
派
と
つ
な
ぎ
と
め
、
そ
の
諷
刺
的
・
反
抗
的
な
実
践
を
駆
り
立
て
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
自
ら
が
周
縁
的
な
存
在
で
し
か
あ

り
え
な
い
と
い
う
痛
切
な
自
意
識
で
あ
っ
た50
。

か
く
し
て
、
初
期
キ
ュ
ニ
コ
ス
派
の
思
想
家
た
ち
に
は
、
異
様
な
実
践
を
動
機
づ
け
る
に
足
る
ほ
ど
の
人
生
史
的
背
景
が
、
い
か

な
る
形
で
あ
れ
、
常
に
生
々
し
く
控
え
て
い
た
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
、「
万
人
が
潜
在
的
に
は
〈
犬
〉
に

な
り
う
る
」
と
い
うM

oles

の
解
釈
（1996

）
は
、
不
当
な
ほ
ど
抽
象
的
だ
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
周
縁
性
を
養

う
人
生
史
的
な
背
景
を
欠
い
た
人
々
に
と
っ
て
、「
生
き
方
（ἔνστασις βίου

）」
や
「
習
慣
（habitus et consuetudo

）」
と
し

て
の
キ
ュ
ニ
シ
ズ
ム
（D

iog. Laert. V
I 103; A

ugust. D
e civ. D

 X
IX

 1

）
は
、
終
生
疎
遠
な
も
の
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
キ
ュ
ニ

シ
ズ
ム
を
理
解
し
そ
れ
に
共
感
す
る
こ
と
は
、
キ
ュ
ニ
シ
ズ
ム
を
生
き
る
こ
と
と
同
一
で
は
な
い
。
法
慣
習
一
般
の
虚
構
性
を
理
屈

の
う
え
で
了
解
す
る
こ
と
は
容
易
い
が
、
そ
こ
か
ら
実
際
に
自
由
に
な
っ
て
生
き
る
こ
と
は
驚
く
ほ
ど
困
難
で
あ
る
。
こ
う
し
た
巨

大
な
懸
隔
を
ま
た
ぐ
た
め
に
必
要
な
も
の
の
一
例
が
、
た
と
え
ば
初
期
キ
ュ
ニ
コ
ス
派
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
自
己
の

周
縁
的
実
存
と
向
き
合
っ
て
き
た
格
闘
の
歴
史
で
あ
っ
た
。

も
と
よ
り
、
キ
ュ
ニ
コ
ス
派
が
当
代
の
知
的
伝
統
の
狭
隘
さ
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
者
で
あ
っ
た
以
上
、
そ
の
立
脚
点
は
、
狭
義

の
哲
学
的
領
域
の
外
部
に
も0

探
し
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
上
述
し
た
よ
う
な
人
生
史
的
観
点
は
、
キ
ュ
ニ

シ
ズ
ム
を
よ
り
広
範
な
社
会
的
・
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
う
ち
に
位
置
づ
け
、
多
面
的
に
再
構
成
し
て
ゆ
く
に
あ
た
っ
て
の
重
要

な
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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補
論
Ｃ　

ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
問
題

前
半
生
の
Ｄ
が
既
に
あ
る
程
度
周
縁
的
な
見
地
に
立
ち
え
て
い
た
と
い
う
想
定
は
、
彼
と
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
と
の
関
わ
り
を
考

え
る
う
え
で
も
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
年
代
考
証
上
、シ
ノ
ペ
か
ら
亡
命
し
た（
前
三
四
九
／
八
年
ご
ろ
？51
）あ
と
に
Ｄ
が
ア
ン
テ
ィ

ス
テ
ネ
ス
に
師
事
し
た
と
考
え
る
の
は
難
し
い
。
と
い
う
の
も
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
は
、
当
時
す
で
に
故
人
と
な
っ
て
い
た
見
込
み

が
高
い
か
ら
で
あ
る52
。
そ
の
た
めD

udley

以
来
の
先
行
研
究
は
、
多
く
の
場
合
、
両
者
の
直
接
的
な

0

0

0

0

師
弟
関
係
を
否
定
し
て
き

た53
。と

は
い
え
、
亡
命
以
前
の
段
階
で
す
で
に
Ｄ
が
キ
ュ
ニ
シ
ズ
ム
の
萌
芽
的
思
想
を
持
ち
え
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
市
民
時
代
の

彼
が
ア
テ
ナ
イ
留
学
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
に
直
接
師
事
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
十
分
可
能
（
論
理
的
に
の
み
な
ら

ず
内
容
的
に
も
）
で
あ
る54
。
こ
の
点
に
関
連
す
る
資
料
と
し
て
興
味
深
い
の
は
、
前
三
六
二
年
の
段
階
で
す
で
に
Ｄ
は
「
知
ら
れ

て
い
た
（ἐγνω

ρίζετο

）」
と
す
る
年
代
記
の
報
告
で
あ
る
（C

hron. Pasch. a. 362

＝SSR V
B

2

）。
言
う
ま
で
も
な
く
本
稿
の

議
論
は
、
Ｄ
と
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
の
直
接
的
な
師
弟
関
係
を
「
証
明
」
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
他
方
で
、
そ
の
可
能
性
が
完
全

に
は
否
定
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
あ
る55
。

文
献
表

・
外
国
語
文
献
か
ら
の
引
用
は
断
り
が
な
い
か
ぎ
り
拙
訳
で
あ
る
。
個
別
の
校
訂
本
を
挙
げ
て
い
な
い
一
次
資
料
に
つ
い
て
はSSR

を
底
本
と
し
た
。

・
訳
文
中
の
四
角
括
弧
﹇　

﹈
は
引
用
者
に
よ
る
補
い
な
い
し
言
い
換
え
を
指
す
。
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・ 

古
典
テ
キ
ス
ト
や
現
代
の
雑
誌
・
資
料
集
等
の
略
称
は
原
則
と
し
てO

xford C
lassical D

ictionary, 4th ed.

お
よ
びL'Année Philologique
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準
拠
し
、
同

書
（
誌
）
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略
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い
文
献
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は
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例
の
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踏
襲
し
た
。
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註

1　
C

f. O
verw

ien 2005: 301, ‘Es w
ird die Verw

andlung eines geldgierigen Finanzhais in einen genügsam
en K

yniker-

W
eisen geschildert’; 

山
川 2008: 112-3

「
Ｄ
の
「
ノ
モ
ス
」
か
ら
「
フ
ュ
シ
ス
」
へ
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」。

2　

こ
の
訳
語
は
ひ
と
ま
ず
慣
例
を
踏
襲
し
た
便
宜
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
第
三
節
参
照
。

3　

属
格
形Ἱκεσίου

の
み
が
伝
承
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
「
ヒ
ケ
シ
ア
ス
」。

4　

C
f. G

oulet 1994.　

マ
グ
ネ
シ
ア
の
人
でD

iog. Laert.

の
主
要
典
拠
の
ひ
と
り
。
活
動
時
期
に
関
し
て
は
お
お
よ
そ
前
一
世

紀
を
生
き
た
と
比
定
さ
れ
る
が
、
確
証
は
な
い
。

5　

C
f. fr. 67 M

uller; G
oulet-C

azé 2000.　

こ
の
者
に
つ
い
て
は
不
詳
。D

iog. Laert. II 41

で
引
か
れ
る
人
物
と
同
一
か
と
も

疑
わ
れ
る
が
、
確
定
で
き
な
い
。
メ
ガ
ラ
派
の
思
想
家
で
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
弟
子
に
あ
た
る
ミ
レ
ト
ス
人
（SSR IID

）
と

の
同
一
視
（cf. B

ogaert 1968: 226
）
は
個
別
研
究
の
立
場
か
ら
は
概
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
（e. g. M

uller 1985: 119

）。

そ
れ
ゆ
え
結
局
、
Ｄ
自
身
の
述
懐
（
と
さ
れ
る
も
の
）
を
除
け
ば
、
事
件
の
内
実
を
同
時
代
的
に
語
る
断
片
は
ひ
と
つ
も
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

6　

写
本
ど
お
り
に
読
む
。本
書
はD

iog. Laert. V
I 80

に
引
か
れ
た
ふ
た
つ
の
著
作
目
録
の
い
ず
れ
も
に
採
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、

真
作
性
が
比
較
的
高
い
。

7　

言
う
ま
で
も
な
く
こ
こ
で
はνόμισμα

の
両
義
性
（
慣
習
／
通
貨
）
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

8　

π
αρὰ τοῦ π

ατρὸς αὐτὸν λαβόντα.　

ト
ラ
ペ
ジ
テ
ス
の
職
を
引
き
継
い
だ
と
も
、
通
貨
を
引
き
取
っ
た
と
も
読
め
る
。

9　

E. g. D
iels 1893: 313; Schw

artz 1911: 13-4; von Fritz 1926: 19-20.　

彼
ら
の
見
立
て
に
よ
る
と
、
通
貨
鏨
刻
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
伝
記
を
模
倣
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
母
に
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よ
る
産
婆
術
と
Ｄ
の
父
に
よ
る
通
貨
鏨
刻
と
の
対
応
や
、
神
託
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
類
似
な
ど
で
あ
る
。A

lso cf. 

von der M
ühll 1966: 236ff.

10　

神
託
の
挿
話
等
に
関
し
て
は
依
然
と
し
て
史
実
性
に
疑
問
符
が
つ
く
。

11　

管
見
の
か
ぎ
り
、
最
も
周
到
で
学
ぶ
と
こ
ろ
の
多
い
再
構
成
案
は
、
考
古
学
的
資
料
の
綿
密
な
考
証
を
含
ん
だ
山
川
の
そ
れ

（2007; 
縮
約
版
と
し
て2008: ch. 3

）
で
あ
る

12　

シ
ノ
ペ
か
ら
の
二
次
植
民
は
前
七
世
紀
後
半
に
は
既
に
確
認
で
き
る
（
篠
崎 2013: 180

）。

13　

現
に
シ
ノ
ペ
は
前
三
六
〇
年
代
に
は
ペ
ル
シ
ア
系
勢
力
の
影
響
下
に
入
り
、
そ
の
状
態
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
遠
征
ま
で
続

く
（cf. 

山
川 2007: 99ff
）。

14　

Eur. IT 253

か
ら
の
引
用
。

15　

C
f. Long 1996: 45; 

山
川 2007: 80-1.

16　

C
f. SSR V

B
 pass; U

sher 2009.　

Ｄ
の
標
的
な
い
し
聴
衆
は
、
古
典
期
後
期
の
「
高
度
な
教
養
を
備
え
た
社
会
（the highly 

cultured society

）」
で
あ
っ
た
（G

oulet-C
azé 1996: 2

）。

17　

Ｄ
の
生
没
年
に
つ
い
て
は
補
論
Ａ
を
参
照
の
こ
と

18　

π
αραχάραξις

と
い
う
業
務
の
内
実
に
つ
い
て
、cf. 
山
川 2007: 110-20

。

19　

文
献
資
料
の
み
か
ら
こ
の
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。第
一
節
で
翻
訳
引
用
し
た
証
言
に
お
い
て
、

鋳
銭
業
務
を
直
接
示
唆
す
る
の
はκιβδηλεύσας

の
一
語
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
さ
え
も
あ
く
ま
で
諸
伝
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に

す
ぎ
な
い
。

20　

Ｄ
の
「
特
権
的
な
社
会
的
背
景
」
を
強
調
す
るR

oubineau

の
整
理
（2023: 12-3

）
は
素
朴
に
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
。

21　
「
ア
テ
ナ
イ
人
は
金
貸
し
ど
も
を
憎
む
」（D

em
. X

X
X

V
II 52; also cf. M

ossé 1983: 58-9

）。「
私
が
船
持
ち
で
商
人
だ
と
い

25



う
由
で
告
発
し
た
人
々
が
い
る
」（A

ndoc. I 137

）。M
cK

echnie

が
指
摘
す
る
と
お
り
、「
せ
い
ぜ
い
都
市
人
口
の
一
過
的

な
要
素
を
成
す
に
す
ぎ
な
い
交
易
者
た
ち
は
、
共
同
体
に
お
い
て
尊
敬
に
値
す
る
も
の
だ
と
は
見
な
さ
れ
ず
、
統
合
も
さ
れ

な
い
と
い
う
低
い
立
場
に
置
か
れ
た
」（1989: 178 ﹇1995: 218

﹈）。
一
伝
に
よ
る
と
、
悲
劇
作
家
の
「
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は

あ
ら
ゆ
る
騙
し
を
「
行
商
人
的
な
」
と
呼
ん
だ
」（fr. 322 R

adt

）。
プ
ラ
ト
ン
も
『
法
律
』
の
な
か
で
商
業
へ
の
明
ら
か
な
不

信
感
を
示
す
（e. g. IV

 705a

）。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
よ
り
は
は
る
か
に
穏
健
だ
が
、
そ
れ
で
も
商
業
へ
の
不
信
感

は
健
在
で
あ
る
（e. g. Pol. V

II 1327a

）。
ま
た
、
交
易
の
場
と
な
る
エ
ン
ポ
リ
オ
ン
は
花
柳
界
と
も
深
く
結
び
つ
い
た
と
こ

ろ
で
あ
っ
た（M

cK
echnie 1989: 178-9 ﹇1995: 218

﹈）。「
エ
ン
ポ
リ
オ
ン
の
世
界
」は
周
縁
的
な
性
格
を
帯
び
て
お
り
、も
っ

ぱ
ら
非
市
民
と
下
層
市
民
が
活
躍
す
る
場
で
あ
っ
た
（M

ossé 1983

）。

22　

C
f. 

杉
本 2021.　

た
だ
し
杉
本
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
意
味
で
の
銀
行
業
者
に
寄
せ
ら
れ
た
社
会
的
な
信
用
は
、
身
分

や
出
自
の
低
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
極
め
て
高
い
も
の
で
あ
っ
た
（77

）。

23　

‘Aw
n 673, M

ub 65, Š65 O
verw

ien.　

な
お
ア
ラ
ビ
ア
語
資
料
の
な
か
に
は
、
Ｄ
が
父
と
似
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
で
も
彼
の

出
自
の
正
統
性
が
疑
わ
れ
る
よ
う
な
逸
話
が
残
さ
れ
て
い
る
（O

verw
ien 2005: 332

）。

24　

た
と
え
ばStroud

が
発
表
し
た
紀
元
前
三
七
五
／
四
年
の
ア
テ
ナ
イ
の
碑
文
資
料
に
よ
る
と
、
こ
の
年
に
、
ポ
リ
ス
の
正
式

な
打
刻
が
為
さ
れ
た
銀
貨
は
商
人
・
顧
客
双
方
と
も
に
受
け
取
り
を
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
法
が
発
せ
ら
れ
た
ら
し

い
（1974: 159

）。
こ
の
法
の
存
在
は
、
当
時
の
ア
テ
ナ
イ
銀
貨
が
名
目
貨
幣
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

25　

A
lso cf. PH

erc. 339

＝SSR V
B

126.　

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
Ｄ
が
通ノ
ミ
ス
マ貨
の
全
面
廃
棄
を
主
張
し
た
わ
け
で
は
な
い

と
い
う
点
で
あ
る
。

26　

た
だ
し
も
ち
ろ
ん
、
メ
ト
ロ
ク
レ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
（D

iog. Laert. V
I 95

＝SSR V
L1

）、
た
と
え
ば
「
教
養

（π
αιδεία

）」
は
他
の
商
品
と
同
じ
仕
方
で
自
在
に
売
買
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
洞
察
は
、
キ
ュ
ニ
シ
ズ
ム
が
単
な
る

26



市
場
価
値
相
対
主
義
（Sim

m
el

の
い
う
「
シ
ニ
シ
ズ
ム
」）
か
ら
区
別
さ
れ
る
重
要
な
相
違
点
で
あ
る
。
と
は
い
え
後
に
ル

キ
ア
ノ
ス
は
、
哲
学
者
た
ち
を
躊
躇
う
こ
と
な
く
競
売
に
か
け
た
（Vit. auct.

）。

27　

C
f. Seaford 2004: ch. 8.　

こ
う
し
た
普
遍
性
な
い
し
「
コ
ス
モ
ポ
リ
ス
」
性
は
、
プ
ラ
ト
ン
が
『
法
律
』
の
な
か
で
恐
れ
た

こ
と
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
（V

 742a-c; also cf. Skultety 2006: 202ff

）。

28　

Sim
m

el
は
貨
幣
文
化
の
「
シ
ニ
シ
ズ
ム
」（Zynism

us.　

Sim
m

el

は
キ
ュ
ニ
シ
ズ
ム
の
こ
と
もder antike Zynism

us

と
呼

ん
で
お
り
、
現
代
ド
イ
ツ
で
一
般
的
なZynism

us

とK
ynism

us

の
書
き
分
け
を
行
っ
て
い
な
い
）
に
つ
い
て
先
駆
的
な
指

摘
を
行
っ
て
い
る
（1930: 263-4 ﹇1999: 267-8

﹈）。
彼
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
古
今
の
シ
ニ
シ
ズ
ム
を
分
か
つ
の
は
、「
積
極

的
で
理
想
的
な
道
徳
上
の
究
極
目
的
」
の
有
無
で
し
か
な
い
。「﹇
…
﹈
シ
ニ
シ
ズ
ム
の
培
養
地
は
大
き
な
取
引
の
、
と
り
わ

け
取
引
所
取
引
の
場
所
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
貨
幣
が
多
量
に
存
在
し
、
た
や
す
く
所
有
者
を
変
え
る
。
そ
こ
で
貨
幣
そ
の
も

の
が
唯
一
の
利
害
の
中
心
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
ま
た
尊
敬
と
確
信
、
才
能
と
徳
、
美
と
魂
の
救
済
と
が
貨
幣
に
た
い
し
て

賭
け
ら
れ
る
の
を
見
る
こ
と
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
い
っ
そ
う
嘲
笑
的
で
軽
薄
な
情
趣
が
こ
れ
ら
の
よ
り
高
い

生
活
財
﹇
＝
尊
敬
と
確
信
そ
の
他
﹈
に
対
し
て
成
立
し
、
こ
れ
ら
の
生
活
財
は
週
市
の
財
と
同
じ
よ
う
に
同
じ
価
値
の
痛
み

（W
ertquale

）
で
売
ら
れ
、
こ
う
し
て
結
局
は
ま
た
「
市
場
価
値
」
を
受
け
取
る
。﹇
…
﹈
本
質
的
に
は
そ
れ
に
固
有
な
カ
テ

ゴ
リ
ー
と
理
想
以
外
の
い
っ
さ
い
の
評
価
を
拒
否
す
る
価
値
に
と
っ
て
、
こ
の
市
場
価
値
と
い
う
概
念
は
、
シ
ニ
シ
ズ
ム
が

主
観
的
な
反
応
に
お
い
て
示
す
も
の
の
完
全
な
客
観
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（
居
安
正
訳
、
一
部
改
変
）。Sim

m
el

自
身
は
Ｄ

の
家
業
に
一
切
触
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
彼
の
議
論
は
、
本
稿
の
立
場
に
と
っ
て
多
く
の
示
唆
を
含
ん
で
い
る
。

29　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
と
決
定
的
に
対
立
す
る
観
点
を
含
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
山
川
の
議
論
が
啓
発
的
で
あ
る
（2008: 
ch. 5

）。

30　

こ
の
仮
説
に
近
い
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
キ
ュ
ニ
シ
ズ
ム
に
お
け
る
先
天
的
気
性
の
重
要
性
を
指
摘
し
たN

avia

の
議
論

27



が
あ
る
（1996: 47-8

）。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
、
Ｄ
の
思
想
的
来
歴
を
再
構
成
す
る
段
に
入
る
と
、
通
貨
鏨
刻
事
件
前
後
の

単
純
な
対
比
に
終
始
し
て
し
ま
っ
て
い
る
（esp. 87ff

）。

31　

同
様
の
事
情
は
初
期
キ
ュ
ニ
コ
ス
派
の
他
の
構
成
員
た
ち
の
多
く
に
つ
い
て
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
（e. g. cf. 

O
verw

ien 2005: 300-2

）。
詳
細
は
補
論
Ｂ
を
参
照
の
こ
と
。

32　

こ
れ
は
網
羅
的
な
枚
挙
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
現
存
資
料
か
ら
読
み
取
れ
る
主
要
な
論
点
は
、
以
下
の
四
例
の
う
ち
に
す
べ
て

出
揃
っ
て
い
る
。

33　

C
f. Julian. O

r. V
II 8, 211d-212a

＝SSR V
B

128.

34　

Pax 803-4, 1009; Av. 151. 

こ
れ
ら
の
喜
劇
の
上
演
年
代
は
そ
れ
ぞ
れ
前
四
二
一
年
、
四
一
四
年
と
さ
れ
る
。C

f. TrG
F 23.

35　

C
f. TrG

F 45.　

シ
ノ
ペ
の
人
Ｄ
に
よ
る
悲
劇
執
筆
（TrG

F 231

）
は
ア
テ
ナ
イ
行
以
後
の
前
四
世
紀
後
半
に
ま
で
下
る
見
込

み
が
高
い
。
と
は
い
え
補
論
Ｃ
を
も
参
照
の
こ
と
。

36　

一
致
し
て
い
な
い
の
は
『
セ
メ
レ
』
一
篇
の
み
。
こ
れ
に
つ
い
て
はD

iog. Laert.

当
該
箇
所
に
記
載
が
な
く
、
独
立
の
断
片

が
現
存
す
る
（A

th. X
IV

 636a

）。
ア
テ
ナ
イ
の
Ｄ
に
帰
さ
れ
る
べ
き
作
品
の
混
入
か
。

37　

D
iog. Laert. V

I 79; Plut. Q
uaest. conv. V

III 1,1

＝SSR V
B

92.

38　

た
だ
し
、
Ｄ
が
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
競
技
会
へ
の
見
物
に
向
か
う
途
上
で
死
ん
だ
と
す
る
伝
承
（SSR V

B
99

）
に
従
う
な
ら
ば
、

前
三
二
四
年
の
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
。

39　

G
oulet-C

azé et al.

は
前
四
一
二
〜
〇
三
年
と
し
て
い
る
（1994

）。
と
も
あ
れ
Ｄ
は
、
四
二
七
年
生
の
プ
ラ
ト
ン
と

三
八
四
／
三
年
生
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
中
間
、
四
一
〇
〜
〇
八
年
生
の
ス
ペ
ウ
シ
ッ
ポ
ス
と
概
ね
同
じ
世
代
に
属
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
各
人
の
生
年
に
つ
い
て
はD

PhA

を
参
照
）。

40　

W
enley 1911: 378-80; Sayre 1948: 49; G

oulet-C
azé 1996: 5

 et al.
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41　
C

f. Long 1986: 3-4; D
esm

ond 2006: pass. esp. 7-9.
42　

補
論
Ｃ
を
参
照
の
こ
と

43　

別
伝
で
は
フ
リ
ュ
ギ
ア
人
（T 2B

, 2C
 Prince

）。

44　

H
dt. V

 63; D
em

. X
X

III 213; A
th. V

I 234e; Plut. Vit. Them
. 1.2; Paus. I 19.3 et al.

45　

D
iog. Laert. V

I 75-6

（
＝SSR V

B
137

）
で
登
場
す
る
ア
イ
ギ
ナ
人
オ
ネ
シ
ク
リ
ト
ス
と
は
別
人
だ
と
見
な
す
の
が
主
流
と

な
っ
て
い
る
。C

f. G
oulet-C

azé 2005: 776-8.

46　

ビ
オ
ン
の
師
が
キ
ュ
ニ
コ
ス
派
の
ク
ラ
テ
ス
で
あ
っ
た
と
明
言
す
る
資
料
は
現
存
し
な
い
（D

iog. Laert. IV
51

で
名
前
が
挙

が
っ
て
い
る
「
ク
ラ
テ
ス
」
は
明
ら
か
に
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
の
ク
ラ
テ
ス
で
あ
る
）。
と
は
い
え
年
代
上
、
そ
の
よ
う
に
想
定

す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
（cf. K

indstrand 1976: 10-1

）。

47　

彼
はD

iog. Laert. IV

（
ア
カ
デ
メ
イ
ア
派
）
に
伝
が
収
め
ら
れ
た
折
衷
的
な
思
想
家
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
キ
ュ
ニ
コ
ス
派

か
ら
の
影
響
が
色
濃
い
（D
udley 1937: 62-9; K

indstrand 1976: pass.

）。

48　

別
伝
で
は
シ
ノ
ペ
。C

f. D
iog. Laert. V

I 95; R
obinson 1906: 259-60, 275-6.

49　

A
lso cf. G

nom
. Vat. 199

＝SSR V
 B

 460.　

上
述
の
モ
ニ
モ
ス
も
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
の
喜
劇
断
片
（D

iog. Laert. V
I83

＝

fr. 193 K
assel-A

ustin

）
の
な
か
で
「
三
つ
の
頭
陀
袋
を
携
え
て
い
る
」
と
描
写
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
彼
の
背
虫
を
頭
陀
袋

に
見
立
て
た
揶
揄
だ
と
推
測
す
る
論
者
も
い
る
（A

llinson 1921: 367, n.2

）。

50　

身
体
障
碍
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
バ
ル
バ
ロ
イ
で
あ
る
こ
と
に
も
匹
敵
す
る
き
わ
め
て
深
刻
な
被
差
別
属
性
で
あ
っ
た

（cf. G
arland 1995

）。
古
代
の
観
相
学
的
発
想
の
も
と
で
は
、
身
体
の
歪
み
が
精
神
の
歪
み
の
反
映
と
見
な
さ
れ
（cf. A

rist. 

﹇Phgn.

﹈ I

）、
身
体
の
均
整
が
規
範
的
な
意
味
合
い
を
帯
び
る
。

51　

C
f. 

山
川 2007: 98.　

た
だ
し
こ
れ
は
、A

rist. Rh.

の
論
争
的
な
年
代
同
定
に
基
づ
く
推
定
で
あ
る
。
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52　

Prince

は
い
く
つ
か
の
証
拠
か
ら
、
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
の
生
没
年
を
前
四
四
五
〜
三
六
〇
年
ご
ろ
だ
と
推
測
す
る
（2015: 

introduction; also cf. G
iannantoni 1990: vol. 4, 199-201

）。

53　
E. g. D

udley 1937: 1-23; Sayre 1948: 84-96; G
iannantoni 1990: vol. 4, 222-6; G

oulet-C
azé 1996: 4-5; 

山
川 2008: 

114-8.　

た
だ
し
他
方
で
、
著
作
な
ど
を
介
し
た
間
接
的
な
影
響
関
係
は
、
依
然
と
し
て
多
く
の
論
者
た
ち
か
ら
承
認
さ
れ
て

い
る
（e. g. D

udley 1937: 27; G
oulet-C

azé 1996: 7; Long 1996: 32; R
oubineau 2023:83

）。

54　

こ
の
可
能
性
はLong

に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
自
身
は
自
ら
の
着
想
に
懐
疑
的
で
あ
る
（1996:45

）。

55　

本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（
課
題
番
号
：23K

J0717

）
の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
論
文
の
原
型
と
な
る

草
稿
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
不
備
を
指
摘
し
て
く
だ
さ
っ
た
哲
学
研
究
室
の
納
富
信
留
先
生
に
、
心
よ
り
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。
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