
Transformation, Addition, and Disappearance

in the Representations of Venus

from the Roman Imperial Period to the Renaissance

TORIGOE Teruaki J. I.

Keywords : Venus ; representation ; Roman imperial period ; Augustus ;

Divine Comedy

Abstract

I have considered the representations of Goddess Venus in well-

known texts from the third century BC to the fifteenth century AD, paying

particular attention to those from the first century BC to the second

century AD.

Venus is a deity essentially so different from the Christian God that

whether she is conspicuous in a Christian society can be a barometer to

measure the strength of Christianity. Danteʼs Divine Comedy, in which the

goddess is inconspicuous, is a reflection of the strength of Christianity,

whereas the rebirth of the goddess after Poliziano and Botticelli is a

reflection of the weakening of Christianity.

Another interesting fact about Venus is that she acquired the power of

guardianship over the state of Rome since the second Punic War, especially

since the first century BC. The texts written around this period suggest

that one cause of this addition was the legendary foundation of Rome by

Aeneas, a son of Venus, and that another cause is her apparent support of

Rome in the crisis of the Punic War.

I have, however, as a cause for Venusʼ added power of the

guardianship over Rome, laid particular emphasis on the succession to the

name of “Caesar” by Octavius and later emperors of Rome and on the

succession to the name of “Augustus” by Tiberius and later emperors.

Their succession to the names of “Caesar” and “Augustus” was not a

superficial assumption, but a substantial act of continuation. Octavius
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became another Caesar when he acquired the name, and Tiberius became

another Caesar Augustus by acquiring these names.

In relation to the succession to the name of “Caesar” by Octavius, we

notice an interesting series of political manoeuvres surrounding the

Goddess Venus by Julius Caesar and Octavius. Julius Caesar tried to

strengthen his position by emphasizing his descent from the goddess.

Octavius, in becoming “Julius Caesar” by the latterʼs adoption, could claim

to his own descent from the goddess. Octaviusʼ establishment as the

absolute ruler of the state also established the credibility of Julius Caesarʼs

descent from Venus and the guardianship of this goddess over the state of

Rome.

During the Roman imperial period, the power of the emperor and that

of the state were indistinguishable ; this was also true during the time of

Emperor Hadrian, who acquired the names of “Caesar” and “Augustus.” An

interesting legacy of this indistinguishability is the Temple of Venus and

Roma for the worship of both his ancestors and the Roman state.
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な
か
で
は
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
て
︑
そ
れ
と
の
差
が
あ
ま
り

に
大
き
い
の
で
あ
る
︒

﹃
神
曲
﹄
は
︑
周
知
の
と
お
り
︑
著
者
の
ダ
ン
テ
自
身
が
︑
生
き
身
の
ま
ま
地
獄
・
煉
獄
・
天
国
を
め
ぐ
っ
た
体
験
を
報
告
す
る

体
裁
を
取
っ
て
お
り
︑
地
獄
と
煉
獄
の
案
内
人
を
務
め
る
の
が
ウ
ェ
ル
ギ
ー
リ
ウ
ス
で
あ
る
︒

ダ
ン
テ
が
ウ
ェ
ル
ギ
ー
リ
ウ
ス
を
案
内
人
に
仕
立
て
た
理
由
は
︑
あ
き
ら
か
に
ふ
た
つ
あ
る
︒
理
由
の
ひ
と
つ
は
︑
こ
の
先
輩
詩

人
と
そ
の
作
品
﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
と
に
対
す
る
敬
愛
の
深
さ
で
あ
る
︒﹃
神
曲
﹄
の
冒
頭
で
︑
語
り
手
ダ
ン
テ
は
︑
ウ
ェ
ル
ギ
ー

リ
ウ
ス
の
霊
魂
に
出
会
っ
て
︑
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
︒

あ
な
た
は
︑
あ
の
ウ
ェ
ル
ギ
ー
リ
ウ
ス
︑
言
語
の
大
河
の
源
と
な
ら
れ
た
あ
の
お
方
な
の
で
す
か
︒
⁝
︿
中
略
﹀
⁝
す
べ
て
の

詩
人
の
誉
れ
と
光
で
あ
る
お
方
︑
わ
た
く
し
が
ご
著
書
﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
を
長
年
研
究
・
愛
読
し
て
き
た
こ
と
を
ど
う
ぞ
ご

考
慮
く
だ
さ
い
︒
あ
な
た
は
︑
わ
た
く
し
の
師
︑
わ
た
く
し
の
手
本
で
す
︒
わ
た
く
し
の
栄
誉
で
あ
る
美
し
い
文
体
も
︑
す
べ

て
あ
な
た
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
す
︹D

an
te,
In
fern
o,
I,
ll.
79-87

︺︒

ダ
ン
テ
が
ウ
ェ
ル
ギ
ー
リ
ウ
ス
を
案
内
人
に
仕
立
て
た
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
も
明
白
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
ウ
ェ
ル
ギ
ー
リ
ウ
ス
が

す
で
に
﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
の
な
か
で
︵
第
六
書
︶︑
主
人
公
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
に
生
き
身
の
ま
ま
死
者
た
ち
の
居
る
地
中
の
世
界
を
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探
訪
さ
せ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
は
︑
亡
父
に
会
う
た
め
に
︑
巫
女
シ
ビ
ル
を
案
内
人
と
し
て
冥
界
へ
下
り
︑
悪
事

を
働
い
た
者
た
ち
が
罰
せ
ら
れ
て
い
る
タ
ル
タ
ロ
ス
や
︑
善
良
な
亡
霊
た
ち
が
転
成
を
待
つ
エ
リ
シ
ウ
ム
を
巡
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑

ウ
ェ
ル
ギ
ー
リ
ウ
ス
は
︑
自
身
に
は
既
知
の
場
所
へ
ダ
ン
テ
を
案
内
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
の
こ
の
冥
界
廻
り
に
つ
い
て
は
︑
細
部
も
﹃
神
曲
﹄
の
な
か
で
活
か
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
ど
ち

ら
の
作
品
で
も
︑
冥
界
へ
行
く
に
は
ス
テ
ュ
ク
ス
川
を
渡
る
の
で
あ
る
し
︑
川
は
船
頭
カ
ロ
ン
の
操
る
小
舟
に
よ
っ
て
渡
る
の
で
あ

る
︵﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
第
六
書
︑
三
八
四
～
四
一
六
行
︑﹃
神
曲
﹄
地
獄
_
︑
七
〇
～
一
二
九
行
︶︒
そ
し
て
︑
冥
界
で
父
親
に
出

会
っ
た
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
は
三
度
︑
父
親
の
首
を
抱
こ
う
と
し
て
︑
三
度
と
も
空
を
つ
か
ん
で
し
ま
っ
た
が
︵﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
第

六
書
︑
六
九
九
～
七
〇
二
行
︶︑
そ
れ
と
同
様
に
︑﹃
神
曲
﹄
の
煉
獄
で
親
友
と
出
会
っ
た
語
り
手
は
︑
三
度
相
手
の
背
中
に
両
手
を

回
そ
う
と
し
て
︑
三
度
と
も
自
分
の
胸
を
抱
い
て
し
ま
う
︵﹃
煉
獄
_
﹄
第
二
歌
︑
七
六
～
八
一
行
︶︒

し
か
し
︑
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
扱
い
方
に
注
目
し
な
が
ら
﹃
神
曲
﹄
の
記
述
を
見
る
と
︑﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
を
長
年
研
究
・
愛

読
し
て
き
た
作
者
に
よ
る
も
の
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
異
な
っ
て
い
て
驚
か
さ
れ
る
︒﹃
神
曲
﹄
の
な
か
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
へ
の
言
及
は

わ
ず
か
に
三
箇
所
し
か
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
軽
微
で
あ
る
︒

第
一
に
︑
煉
獄
の
険
し
い
山
を
登
っ
て
き
た
語
り
手
ダ
ン
テ
は
︑
情
欲
の
罪
を
清
め
て
い
る
魂
た
ち
が
︑﹁
女
神
デ
ィ
ア
ナ
は
森

に
留
ま
り
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
毒
を
受
け
た
ニ
ン
フ
の
ヘ
リ
ケ
を
放
逐
し
た
﹂
と
唱
え
る
の
を
耳
に
す
る
︵﹁
煉
獄
_
﹂
第
二
五
歌
︒

一
三
〇
～
一
三
二
行
︶︒
こ
れ
は
︑
配
下
の
ニ
ン
フ
が
ユ
ピ
テ
ル
神
の
誘
惑
に
よ
り
純
潔
を
失
っ
た
の
を
女
神
デ
ィ
ア
ナ
が
罰
し
た

こ
と
を
称
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
情
欲
を
か
き
た
て
る
存
在
と
し
て
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
へ
の
軽
微
で
批
判
的
な
言
及
で
あ
る
︒

第
二
に
︑
煉
獄
の
山
を
登
り
詰
め
︑
エ
デ
ン
の
園
に
入
っ
た
語
り
手
は
︑
歌
を
歌
い
花
を
摘
み
な
が
ら
や
っ
て
く
る
婦
人
を
見
る
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︵﹁
煉
獄
_
﹂
第
二
八
歌
︶︒
そ
の
婦
人
の
眼
の
輝
き
を
︑
語
り
手
は
︑﹁
あ
ろ
う
こ
と
か
息
子
ク
ピ
ド
の
矢
に
射
ら
れ
た
と
き
の
ヴ
ィ

ー
ナ
ス
の
睫
毛
の
下
で
も
︑
こ
れ
ほ
ど
の
眼
の
輝
き
が
見
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
﹂
と
例
え
る
︹
同
︑
六
四
～
六
六
行
︺︒
こ
れ
は
︑

ク
ピ
ド
が
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
口
づ
け
し
た
際
に
︑
F

え
び
ら

に
入
れ
て
い
た
矢
の
穂
先
が
当
た
り
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
ア
ド
ー
ニ
ス
へ
の
恋
情
を

抱
く
こ
と
に
な
っ
た
出
来
事
へ
の
言
及
で
あ
る
︒
こ
の
例
え
は
︑
読
者
に
︑
恋
を
し
た
女
神
の
眼
の
輝
き
の
強
さ
を
引
き
合
い
に
出

し
︑
そ
れ
に
も
勝
る
輝
き
を
想
像
さ
せ
て
巧
み
だ
が
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
つ
い
て
は
︑
伝
承
さ
れ
て
き
た
逸
話
の
ひ
と
つ
を
軽
く
利
用

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒

第
三
は
︑﹁
天
国
_
﹂
第
八
歌
に
見
ら
れ
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
星
︑
す
な
わ
ち
金
星
へ
の
言
及
で
あ
る
︒

世
界
の
人
々
は
︑
危
険
な
こ
と
に
︑
昔
は
︑
キ
プ
ロ
ス
生
ま
れ
の
美
し
い
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
天
の
第
三
周
転
円
を
回
転
す
る

と
︑
愚
か
な
愛
の
光
を
発
す
る
と
信
じ
︑
古
代
の
過
誤
の
な
か
に
い
た
人
々
は
︑
敬
し
て
犠
牲
を
捧
げ
︑
奉
献
の
叫
び
を
あ
げ

た
ば
か
り
か
︑
デ
ィ
オ
ー
ネ
に
は
女
神
の
母
と
し
て
︑
ク
ピ
ド
に
は
女
神
の
息
子
と
し
て
敬
意
を
表
し
た
︵D

an
te,

P
a
ra
d
iso,
V
III,
ll.
1-8

︶︒

こ
こ
で
ダ
ン
テ
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
︑
古
代
異
教
の
占
星
術
に
見
ら
れ
た
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
＝
金
星
へ
の
態
度
を
批
判
的
に

取
り
上
げ
る
と
と
も
に
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
唱
え
る
愛
と
は
異
質
の
劣
悪
な
愛
＝
情
欲
を
批
判
し
て
い
る
︒

ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄
の
な
か
に
見
ら
れ
る
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
へ
の
言
及
は
︑
以
上
の
三
箇
所
だ
け
で
あ
り
︑
全
体
で
百
歌
︑
一
四
︑

二
三
三
行
か
ら
な
る
長
編
詩
の
な
か
で
は
︑
扱
い
が
い
か
に
も
軽
い
︒
ま
た
︑
右
の
第
二
の
言
及
は
﹁
美
の
女
神
﹂
と
し
て
の
ヴ
ィ
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ー
ナ
ス
に
関
わ
り
︑
第
三
の
言
及
も
﹁
美
の
女
神
﹂
と
し
て
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
軽
く
ふ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
へ
言
及

す
る
際
の
ダ
ン
テ
の
主
眼
は
︑
偽
り
の
﹁
愛
﹂
＝
情
欲
を
か
き
た
て
る
存
在
へ
の
批
判
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
が
︑
ダ
ン
テ
が
師
と
あ
お
い
だ
ウ
ェ
ル
ギ
ー
リ
ウ
ス
の
﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
の
な
か
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
︑
扱
い
の
軽
重
の

点
で
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
た
し
︑
情
欲
を
か
き
立
て
る
存
在
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
も
扱
い
が
異
な
っ
て
い
た
し
︑
さ
ら
に
︑

﹃
神
曲
﹄
で
は
ま
っ
た
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
側
面
が
前
面
に
出
さ
れ
て
い
た
︒

そ
も
そ
も
︑﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
の
全
一
二
書
︑
九
︑
八
九
六
行
の
な
か
に
は
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
へ
の
言
及
が
五
三
箇
所
も
あ
り
︑

﹃
神
曲
﹄
の
三
箇
所
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
か
っ
た
︒
し
か
も
﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
に
お
け
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
へ
の
言
及

の
多
さ
は
︑
そ
の
ま
ま
作
品
に
お
け
る
こ
の
女
神
の
役
割
の
重
要
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
た
︒

﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
の
な
か
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
役
割
は
︑
息
子
の
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
を
守
り
︑
助
力
を
与
え
︑
ロ
ー
マ
を
建
国
さ
せ

る
こ
と
で
あ
る
︒﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
は
︑
ギ
リ
シ
ア
連
合
軍
の
攻
撃
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
都
市
ト
ロ
イ
ア
の
将
軍
ア
エ
ネ
ー
ア

ス
が
︑
家
族
と
守
護
神
を
守
り
な
が
ら
︑
部
下
た
ち
を
連
れ
て
落
ち
の
び
︑
三
種
の
苦
難

︱
海
難
︑
女
難
︑
激
戦

︱
を
乗
り
越

え
て
︑
の
ち
の
都
市
国
家
・
帝
国
ロ
ー
マ
の
礎
と
な
る
ま
で
を
物
語
る
︒
こ
の
叙
事
詩
の
な
か
で
︑
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
︑
ト
ロ
イ

ア
の
将
軍
ア
ン
キ
ー
セ
ス
と
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
子
供
で
あ
る
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
を
終
始
︑
守
り
助
け
つ
づ
け
る
︒
そ
れ
は
表
面
的

に
は
愛
情
深
い
母
親
と
し
て
の
行
動
だ
が
︑
重
要
な
の
は
︑
そ
の
行
動
が
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
に
与
え
ら
れ
た
ロ
ー
マ
建
国
と
い
う
使
命

と
運
命
の
実
現
を
可
能
に
す
る
た
め
に
必
須
の
も
の
だ
と
い
う
点
で
あ
る
︒

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
︑
ま
ず
︑
ト
ロ
イ
ア
陥
落
に
際
し
て
︑
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
と
そ
の
家
族
を
救
う
︵
第
二
書
︶︒
ト
ロ
イ
ア
の
町
が
ギ

リ
シ
ア
軍
に
攻
め
込
ま
れ
︑
猛
火
に
包
ま
れ
︑
陥
落
寸
前
の
状
態
と
な
っ
た
な
か
で
︑
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
は
ヘ
レ
ネ
ー
が
町
を
逃
れ
よ
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う
と
し
て
い
る
の
を
見
か
け
︑
怒
り
に
駆
ら
れ
︑
殺
そ
う
と
す
る
︵
第
二
書
︑
五
六
七
～
五
八
七
行
︶︒
こ
の
大
戦
争
は
︑
ト
ロ
イ

ア
の
王
子
パ
リ
ス
が
︑
ス
パ
ル
タ
王
妃
の
ヘ
レ
ネ
ー
を
ト
ロ
イ
ア
に
連
れ
て
き
て
妻
と
し
た
こ
と
が
原
因
で
生
じ
た
も
の
だ
っ
た
か

ら
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
が
ヘ
レ
ネ
ー
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
と
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
姿
を
現
し
︑
そ
の
よ
う
な
愚
行

を
思
い
と
ど
ま
り
家
族
を
守
る
よ
う
言
い
聞
か
せ
る
︒
さ
ら
に
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
︑
ギ
リ
シ
ア
軍
に
襲
わ
れ
た
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
の
家

族
を
自
分
が
守
っ
た
こ
と
を
告
げ
る
ば
か
り
で
な
く
︑
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
を
先
導
し
︑
街
中
で
破
壊
と
殺
戮
を
つ
づ
け
る
ギ
リ
シ
ア
軍

か
ら
危
害
を
与
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
守
り
な
が
ら
︑
家
族
の
い
る
家
ま
で
案
内
す
る
の
で
あ
る
︵
同
︑
五
八
八
～
六
三
三
行
︶︒

ト
ロ
イ
ア
を
落
ち
延
び
た
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
一
行
の
船
団
が
嵐
に
遭
遇
し
︑
北
ア
フ
リ
カ
の
カ
ル
タ
ゴ
に
漂
着
し
た
と
き
に
も
︑

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
姿
を
現
す
︵
第
一
書
︑
三
一
四
行
︶︒
女
神
は
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
に
︑
漂
着
し
た
場
所
が
ど
こ
で
あ
る
の
か
︑
支
配
者

の
女
王
デ
ィ
ー
ド
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
を
教
え
︑
デ
ィ
ー
ド
の
宮
殿
に
向
か
う
よ
う
指
示
す
る
︒
そ
し
て
︑
進
む
べ
き
道

を
示
す
と
と
も
に
︑
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
一
行
の
安
全
の
た
め
に
︑
姿
が
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
厚
い
雲
で
覆
っ
て
や
る
︹
三
三
五
～
四
四

〇
行
︺︒

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
︑
ま
た
︑
敵
対
す
る
女
神
ユ
ー
ノ
の
企
み
︑
す
な
わ
ち
︑
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
を
恋
し
た
デ
ィ
ー
ド
に
ア
エ
ネ
ー
ア
ス

と
肉
体
関
係
を
結
ば
せ
る
の
を
許
す
が
︵
第
四
書
︑
九
〇
～
一
二
八
行
︶︑
そ
れ
は
異
郷
カ
ル
タ
ゴ
に
来
た
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
が
そ
こ

で
安
全
に
過
ご
せ
る
よ
う
に
す
る
た
め
だ
っ
た
︒
ユ
ー
ノ
の
方
は
︑
終
始
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
の
使
命
・
運
命
で
あ
る
ロ
ー
マ
建
国
を
阻

も
う
と
す
る
存
在
で
あ
り
︑
こ
の
と
き
も
︑
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
と
デ
ィ
ー
ド
を
深
い
仲
に
し
て
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
の
イ
タ
リ
ア
行
き
を
阻

も
う
と
し
た
︒
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
を
守
ろ
う
と
す
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
︑
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
の
邪
魔
を
し
よ
う
と
す
る
デ
ィ
ー
ド
の
利
害
が

こ
の
と
き
暫
時
一
致
し
た
の
で
あ
る
︒
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さ
ら
に
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
︑
海
を
支
配
す
る
神
ネ
プ
ト
ゥ
ー
ヌ
ス
を
説
得
し
て
︑
シ
チ
リ
ア
島
か
ら
イ
タ
リ
ア
へ
向
か
う
ア
エ
ネ
ー

ア
ス
一
行
の
航
行
の
安
全
を
確
保
す
る
︵
第
五
書
︑
七
七
九
～
八
二
六
行
︶︒

ア
エ
ネ
ー
ア
ス
一
行
が
イ
タ
リ
ア
に
到
着
し
︑
現
地
勢
力
と
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
︑
夫
婦
仲
が
良
く
な

い
が
優
秀
な
鍛
冶
職
人
で
あ
る
ウ
ォ
ル
カ
ー
ヌ
ス
を
肉
体
的
に
悦
ば
せ
︑
頼
み
込
ん
で
︑
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
の
た
め
に
貫
通
不
可
能
な

巨
大
な
盾
を
作
成
さ
せ
る
︵
第
八
書
︑
三
七
〇
～
四
五
三
行
︶︒

イ
タ
リ
ア
現
地
軍
と
の
戦
闘
で
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
が
投
げ
槍
に
よ
っ
て
負
傷
し
︑
医
師
が
槍
の
穂
先
を
抜
き
取
る
こ
と
に
も
傷
の
治

療
に
も
難
渋
す
る
ば
か
り
か
︑
敵
軍
が
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
の
陣
地
に
迫
る
状
況
に
な
っ
た
と
き
に
も
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
重
要
な
助
け
を

与
え
る
︵
第
一
二
書
︶︒
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
︑
遠
く
離
れ
た
ク
レ
タ
島
の
山
中
か
ら
︑
刺
し
傷
に
効
力
の
あ
る
薬
草
を
採
っ
て
来
て
︑

そ
れ
を
水
盤
に
入
れ
︑
ア
ン
ブ
ロ
ー
シ
ア
と
万
能
薬
と
に
混
ぜ
る
︒
こ
の
水
盤
の
水
で
洗
う
と
︑
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
に
刺
さ
っ
た
槍
の

穂
先
は
抜
け
落
ち
︑
傷
も
た
ち
ど
こ
ろ
に
癒
え
︑
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
は
元
気
を
回
復
し
て
戦
場
に
復
帰
す
る
︵
同
︑
四
一
一
～
四
四
〇

行
︶︒こ

う
し
て
︑
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
と
そ
の
一
行
は
︑
陥
落
す
る
ト
ロ
イ
ア
を
落
ち
延
び
る
段
階
か
ら
︑
イ
タ
リ
ア
の
戦
場
で
の
勝
利
ま

で
︑
要
所
要
所
で
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
助
力
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
︑
難
境
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
︒
つ
ま
り
は
︑
ア
エ
ネ
ー
ア
ス

は
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
助
け
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
使
命
で
あ
る
ロ
ー
マ
建
国
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒
ウ
ェ
ル
ギ

ー
リ
ウ
ス
は
︑﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
全
編
を
通
じ
て
︑
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
の
守
り
神
と
し
て
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
︑
言
い
換
え
れ
ば
︑
ロ
ー

マ
建
国
の
功
労
者
と
し
て
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
描
い
て
い
た
と
い
え
る
︒

ウ
ェ
ル
ギ
ー
リ
ウ
ス
を
師
と
仰
い
だ
ダ
ン
テ
の
﹃
神
曲
﹄
か
ら
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
姿
が
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
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そ
し
て
ロ
ー
マ
建
国
の
功
労
者
と
い
う
側
面
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
わ
れ
わ
れ
は
驚
く
べ
き
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑

そ
の
背
景
と
し
て
︑
ダ
ン
テ
の
時
代
ま
で
の
キ
リ
ス
ト
教
社
会
が
︑
そ
れ
ほ
ど
ま
で
徹
底
的
に
異
教
の
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
存
在
を

抑
圧
し
て
い
た
こ
と
に
︑
あ
ら
た
め
て
驚
い
て
よ
い
の
で
あ
る
︒

二

ロ
ー
マ
に
お
け
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
地
位
向
上
と
権
能
の
付
加

一
般
に
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
︑
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
女
神
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
︵’Α

φ
ρ
ο
δ
ίτη

;
A
p
h
ro
d
ite︶
と
同
一
の
存
在
と
見
な
さ

れ
が
ち
だ
が
︑
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
か
ら
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
至
る
あ
い
だ
に
変
質
が
生
じ
︑
重
要
な
権
能

も
付
加
さ
れ
た
︒

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
は
︑
美
し
い
け
れ
ど
も

︱
そ
し
て
多
く
の
場
合
は
美
し
い
ゆ
え
に

︱
や
っ
か
い
な
恋
情
を

引
き
起
こ
す
存
在
︑
ト
ラ
ブ
ル
メ
ー
カ
ー
︑
浮
気
者
︑
残
酷
な
存
在
︑
弱
虫
︑
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
を
伴
う
存
在
だ
っ

た
︒ヘ

シ
オ
ド
ス
︵’Η
σ
ιο
δ
ο
ς
;
H
esiod

,
8
cen
tu
ry
-7
cen
tu
ry
B
C

︶
の
﹃
神
統
記Θ

εο
γ
ο
ν
ία

;
T
h
eo
g
o
n
y﹄︵
前
七
〇
〇
年
頃
︶

の
な
か
で
は
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
は
﹁
娘
ら
し
い
お
し
ゃ
べ
り
︑
微
笑
︑
奸
計
︑
快
楽
︑
恋
情
︑
優
し
さ
﹂
を
特
徴
と
す
る
女
神
と
し

て
紹
介
さ
れ
て
い
た
︹
H
e
sio
d
,
T
h
eo
g
o
n
y
,
ll.
2
0
5
-
2
0
6︺︒﹁
奸
計
﹂
を
弄
す
る
否
定
的
な
側
面
と
︑﹁
恋
情
﹂
と
い
う
や
っ
か
い

な
情
熱
を
か
き
立
て
る
存
在
と
い
う
側
面
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒

ホ
メ
ー
ロ
ス
︵‘Ό

μ
η
ρ
ο
ς

;
H
o
m
e
r︶
の
作
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
﹃
イ
リ
ア
ス’Ιλ

ιά
ς

;
Ilia
d
﹄
と
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
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’Ο
δ
ύ
σ
σ
εια

;
O
d
y
ssey﹄︵
前
八
世
紀
頃
︶
に
つ
い
て
は
︑
第
一
に
︑
こ
れ
ら
二
作
を
意
識
し
な
が
ら
書
か
れ
た
ウ
ェ
ル
ギ
ー
リ
ウ

ス
の
﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
の
場
合
と
比
べ
て
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ≒

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
へ
の
言
及
が
か
な
り
少
な
い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
だ

ろ
う
︒﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
で
は
︑
す
で
に
見
た
と
お
り
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
へ
の
言
及
が
五
三
回
な
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
ア
フ
ロ

デ
ィ
テ
へ
の
言
及
は
︑﹃
イ
リ
ア
ス
﹄︵
全
二
四
巻
︑
一
五
︑
六
九
三
行
中
︶
で
は
三
〇
回
︑﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
で
は
わ
ず
か

︵
二
四
巻
︑
一
二
︑
一
〇
九
行
中
︶
一
四
回
に
過
ぎ
な
か
っ
た
︒
と
り
わ
け
﹃
イ
リ
ア
ス
﹄
の
場
合
に
は
︑﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
の

一
・
五
倍
の
行
数
の
な
か
で
の
言
及
の
少
な
さ
で
あ
る
︒
し
か
も
︑﹃
イ
リ
ア
ス
﹄
と
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
に
お
け
る
言
及
の
多

く
は
︑
女
性
の
美
し
さ
を
こ
の
女
神
に
例
え
る
目
的
で
使
わ
れ
て
い
た
︒

作
品
の
な
か
で
直
接
的
に
言
及
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑﹃
イ
リ
ア
ス
﹄
と
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
の
背
景
と
し
て
は
︑
ト
ラ

ブ
ル
メ
ー
カ
ー
と
し
て
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
お
そ
ら
く
何
よ
り
も
重
要
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
ト
ロ
イ
ア
戦
争
と
い
う
ギ

リ
シ
ア
と
ア
ジ
ア
と
の
あ
い
だ
の
大
戦
争
は
︑
そ
も
そ
も
︑
ヘ
ラ
︑
ア
テ
ネ
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
と
い
う
三
女
神
の
あ
い
だ
で
美
を

競
っ
た
際
に
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
が
審
判
役
の
ト
ロ
イ
ア
人
パ
リ
ス
に
︑
賄
賂
と
し
て
︑
自
分
を
選
ぶ
見
返
り
に
世
界
一
の
美
女
ヘ
レ

ネ
ー
を
与
え
る
と
約
束
し
︑
最
高
の
美
神
に
選
ば
れ
る
と
︑
約
束
ど
お
り
︑
す
で
に
ス
パ
ル
タ
王
の
后
だ
っ
た
ヘ
レ
ネ
ー
を
与
え
た

た
め
に
生
じ
た
戦
争
だ
っ
た
︒
后
と
財
宝
を
奪
わ
れ
激
怒
し
た
ス
パ
ル
タ
王
が
ギ
リ
シ
ア
連
合
軍
を
結
成
し
て
ト
ロ
イ
ア
を
攻
撃
し
︑

后
と
持
ち
去
ら
れ
た
財
宝
を
奪
還
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
元
を
た
ど
れ
ば
︑
こ
の
戦
争
は
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
の
﹁
奸
計
﹂
を
淵
源

と
し
て
生
じ
た
も
の
だ
っ
た
︒
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
指
摘
し
た
と
お
り
に
︑
こ
の
女
神
は
﹁
奸
計
﹂
を
発
揮
し
た
の
で
あ
る
︒

し
か
も
︑﹃
イ
リ
ア
ス
﹄
と
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
の
な
か
で
語
ら
れ
る
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
の
行
動
に
注
目
し
て
み
る
と
︑
戦
場
で

負
傷
し
た
息
子
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
を
守
り
な
が
ら
待
避
さ
せ
る
の
を
除
け
ば
︵﹃
イ
リ
ア
ス
﹄
第
五
書
︑
三
一
一
～
三
一
七
行
︶︑
全
体
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的
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
描
き
方
に
な
っ
て
お
り
︑﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
の
よ
う
に
肯
定
的
で
は
な
い
︒

﹃
イ
リ
ア
ス
﹄
の
第
三
書
の
な
か
で
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
は
︑
パ
リ
ス
が
戦
場
で
ヘ
レ
ネ
ー
の
元
夫
メ
ネ
ラ
ー
オ
ス
と
一
騎
打
ち
を

し
て
負
け
そ
う
な
と
こ
ろ
を
助
け
︑
靄
で
隠
し
て
市
内
の
宮
殿
ま
で
待
避
さ
せ
る
︵
第
三
書
︑
三
六
九
～
三
八
二
行
︶︒
さ
ら
に
ア

フ
ロ
デ
ィ
テ
は
︑
市
壁
の
上
に
い
た
ヘ
レ
ネ
ー
を
無
理
矢
理
パ
リ
ス
の
休
息
し
て
い
る
ベ
ッ
ド
へ
行
か
せ
る
︵
同
︑
三
八
三
～
四
四

七
行
︶︒
パ
リ
ス
は
た
し
か
に
一
旦
は
命
拾
い
を
す
る
け
れ
ど
も
︑
結
果
と
し
て
は
︑
戦
闘
中
の
敵
前
逃
亡
と
性
行
為
と
に
よ
っ
て
︑

ヘ
レ
ネ
ー
と
と
も
に
︑
ま
す
ま
す
ト
ロ
イ
ア
市
民
か
ら
憎
悪
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

注
目
す
べ
き
こ
と
に
︑
右
の
場
面
の
ヘ
レ
ネ
ー
に
は
︑
パ
リ
ス
の
と
こ
ろ
へ
行
く
の
を
嫌
が
っ
た
り
︑
パ
リ
ス
の
高
言
と
臆
病
を

な
じ
っ
た
り
す
る
な
ど
︑
夫
の
も
と
か
ら
駆
け
落
ち
し
た
こ
ろ
の
熱
愛
か
ら
は
冷
め
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
︒
こ
の
場
面
に
つ
い
て

は
︑﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
の
第
四
書
を
併
せ
読
む
べ
き
だ
ろ
う
︒
そ
こ
で
は
︑
ト
ロ
イ
ア
戦
の
数
年
後
︑
夫
の
も
と
に
帰
っ
て
い

る
ヘ
レ
ネ
ー
が

︱
そ
の
環
境
で
は
︑
あ
る
意
味
で
当
然
な
が
ら

︱
か
つ
て
の
パ
リ
ス
と
の
駆
け
落
ち
と
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
の
関
与

と
に
つ
い
て
否
定
的
に
語
る
︒

ト
ロ
イ
ア
の
女
た
ち
は
大
き
な
泣
声
を
あ
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
わ
た
し
は
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
し
た
︒
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
が
︑

わ
た
し
を
大
切
な
生
ま
れ
故
郷
か
ら
あ
の
町
に
連
れ
て
行
き
︑
わ
た
し
の
子
供
や
︑
夫
婦
の
閨
︑
知
恵
に
も
風
貌
に
も
欠
点
の

な
い
夫
を
捨
て
さ
せ
た
こ
と
を
苦
痛
に
思
っ
て
お
り
ま
し
た
︹
T
h
e
O
d
y
ssey
,
iv
,
ll.
2
5
7
-
2
6
4︺︒

﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
の
な
か
で
は
︵
第
八
書
︶︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
に
つ
い
て
︑
夫
の
ヘ
フ
ァ
イ
ス
ト
ス
に
浮
気
が
ば
れ
た
と
き
の
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成
り
行
き
も
物
語
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
が
夫
の
眼
を
盗
ん
で
軍
神
ア
レ
ス
と
情
交
を
重
ね
て
い
る
の
に
気
づ
い
た

太
陽
神
ヘ
リ
オ
ス
が
そ
れ
を
夫
に
知
ら
せ
た
こ
と
︑
夫
は
︑
鍛
冶
の
高
度
な
技
術
を
使
っ
て
青
銅
製
の
眼
に
見
え
な
い
ほ
ど
細
か
な

網
を
作
り
︑
そ
れ
を
自
宅
の
ベ
ッ
ド
に
仕
掛
け
た
こ
と
︑
そ
う
と
は
知
ら
ず
に
抱
き
合
っ
た
ア
レ
ス
と
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
を
絡
め
取
り
︑

神
々
を
呼
ん
で
︑
ふ
た
り
を
笑
い
も
の
に
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
︵
同
︑
二
六
六
～
三
三
四
行
︶︒
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
に
つ
い
て
は
︑

浮
気
者
と
し
て
の
側
面
も
注
目
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

﹃
イ
リ
ア
ス
﹄︵
第
五
巻
︑
三
一
八
～
三
八
〇
行
︶
は
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
が
︑
戦
場
で
人
間
の
男
の
槍
で
手
首
に
傷
を
う
け
る
と
︑

母
親
に
泣
き
つ
く
弱
虫
の
側
面
を
描
い
て
い
る
︒

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
︑
注
目
す
べ
き
こ
と
に
︑
エ
ウ
リ
ー
ピ
デ
ス
︵Ε

ύ
ρ
ιπ
ίδ
η
ς

;
E
u
rip
id
e
s,
c
.
4
8
0
-
c
.
4
0
6
B
C
︶
の
戯
曲

﹃
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト
ス

Ἱπ
π
ό
λ
υ
το
ς

;
H
y
p
p
o
ly
to
s﹄︵
前
四
二
八
︶
は
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
が
︑
自
分
を
崇
拝
し
な
い
若
者
を
︑
奸
計
を

弄
し
て
殺
害
さ
せ
る
残
酷
な
存
在
と
し
て
描
い
て
い
た
︒

ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
ろ
の
ギ
リ
シ
ア
世
界
で
は
︑
こ
の
女
神
は
あ
ま
り
存
在
感
が
大
き
く
な
く
︑
し
か
も
︑
か
な

り
否
定
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

し
か
し
ロ
ー
マ
が
建
国
さ
れ
て
数
百
年
が
経
過
す
る
こ
ろ
か
ら
︑﹁
ウ
ェ
ヌ
ス
︵
＝
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
︶﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
の
女
神
の
存
在
感
が
増
し
て
い
っ
た
︒

史
家
リ
ウ
ィ
ウ
ス
︵T

itu
s
L
iv
iu
s
;
L
iv
y
,
64/59

B
C
-A
D
12/17

︶
は
︑
前
二
九
五
年
に
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
神
殿
が
︑
ロ
ー
マ

市
内
の
大
競
技
場
の
近
く
に
建
設
さ
れ
た
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
公
に
不
倫
の
罪
に
問
わ
れ
た
既
婚
婦
人
た
ち
が
支
払
っ

た
罰
金
を
集
め
て
建
て
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
︹L

iv
y
,
X
.
x
x
x
i,
9

︺︒﹁
ウ
ェ
ヌ
ス
・
オ
ブ
セ
ク
エ
ン
ス
︵
寛
容
な
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
︶
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の
神
殿
A
e
d
e
s
V
e
n
e
ris
O
b
se
q
u
e
n
tis
;T
e
m
p
le
o
f
V
e
n
u
s
O
b
se
q
u
e
n
s﹂
と
称
さ
れ
る
も
の
だ
が
︑
建
設
の
縁
起
か
ら
見
て
︑

性
愛
と
浮
気
の
女
神
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
の
特
徴
を
継
承
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
リ
ウ
ィ
ウ
ス
が
前
二
一
七
年
お
よ
び
二
一

五
年
の
出
来
事
と
し
て
記
述
す
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
神
殿
は
︑
右
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
神
殿
と
は
大
き
く
性
格
を
異
に
し
て
い
る
︒

こ
の
神
殿
は
︑﹁
ウ
ェ
ヌ
ス
・
エ
リ
ュ
キ
ー
ナ
︵
エ
リ
ュ
ク
ス
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
︶
の
神
殿
A
e
d
e
s
V
e
n
e
ris
E
ry
c
in
a
e
;
T
e
m
p
le

o
f
V
e
n
u
s
E
ry
c
in
a﹂
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
エ
リ
ュ
ク
ス
は
シ
チ
リ
ア
島
の
北
西
岸
の
町
で
︑
そ
こ
に
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
神
殿

が
あ
っ
た
︒
前
二
一
七
年
︑
ロ
ー
マ
が
︑
イ
タ
リ
ア
半
島
に
侵
入
し
て
き
た
ハ
ン
ニ
バ
ル
率
い
る
カ
ル
タ
ゴ
軍
に
大
敗
を
喫
し
て
存

亡
の
危
機
に
陥
っ
た
と
き
に
建
設
を
約
束
し
た
神
殿
の
ひ
と
つ
が
︑
こ
の
エ
リ
ュ
ク
ス
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
捧
げ
る
神
殿
で
あ
る

︹L
iv
y
,
X
X
II,
ix
.
9-x
.
10

︺︒
神
殿
は
︑
そ
の
二
年
後
に
︑
宣
誓
ど
お
り
︑
ロ
ー
マ
中
心
地
区
の
カ
ピ
ト
ル
の
丘
の
上
に
建
て
ら
れ

た
︹L

iv
y
,X
X
III,x

x
x
i.9

︺︒
こ
の
﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
神
殿
﹂
は
ロ
ー
マ
の
指
導
者
た
ち
が
国
家
の
守
護
を
祈
願
し
︑
そ
れ
が
実
現

し
た
ゆ
え
に
建
て
た
も
の
で
︑﹁
ウ
ェ
ヌ
ス
・
オ
ブ
セ
ク
エ
ン
ス
︵
寛
容
な
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
︶
の
神
殿
﹂
と
は
性
格
が
異
な
り
︑

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
国
家
の
守
護
神
と
し
て
の
新
た
な
権
能
を
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

リ
ウ
ィ
ウ
ス
も
ふ
れ
る
し
︑
別
の
史
家
カ
ッ
シ
ウ
ス
・
デ
ィ
オ
︵
C
a
ssiu
s
D
io
,
c
.
A
D
1
5
5
-
2
3
5︶
も
特
筆
す
る
の
が
︑
前
四
六

年
に
献
堂
さ
れ
た
も
う
ひ
と
つ
の
﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
神
殿
﹂︑
す
な
わ
ち
︑﹁
ウ
ェ
ヌ
ス
・
ゲ
ネ
ト
リ
ク
ス
︵
母
な
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
︶

の
神
殿
﹂
だ
が
︑
こ
の
神
殿
に
つ
い
て
は
︑
の
ち
に
詳
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
︒
と
り
あ
え
ず
は
︑
ロ
ー
マ
市
中
に
さ
ら
に

も
う
ひ
と
つ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
神
殿
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
だ
け
に
注
目
し
て
お
こ
う
︒

で
は
︑
ロ
ー
マ
時
代
の
文
章
の
な
か
で
は
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
ど
の
よ
う
に
描
き
出
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
︒
哲
学
者
ル
ク
レ
ー
テ
ィ

ウ
ス
︵T

itu
s
L
u
cretiu

s
C
aru
s,
c.
99-c.

55
B
C

︶
は
︑﹃
事
物
の
本
質
に
つ
い
て
D
e
R
eru
m

N
a
tu
ra﹄︵
前
一
世
紀
︶
の
な
か
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で
︑
こ
の
女
神
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
称
え
た
︒

ア
エ
ネ
ー
ア
ス
と
そ
の
子
孫
た
ち
を
産
み
︑
人
々
と
神
々
の
喜
び
で
あ
る
︑
養
い
の
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
︑
空
を
滑
り
ゆ
く
天

宮
の
も
と
︑
船
舶
の
}
れ
る
海
と
作
物
の
実
る
大
地
を
満
た
す
女
神
︑
命
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
貴
女
に
よ
っ
て
懐
胎
さ
れ
︑

成
長
し
て
太
陽
の
光
を
見
る
︒
強
風
は
貴
女
か
ら
逃
げ
去
り
︑
暗
雲
も
貴
女
が
来
れ
ば
逃
げ
去
る
︒
生
成
に
巧
み
な
大
地
は
貴

女
の
た
め
に
快
い
花
々
を
生
え
出
し
︑
貴
女
に
は
広
が
る
海
も
微
笑
み
︑
天
も
穏
や
か
に
さ
れ
︑
光
を
広
く
輝
か
せ
る

︹L
u
cretiu

s,
I,
ll.
1-9

︺︒

こ
こ
で
は
︑
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
豊
穣
と
平
安
を
も
た
ら
す
存
在
と
し
て
提
示
さ
れ
て
お
り
︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
時
代
に
見
ら
れ
た
︑

や
っ
か
い
な
恋
情
を
引
き
起
こ
す
存
在
︑
ト
ラ
ブ
ル
メ
ー
カ
ー
︑
浮
気
者
︑
残
酷
な
存
在
︑
弱
虫
︑
と
い
っ
た
否
定
的
側
面
は
見
当

た
ら
な
い
︒
こ
の
肯
定
的
評
価
へ
の
変
化
の
根
本
的
原
因
は
︑
お
そ
ら
く
冒
頭
の
一
句
が
示
唆
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
ア
エ
ネ

ー
ア
ス
と
そ
の
子
孫
た
ち
を
産
み
﹂
と
い
う
箇
所
で
あ
る
︒
の
ち
に
ウ
ェ
ル
ギ
ー
リ
ウ
ス
が
﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
の
な
か
で
縷
説
し
︑

史
家
リ
ウ
ィ
ウ
ス
も
ふ
れ
る
伝
承
だ
が
︑
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
ロ
ー
マ
は
︑
ギ
リ
シ
ア
連
合
軍
に
よ
っ
て
滅
ば
さ
れ
た
都
市
ト
ロ
イ
ア

の
将
軍
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
が
礎
を
築
い
た
と
さ
れ
た
︒
伝
承
に
よ
れ
ば
︑
ま
た
︑
そ
の
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
は
︑
ト
ロ
イ
ア
人
ア
ン
キ
ー
セ

ス
と
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
の
あ
い
だ
に
で
き
た
男
子
だ
と
さ
れ
た
︒
い
い
か
え
れ
ば
︑
ロ
ー
マ
は
ト
ロ
イ
ア
を
再
興
し
た
都
市
な
の

で
あ
り
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
そ
の
始
祖
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
無
し
で
は
︑
そ
の
後
の
ロ
ー
マ
は
存
在
し
な
か
っ
た

こ
と
に
な
る
︒
ギ
リ
シ
ア
側
か
ら
語
ら
れ
た
物
語

︱
﹃
イ
リ
ア
ス
﹄
や
﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄

︱
の
な
か
で
は
否
定
的
に
描
か
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れ
た
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ≒

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
だ
が
︑
敵
対
し
た
ト
ロ
イ
ア
側
で
あ
る
ロ
ー
マ
か
ら
見
れ
ば
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
建
国
に
不
可
欠

な
存
在
と
し
て
肯
定
的
に
描
か
れ
て
当
然
だ
っ
た
︒

さ
ら
に
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
対
す
る
ル
ク
レ
ー
テ
ィ
ウ
ス
の
肯
定
的
評
価
の
背
後
に
は
︑
対
カ
ル
タ
ゴ
戦
に
よ
る
存
亡
の
危
機
に
際

し
て
ロ
ー
マ
を
守
護
し
て
く
れ
た
女
神
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
読
み
取
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒

ウ
ェ
ル
ギ
ー
リ
ウ
ス
の
﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
の
な
か
で
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
︑
ロ
ー
マ
建
国
の
助
け
手
と
し
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
役

割
を
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
前
節
で
述
べ
た
の
で
︑
繰
り
返
さ
な
い
︒

﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
と
と
も
に
古
典
期
ロ
ー
マ
を
代
表
す
る
文
学
作
品
で
あ
る
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
︵P

u
b
liu
s
O
v
id
iu
s
N
aso,
43

B
C
-A
D
17/18

︶
の
﹃
変
身
物
語

M
eta
m
o
rp
h
o
sen
lib
ri;
M
eta
m
o
rp
h
o
ses﹄︵
紀
元
後
八
年
︶
の
な
か
で
も
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
ひ

ん
ぱ
ん
に
登
場
し
て
︑
存
在
感
が
大
き
い
︒
こ
の
物
語
の
な
か
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
︑
一
面
で
は
︑
か
つ
て
の
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
の
特
徴

も
受
け
継
い
で
い
る
︒
そ
の
ひ
と
つ
が
︑﹃
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
﹄
の
な
か
で
も
す
で
に
語
ら
れ
た
軍
神
マ
ル
ス
︵
＝
ア
レ
ス
︶
と
夫

ウ
ォ
ル
カ
ー
ヌ
ス
︵
＝
ヘ
フ
ァ
イ
ス
ト
ス
︶
と
に
関
わ
る
浮
気
な
女
神
の
側
面
で
あ
る
︵
第
四
書
︑
一
六
七
～
一
八
九
行
︶︒
さ
ら

に
︑﹃
変
身
物
語
﹄
の
な
か
で
は
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
︑
事
件
後
︑
マ
ル
ス
と
の
浮
気
を
夫
に
告
げ
口
し
た
太
陽
神
を
恨
ん
で
仕
返
し

を
す
る
︒
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
︑
太
陽
神
に
ひ
と
り
の
ニ
ン
フ
を
恋
さ
せ
︑
太
陽
神
は
こ
の
ニ
ン
フ
と
情
交
し
︑
そ
れ
に
気
づ
い
た
ニ
ン

フ
の
姉
妹
に
よ
る
父
親
へ
の
告
げ
口
の
結
果
︑
父
親
が
ニ
ン
フ
を
生
き
埋
め
に
し
て
殺
し
て
し
ま
い
︑
太
陽
神
は
深
く
悲
し
む
の
で

あ
る
︵
同
︑
一
九
〇
～
二
五
五
行
︶︒
こ
の
逸
話
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
は
︑
残
酷
な
と
こ
ろ
も
あ
る
か
つ
て
の
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
の
特
徴

が
受
け
継
が
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
逸
話
の
な
か
の
仕
返
し
は
︑
エ
ウ
リ
ー
ピ
デ
ス
﹃
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト
ス
﹄
の
な
か
の
ア
フ
ロ

デ
ィ
テ
が
下
す
罰
ほ
ど
理
不
尽
な
も
の
で
は
な
い
︒

52



わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
︑﹃
変
身
物
語
﹄
の
な
か
で
語
ら
れ
る
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト
ス
の
物
語
に
は
︵
一
五
書
︑
四
九
七
～
五
四
六
行
︶︑

ア
フ
ロ
デ
ィ
テ≒

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
ま
っ
た
く
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
す
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
の
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト
ス
は
︑

﹁
父
親
の
信
じ
易
さ
と
悪
辣
な
継
母
の
欺
瞞
﹂
に
よ
っ
て
落
命
す
る
︵
四
九
七
～
四
九
八
行
︶︒
し
か
し
︑
エ
ウ
リ
ー
ピ
デ
ス
の

﹃
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト
ス
﹄
で
は
︑
継
母
の
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト
ス
へ
の
恋
情
自
体
が
︑
そ
も
そ
も
は
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
の
﹁
企
み
に
よ
り
激
し

い
恋
情
が
胸
を
捉
え
﹂
た
結
果
で
あ
っ
て
︹E

u
rip
id
es,
H
ip
p
o
ly
to
s,
ll.
27-28

︺︑
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
は
継
母
を
自
分
の
復
讐
の
道
具

と
し
て
利
用
し
た
の
だ
っ
た
︒﹃
変
身
物
語
﹄
の
作
者
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
は
︑
ヒ
ッ
ポ
リ
ュ
ト
ス
の
不
幸
な
死
の
話
か
ら
︑
お
そ
ら

く
は
意
図
的
に
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ≒

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
存
在
を
消
去
し
︑
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒

﹃
変
身
物
語
﹄
の
な
か
の
︑
こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
た
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
の
逸
話
に
見
ら
れ
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
つ
い
て
は
︵
第
一
〇
書
︶︑

む
し
ろ
恋
情
を
司
る
際
の
優
し
さ
が
目
立
っ
て
い
る
︒
キ
プ
ロ
ス
島
に
住
ん
だ
男
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
は
︑
売
春
を
す
る
女
た
ち
を
見
て

お
ぞ
ま
し
く
思
い
︑
人
間
の
女
を
娶
ら
ず
︑
白
大
理
石
で
理
想
ど
お
り
の
女
性
像
を
作
り
あ
げ
︑
そ
の
石
像
に
恋
を
す
る
︒
ピ
グ
マ

リ
オ
ン
が
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
︑
あ
の
石
像
の
よ
う
な
女
を
妻
と
し
て
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
祈
る
と
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
ピ
グ
マ
リ
オ

ン
の
本
心
を
理
解
し
︑
石
像
を
人
間
の
女
に
変
え
て
く
れ
る
︒
ピ
グ
マ
リ
オ
ン
と
こ
の
女
は
夫
婦
と
な
り
︑
ふ
た
り
の
あ
い
だ
に
は

九
ヶ
月
経
ぬ
う
ち
に
娘
も
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
︵
同
︑
二
四
三
～
二
九
七
行
︶︒

こ
う
し
て
ギ
リ
シ
ア
の
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
時
代
と
比
べ
る
と
︑
ロ
ー
マ
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
存
在
感
が
増
し
た
ば
か
り
で
な
く
︑
評
価

が
少
な
か
ら
ず
肯
定
的
な
も
の
へ
と
変
化
し
︑
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
建
国
の
助
力
者
︑
ロ
ー
マ
の
守
護
者
と
い
う
性
質
が
追
加
さ
れ
て

い
っ
た
と
い
え
る
︒
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三

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
と
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
︑
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
と
ヴ
ィ
ー
ナ
ス

前
節
で
わ
れ
わ
れ
は
︑
古
代
の
ロ
ー
マ
で
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
存
在
感
が
増
し
︑
性
質
が
肯
定
的
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
ロ

ー
マ
建
国
の
助
力
者
と
守
護
者
と
い
う
性
質
が
付
加
さ
れ
た
様
子
を
見
た
︒
そ
の
変
化
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
の
は
︑
何
と
い
っ
て

も
ウ
ェ
ル
ギ
ー
リ
ウ
ス
の
﹃
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
﹄
だ
が
︑
変
化
の
原
因
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
﹃
変
身
物
語
﹄

は
︑
そ
の
問
へ
の
答
え
を
推
察
さ
せ
て
く
れ
る
︒

﹃
変
身
物
語
﹄
は
不
思
議
な
終
わ
り
方
を
す
る
本
で
あ
る
︒
こ
の
本
は
︑
人
間
が
神
々
の
力
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
動
物
や
植
物

に
変
身
さ
せ
ら
れ
た
数
々
の
出
来
事
を
物
語
る
の
だ
が
︑
最
後
は
唐
突
に
︑
当
時
の
ロ
ー
マ
世
界
の
支
配
者
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス

︵Im
p
erator

C
aesar

D
iv
i
F
iliu
s
A
u
g
u
stu
s,
63
B
C
-A
D
14

︶
へ
の
賛
美
と
阿
w
を
も
っ
て
終
わ
る
︵
第
一
五
書
︶︒

こ
の
箇
所
で
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
︵G

aiu
s
Iu
liu
s
C
aesar,

100-44
B
C

︶
は
暗
殺
さ
れ
た
の
ち
天
に
昇
り
神
と
な
っ
た
と

語
ら
れ
る
が
︑
注
目
し
た
い
の
は
︑
神
と
な
っ
た
カ
エ
サ
ル
が
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

自
分
の
息
子
の
数
々
の
善
行
を
見
て
︑
カ
エ
サ
ル
は
︑
自
分
の
業
績
よ
り
も
偉
大
で
あ
る
こ
と
を
認
め
︑
凌
駕
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
喜
ぶ
︹
O
v
id
,
x
v
.
ll.
8
5
0
-
8
5
1︺︒

こ
こ
で
﹁
自
分
の
息
子
﹂
と
い
う
ふ
う
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
で
あ
る
︒
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
︑
周
知
の
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と
お
り
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
養
子
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
︒
こ
の
箇
所
で
は
︑
作
者
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
自
身
が
︑
ユ
リ
ウ

ス
・
カ
エ
サ
ル
に
よ
る
評
価
と
い
う
か
た
ち
に
し
な
が
ら
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
を
賛
美
・
阿
w
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
は
︑
つ
ぎ
の
一
文
で
は
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
を
最
高
神
ユ
ピ
テ
ル
に
例
え
な
が
ら
賛
美
・
阿
w
し
て
い
る
︒

ユ
ピ
テ
ル
は
天
の
高
地
を
支
配
し
︑
宇
宙
の
三
層
の
王
国
を
支
配
し
て
い
る
︒
地
上
は
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
支
配
下
に
あ
る

︹
O
v
id
,
x
v
.
ll.
8
5
8
-
8
6
0︺︒

神
々
へ
の
つ
ぎ
の
祈
り
も
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
へ
の
直
接
的
阿
w
で
あ
る
︒

わ
れ
ら
の
祈
り
を
聞
き
入
れ
た
ま
え
︒
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
支
配
し
て
い
る
世
界
を
捨
て
て
天
に
昇
り
︑
わ
れ
ら
か
ら
離
れ
て

し
ま
う
日
が
︑
わ
れ
ら
自
身
の
生
涯
か
ら
遠
く
離
れ
︑
遅
く
な
り
ま
す
よ
う
に
︹
O
v
id
,
x
v
.
ll.
8
6
8
-
8
7
0︺︒

こ
の
よ
う
な
賛
美
と
阿
w
の
原
因
は
何
だ
っ
た
の
か
︒
わ
れ
わ
れ
は
︑
作
者
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
に
と
っ
て
︑
本
の
内
容
の
展
開
か

ら
は
無
理
を
し
な
が
ら
で
も
︑
賛
美
と
阿
w
の
言
葉
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
に
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
と
い
う
絶
対
的
か
つ

独
裁
的
な
権
力
者
が
恐
ろ
し
い
存
在
だ
っ
た
こ
と
を
想
像
し
て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

ロ
ー
マ
帝
政
期
の
実
態
を
身
を
以
て
知
っ
て
い
た
史
家
カ
ッ
シ
ウ
ス
・
デ
ィ
オ
は
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
権
力
の
特
徴
と
し
て
︑

つ
ぎ
の
諸
点
を
挙
げ
て
い
る
︒
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一
︑
国
家
の
全
資
産
と
軍
事
力
を
独
占
し
て
い
た
の
で
︑
つ
ね
に
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
て
絶
対
的
支
配
権
を
有
し
た
こ
と
︹D

io,

L
III.
16.
1-3

︺︒

二
︑
権
力
の
行
使
に
あ
た
っ
て
︑
い
か
な
る
法
律
に
も
法
令
に
も
束
縛
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
︹Ib

id
.,
L
III.
18.
2

︺︒

三
︑
世
俗
の
全
権
を
掌
握
し
て
い
る
ば
か
り
か
︑
大
祭
司
と
し
て
宗
教
権
力
も
掌
握
し
て
い
た
こ
と
︹Ib

id
.,
L
III.
17.
7

︺︒

四
︑
私
人
の
生
活
ぶ
り
を
調
査
す
る
権
利
も
有
し
た
こ
と
︹
ib
id
.︺︒

五
︑
他
の
行
政
官
の
施
策
を
無
効
に
す
る
権
限
を
有
し
た
こ
と
︹
ib
id
.︺︒

六
︑
行
動
ば
か
り
か
言
葉
に
よ
っ
て
も
︑
い
さ
さ
か
で
も
傷
つ
け
ら
れ
た
場
合
に
は
︑
そ
の
犯
人
を
裁
判
に
か
け
る
こ
と
な
く
処
刑

で
き
た
こ
と
︹
ib
id
.︺︒

こ
れ
は
︑
つ
ま
り
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
絶
対
権
力
の
行
使
を
制
限
す
る
も
の
が
シ
ス
テ
ム
上
は
ま
っ
た
く
存
在
せ
ず
︑
唯
一
︑

ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
自
身
の
良
識
と
自
制
心
の
み
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
が
制
限
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
た

が
っ
て
︑
住
民
は
つ
ね
に
潜
在
的
な
恐
怖
の
も
と
に
暮
ら
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
も
︑
そ
の
恐
怖
に
は
ア
ウ
グ
ス

ト
ゥ
ス
の
遠
く
な
い
過
去
の
行
動
に
よ
る
裏
付
け
が
あ
っ
た
︒

た
し
か
に
右
の
独
裁
権
力
を
元
老
院
の
議
決
に
よ
り
委
ね
ら
れ
た
頃
か
ら
の
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
寛
容
と
抑
制
を
特
徴
と
し
て
い

た
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
以
前
の
行
動
に
は
暴
力
性
と
冷
酷
さ
が
顕
著
だ
っ
た
︒

カ
ッ
シ
ウ
ス
・
デ
ィ
オ
と
同
様
に
帝
政
時
代
に
暮
ら
し
た
史
家
ス
エ
ト
ー
ニ
ウ
ス
︵G

aiu
s
S
u
eton
iu
s
T
ran
q
u
illu
s,
c.
A
D

69-c.122

︶
は
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
執
政
官
職
を
武
力
を
使
っ
て
奪
取
し
た
事
件
を
記
録
し
て
い
る
︹S

u
eton
iu
s,I,X

X
V
I.1

︺︒

そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
と
き
︑
ま
だ
二
〇
歳
だ
っ
た
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス

︱
た
だ
し
︑
ま
だ
こ
の
贈
り
名
を
得
て
い
な
か
っ
た
が
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︱
は
︑
軍
団
を
率
い
て
ロ
ー
マ
に
迫
り
︑
軍
事
使
節
団
を
元
老
院
に
派
遣
し
て
︑
自
分
を
執
政
官
に
任
命
す
る
こ
と
を
迫
り
︑
元

老
院
が
渋
る
と
︑
使
節
団
長
は
マ
ン
ト
の
下
の
剣
を
見
せ
︑﹁
諸
兄
が
彼
を
執
政
官
に
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
︑
こ
れ
が
す
る
だ
ろ
う
﹂

と
凄
ん
だ
と
い
う
︒
元
老
院
は
こ
の
武
力
を
ち
ら
つ
か
せ
た
脅
迫
に
屈
し
︑
要
求
を
認
め
た
︒
の
ち
に
カ
ッ
シ
ウ
ス
・
デ
ィ
オ
も
こ

の
事
件
を
取
り
上
げ
︑
軍
事
使
節
団
の
数
を
四
〇
〇
名
だ
っ
た
と
記
録
し
て
い
る
︹D

io,
X
L
V
I,
43.
4

︺︒

デ
ィ
オ
に
よ
れ
ば
︑
同
じ
頃
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
養
父
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
暗
殺
に
関
わ
っ
た
人
た
ち
へ
の
復
讐
を
お
こ

な
っ
た
︒
そ
の
際
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
形
式
を
整
え
る
た
め
に
彼
ら
を
裁
く
法
律
を
定
め
︑
元
老
院
の
命
令
に
よ
り
属
州
に
派
遣

さ
れ
て
い
た
者
た
ち
も
ふ
く
め
て
︑
出
廷
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
欠
席
裁
判
の
ま
ま
有
罪
と
し
て
人
権
を
剝
奪
し
︑
財
産
を
没
収
し

た
︒
ま
た
︑
暗
殺
に
関
わ
っ
て
い
な
く
て
も
︑
自
分
に
敵
対
す
る
者
は
有
罪
と
し
た
場
合
が
あ
る
︹D

io,
X
L
V
I,
48.
2-4

︺︒

ス
エ
ト
ー
ニ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
後
︑
ア
ン
ト
ー
ニ
ウ
ス
と
レ
ピ
ド
ゥ
ス
の
ふ
た
り
と
組
ん
で
一
〇
年
間
︑
三
頭
政
治
を
お
こ

な
っ
た
際
に
は
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
広
く
憎
悪
さ
れ
た
と
い
う
︒
そ
の
理
由
は
︑
た
と
え
ば
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
行
動
を
取
っ
た
か

ら
で
あ
る
︒
あ
る
と
き
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
軍
人
た
ち
に
演
説
を
し
て
い
た
際
︑
市
民
も
参
列
を
許
さ
れ
た
な
か
で
︑
メ
モ
を

取
っ
て
い
た
人
物
を
ス
パ
イ
と
見
な
し
︑
そ
の
場
で
殺
さ
せ
た
︒
ま
た
︑
ト
ー
ガ
の
下
に
石
版
を
持
っ
て
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
近
づ

い
た
ひ
と
り
の
高
官
は
︑
剣
を
隠
し
持
っ
て
い
る
と
疑
わ
れ
︑
拷
問
さ
れ
た
上
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
自
身
が
そ
の
目
を
く
り
抜
い
た

あ
と
で
処
刑
さ
れ
た
︹S

u
eton
iu
s,
II,
X
X
V
II.
3-4

︺︒

三
頭
政
治
に
際
し
て
は
︑
三
人
の
い
ず
れ
か
に
対
し
て
︑
過
去
の
い
ず
れ
か
の
と
き
に
敵
対
し
た
多
く
の
者
た
ち
が
殺
さ
れ
︑
財

産
が
没
収
さ
れ
た
︒
高
名
な
弁
論
家
の
元
老
院
議
員
キ
ケ
ロ
も
こ
の
と
き
殺
さ
れ
た
ひ
と
り
で
あ
る
︒
多
く
は
自
宅
で
殺
さ
れ
た
が
︑

街
路
や
広
場
︑
神
殿
の
周
囲
で
も
殺
さ
れ
た
︒
殺
害
さ
れ
た
者
た
ち
の
首
は
晒
さ
れ
︑
死
体
は
遺
棄
さ
れ
て
野
犬
や
野
鳥
の
�
と
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な
っ
た
り
︑
テ
ベ
レ
川
に
投
げ
捨
て
ら
れ
た
り
し
た
︹D

io,
X
V
II,
2.
2

︺︒
な
お
︑
デ
ィ
オ
に
よ
れ
ば
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
︑
生

来
残
酷
で
も
な
く
︑
他
の
ふ
た
り
と
異
な
り
政
治
経
験
も
浅
か
っ
た
か
ら
︑
権
力
を
共
有
す
る
た
め
だ
け
に
こ
の
殺
戮
に
与
し
た
の

だ
と
い
う
︹Ib

id
.,
7.
2

︺︒
し
か
し
︑
ス
エ
ト
ー
ニ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
︑
他
の
ふ
た
り
が
敵
対
者
た
ち
を
殺
戮

し
よ
う
と
し
た
際
に
し
ば
ら
く
反
対
し
た
も
の
の
︑
一
旦
殺
戮
が
開
始
さ
れ
る
と
︑
他
の
ふ
た
り
よ
り
も
厳
し
く
実
行
し
た
と
い
う
︒

ア
ン
ト
ー
ニ
ウ
ス
と
レ
ピ
ド
ゥ
ス
は
︑
他
者
の
口
添
え
や
本
人
の
嘆
願
に
動
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
だ
け

は
誰
も
除
外
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
︑
か
つ
て
自
分
を
保
護
し
て
く
れ
た
人
も
容
赦
し
な
か
っ
た
と
い
う
︹S

u
eton
iu
s,
I,

X
X
V
II.
1-2

︺︒

こ
の
よ
う
に
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
つ
い
て
は
暴
力
と
冷
酷
さ
と
を
発
揮
し
た
過
去
が
あ
り
︑
絶
対
権
力
を
制
限
す
る
シ
ス
テ
ム
が

存
在
し
な
い
政
治
体
制
の
な
か
で
︑
暴
力
と
冷
酷
さ
を
再
燃
さ
せ
な
い
保
証
は
な
か
っ
た
︒
い
い
か
え
れ
ば
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の

暴
力
と
冷
酷
さ
に
つ
い
て
︑
人
々
に
は
確
か
な
記
憶
が
残
っ
て
お
り
︑
再
燃
を
恐
れ
る
気
持
ち
が
ぬ
ぐ
い
去
れ
な
か
っ
た
︒
恐
怖
は

確
実
に
潜
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

話
を
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
に
戻
す
な
ら
︑
著
作
の
内
容
の
展
開
か
ら
は
無
理
を
し
な
が
ら
で
も
︑
賛
美
と
阿
w
の
言
葉
を
書
か
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
ほ
ど
に
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
恐
怖
を
か
き
立
て
る
存
在
だ
っ
た
の
だ
と
想
像
さ
れ
る
︒

実
際
に
︑
そ
の
恐
怖
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
に
︑
賛
美
と
阿
w
の
言
葉
を
著
作
に
書
き
込
ん
だ
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
は
︑
や
が
て
そ

の
甲
斐
も
な
く
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
追
放
刑
に
処
せ
ら
れ
︑
追
放
先
で
死
去
す
る
の
で
あ
る
︒

さ
て
︑
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
あ
た
り
で
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
と
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
の
結
び
つ
き
に
眼
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
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の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
も
︑﹃
変
身
物
語
﹄
は
答
え
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
︒
つ
ぎ
は
︑
将
来
を
予
言
す
る
ユ
ピ
テ
ル
の
発
言
で
あ

る
︒

カ
エ
サ
ル
の
名
を
継
い
だ
こ
の
人
物
は
︑
カ
エ
サ
ル
に
課
さ
れ
た
重
荷
を
ひ
と
り
で
背
負
う
だ
ろ
う
︑
そ
し
て
︑
父
親
の
殺
害

に
対
し
て
勇
敢
に
仇
を
討
っ
た
人
物
と
し
て
︑
戦
い
に
際
し
て
は
︑
わ
れ
ら
神
々
を
同
盟
者
と
す
る
だ
ろ
う
︒
⁝
⁝
地
上
で
人

の
住
め
る
土
地
は
こ
と
ご
と
く
彼
の
も
の
と
な
り
︑
海
も
ま
た
彼
の
支
配
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
︹
O
v
id
,X
V
,8
1
9
-
8
2
1︺︒

注
目
す
べ
き
は
︑
こ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
﹁
カ
エ
サ
ル
の
名
を
継
い
だ
こ
の
人
物
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

の
ち
に
元
老
院
か
ら
﹁
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス

A
u
g
u
stu
s﹂
の
名
を
贈
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
の
人
物
の
誕
生
時
の
名
前
は
﹁
ガ
イ

ウ
ス
・
オ
ク
タ
ー
ウ
ィ
ウ
ス

G
a
iu
s
O
c
ta
v
iu
s﹂
だ
っ
た
︒
そ
れ
が
︑
ガ
イ
ウ
ス
・
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
︵
G
a
iu
s
Iu
liu
s

C
a
e
sa
r︶
の
遺
言
に
よ
り
﹁
ユ
リ
ウ
ス
家

Iu
lii﹂
の
一
員
と
な
っ
た
︒
カ
ッ
シ
ウ
ス
・
デ
ィ
オ
に
よ
れ
ば
︑
ガ
イ
ウ
ス
・
オ
ク
タ

ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
︑
法
手
続
き
に
し
た
が
っ
て
正
式
に
ユ
リ
ウ
ス
家
の
一
員
に
な
っ
た
際
に
﹁
ガ
イ
ウ
ス
・
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
・

オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
G
a
iu
s
Iu
liu
s
C
a
e
sa
r
O
c
ta
v
ia
n
u
s﹂
と
改
名
し
た
︹D

io,
X
L
V
I,
47.
4-7

︺︒
そ
の
理
由
は
︑
養
子
に
さ

れ
る
際
に
は
︑
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
名
を
養
父
の
名
前
か
ら
取
る
と
と
も
に
︑
旧
名
の
ひ
と
つ
を
︑
か
た
ち
を
少
し
変
え
て
残
す
の

が
慣
習
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︹
ib
id
.︺︒
す
な
わ
ち
︑
養
父
の
名
前
﹁
ガ
イ
ウ
ス
・
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
﹂
を
そ
の
ま
ま
使
い
︑

そ
れ
に
旧
名
の
﹁
オ
ク
タ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
﹂
を
少
し
変
え
た
﹁
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
﹂
を
添
え
た
わ
け
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
カ
ッ
シ
ウ
ス
・
デ
ィ
オ
は
こ
の
改
名
に
関
連
し
て
︑
ふ
た
つ
興
味
深
い
こ
と
を
書
い
て
い
る
︒
ひ
と
つ
は
︑
こ
の
正
式
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の
改
名
に
先
立
ち
︑
ガ
イ
ウ
ス
・
オ
ク
タ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
︑
遺
言
に
よ
り
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
養
子
に
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
聞

く
と
︑
即
座
に
﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
と
自
称
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︹D
io,
X
L
V
,
3.
2-3

︺︒
こ
れ
は
︑
自
分
を
ユ
リ
ウ
ス
・
カ

エ
サ
ル
の
後
継
者
だ
と
主
張
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︒
逆
に
い
え
ば
︑
も
う
自
分
は
﹁
オ
ク
タ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
﹂
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

も
う
ひ
と
つ
重
要
な
こ
と
が
あ
る
︒
デ
ィ
オ
は
︑
自
分
は
こ
の
人
物
を
﹁
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
﹂
と
は
呼
ば
ず
︑﹁
カ
エ
サ
ル
﹂

と
呼
ぶ
と
宣
言
し
て
い
る
︒
そ
の
理
由
は
︑﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
の
名
が
︑﹁
以
後
︑
ロ
ー
マ
人
を
支
配
し
て
き
た
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
使

わ
れ
て
き
た
﹂
か
ら
で
あ
る
︹D

io,
X
L
V
I,
47.
7

︺︒
事
実
︑
ガ
イ
ウ
ス
・
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
・
オ
ク
タ
ウ
ィ
ア
ー
ヌ
ス
以
後

の
皇
帝
た
ち
は
︑
ご
く
少
数
の
例
外
を
除
い
て
︑
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
・
デ
ィ
ー
ウ
ィ
・
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
・
フ
ィ
リ
ウ
ス
・

ア
ウ
グ
ト
ゥ
ス
︵
＝
テ
ィ
ベ
リ
ウ
ス
帝
︶︑
ネ
ロ
・
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
・
ゲ
ル
マ
ニ
ク
ス
︵
＝
ネ

ロ
帝
︶︑
カ
エ
サ
ル
・
プ
ブ
リ
ウ
ス
・
ア
エ
リ
ウ
ス
・
ト
ラ
イ
ア
ヌ
ス
・
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
・
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
︵
＝
ハ
ド
リ
ア
ー

ヌ
ス
帝
︶︑
カ
エ
サ
ル
・
ガ
イ
ウ
ス
・
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
ワ
レ
リ
ウ
ス
・
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
・
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
︵
＝
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
ス
帝
︶
と
い
う
よ
う
に
︑
い
ず
れ
も
﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
と
自
称
し
︑
ま
た
そ
の
よ
う
に
呼
称
さ
れ
て
い
っ
た
︒

そ
の
場
合
︑﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
の
呼
称
が
﹁
皇
帝
﹂
の
意
味
で
普
通
名
詞
化
し
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
代
々
の
皇
帝
た

ち
が
﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
の
存
在
と
権
能
を
継
承
し
て
い
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
そ
の
継
承
関
係
は
︑
日
本
の
歌
舞
伎
役
者
が
︑
た

と
え
ば
﹁
市
川
團
十
郎
﹂
や
﹁
中
村
歌
右
衛
門
﹂
と
い
っ
た
名
跡
を
代
々
襲
名
し
て
き
た
の
と
似
て
い
る
︒
歌
舞
伎
役
者
は
︑
襲
名

に
よ
っ
て
﹁
團
十
郎
﹂
や
﹁
歌
右
衛
門
﹂
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
︒
役
者
た
ち
に
と
っ
て
︑﹁
本
名
﹂
よ
り
も
名

跡
の
方
が
は
る
か
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
し
︑
襲
名
は
養
子
が
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
︒
そ
れ
に
似
て
︑
代
々
の
ロ
ー
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マ
皇
帝
た
ち
も
︑
相
続
に
よ
っ
た
り
︑
養
子
と
さ
れ
た
り
︑
暴
力
で
奪
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
に
な
っ
て
い
っ
た
︒

わ
れ
わ
れ
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
襲
名
が
オ
ク
タ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒

ち
な
み
に
︑
ス
エ
ト
ー
ニ
ウ
ス
は
︑
オ
ク
タ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
襲
名
に
つ
い
て
︑
簡
潔
に
︑﹁
大
叔
父
︹
＝
ユ

リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
︺
の
遺
言
﹂
に
よ
り
﹁
ガ
イ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
﹂
の
名
を
得
た
と
書
き
︹S

u
eton
iu
s,II,V

II.2

︺︑
著
作
中
で

は
︑
ご
く
自
然
に
︑
オ
ク
タ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
を
多
く
の
場
合
﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
と
呼
び
︑
と
き
ど
き
﹁
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
﹂
と
呼
ん
で
い

る
︒
ス
エ
ト
ー
ニ
ウ
ス
の
書
き
方
か
ら
判
断
す
れ
ば
︑
オ
ク
タ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
︑﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
と
自
称
し
た
だ
け
で
な
く
︑
一
般

に
﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

再
確
認
し
て
お
く
な
ら
︑
オ
ク
タ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
︑
叔
父
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
遺
言
に
よ
り
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
属

し
た
﹁
ユ
リ
ウ
ス
家
﹂
の
一
員
と
な
り
︑
名
前
も
﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
も
し
く
は
﹁
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
﹂
と
な
っ
た
の
だ
が
︑
わ
れ

わ
れ
の
課
題
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
︑
こ
の
大
き
な
変
化
に
と
も
な
い
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
と
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
の
あ
い
だ
に
密

接
な
繫
が
り
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
︒

ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
は
︑
か
ね
が
ね
自
分
が
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
喧
伝
し
て
い
た
︒
叔
母
の
葬
儀
に
際
し

て
︑
カ
エ
サ
ル
は
︑
演
壇
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
に
演
説
し
た
︵
前
六
七
年
︶︒

わ
た
く
し
の
叔
母
ユ
ー
リ
ア
の
一
家
は
︑
母
方
で
は
王
家
か
ら
出
て
お
り
︑
父
方
で
は
不
死
な
る
神
々
の
親
戚
で
あ
り
ま
す
︒
な

ぜ
な
ら
︑
叔
母
の
母
親
の
家
族
名
マ
ル
キ
イ
・
レ
ゲ
ス
は
王
ア
ン
ク
ス
・
マ
ル
キ
ウ
ス
に
発
し
て
お
り
︑
わ
が
一
家
が
そ
の
分
家

で
あ
る
ユ
リ
ウ
ス
家
︵
Iu
lii︶
は
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
発
す
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
︵S

u
eton
iu
s,
I,
V
I.
1

︶︒
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す
な
わ
ち
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
は
︑
こ
の
と
き
︑
ユ
リ
ウ
ス
家
が
元
を
た
ど
れ
ば
﹁
ユ
ー
ル
ス

Iu
lu
s﹂
に
発
し
︑
ユ
ー
ル

ス
は
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
孫
だ
と
い
う
伝
承
を
真
実
だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
︒
伝
承
に
よ
れ
ば
︑﹁
ユ
ー
ル
ス
﹂
は
︑
ア
エ
ネ
ー
ア
ス

の
息
子
で
あ
り
︑
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
は
ア
ン
キ
ー
セ
ス
と
女
神
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
＝
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
の
あ
い
だ
に
出
来
た
息
子
だ
と
さ
れ

て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
系
譜
に
よ
れ
ば
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
は
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
子
孫
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
︒

さ
ら
に
︑
カ
エ
サ
ル
は
︑
前
四
六
年
に
実
施
さ
れ
た
凱
旋
式
に
合
わ
せ
て
︑
新
た
に
建
て
始
め
た
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
神
殿
の
献
堂
式

を
催
し
た
︵D

io,X
L
III,22.2

︶︒
こ
の
神
殿
は
﹁
ウ
ェ
ヌ
ス
・
ゲ
ネ
ト
リ
ク
ス
︵
母
な
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
︶
の
神
殿
A
e
d
e
s
V
e
n
e
ris

G
e
n
e
tric
is
;
T
e
m
p
le
o
f
V
e
n
u
s
G
e
n
e
trix
﹂
で
︑
神
殿
は
カ
エ
サ
ル
が
建
設
中
の
﹁
フ
ォ
ル
ム
・
ユ
リ
ウ
ム
︵
ユ
リ
ウ
ス
の
広

場
︶
F
o
ru
m

Iu
liu
m
﹂
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
た
︒
カ
エ
サ
ル
は
︑
こ
の
﹁
母
な
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
﹂
の
た
め
の
神
殿
を
建
設
す
る

こ
と
に
よ
り
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
自
分
の
一
族
の
始
祖
で
あ
る
こ
と
を
公
に
強
調
し
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
紀
元
前
四
三
年
に
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
正
式
に
ユ
リ
ウ
ス
家
の
一
員
と
な
っ

た
と
き
︑
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
と
っ
て
も
始
祖
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
デ
ィ
オ
は
︑
そ
れ
を
証
す
る
興
味
深

い
記
述
を
残
し
て
い
る
︒
前
四
四
年
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
護
民
官
職
を
手
に
し
た
と
き
の
行
動
で
あ
る
︒
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
︑

ま
ず
群
衆
に
向
か
っ
て
︑
カ
エ
サ
ル
が
遺
言
で
民
衆
に
約
束
し
た
金
を
配
布
す
る
と
い
い
︑
さ
ら
に
そ
の
増
額
も
匂
わ
せ
た
︹D

io,

X
L
V
,
6.
3

︺︒

こ
の
後
に
つ
づ
い
て
︑﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
神
殿
﹂
の
完
成
を
称
え
る
た
め
に
定
め
ら
れ
て
い
た
祝
祭
が
催
さ
れ
た
︒
こ
の
祝
祭
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は
︑
カ
エ
サ
ル
の
存
命
中
に
約
束
さ
れ
て
い
た
も
の
だ
っ
た
が
︑
そ
の
後
︑
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
⁝
︿
中
略
﹀

⁝
︒
そ
れ
ゆ
え
彼
︹
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
︺
は
︑
民
衆
を
味
方
に
つ
け
る
た
め
︑
自
分
の
一
族
に
関
す
る
こ
と
は
自
分
自
身
に
関

係
す
る
こ
と
だ
と
の
理
由
を
付
け
︑
自
ら
負
担
し
て
費
用
を
ま
か
な
っ
た
︹Ib

id
.,
6.
4

︺︒

こ
の
記
述
に
は
︑
興
味
深
い
点
が
ふ
た
つ
あ
る
︒
ひ
と
つ
は
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
が
暗
殺
さ
れ
た
の
ち
︑
カ
エ
サ
ル
の
建
て

た
﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
神
殿
﹂

︱
す
な
わ
ち
﹁
ウ
ェ
ヌ
ス
・
ゲ
ネ
ト
リ
ク
ス
︵
母
な
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
︶
の
神
殿
﹂

︱
の
完
成
祝
い

が
中
断
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
つ
ま
り
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
は
︑
暗
殺
さ
れ
た
の
ち
︑

国
家
と
民
衆
に
と
っ
て
恩
人
と
見
な
さ
れ
る
の
か
︑
敵
と
見
な
さ
れ
る
の
か
︑
し
ば
ら
く
は
評
価
が
定
ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
︑
民
衆
を
味
方
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
評
価
を
肯
定
的
な
も
の
に
し

よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
︒

右
の
記
述
で
興
味
深
い
も
う
ひ
と
つ
の
点
は
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
︑
ユ
リ
ウ
ス
家
の
一
員
と
し
て
︑
費
用
を
ま
か
な
っ
た
こ
と

で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
自
分
が
ユ
リ
ウ
ス
家
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
︒

さ
ら
に
デ
ィ
オ
は
︑
右
の
箇
所
に
つ
づ
け
て
︑
数
日
に
わ
た
り
︑
夕
刻
︑
北
の
空
に
新
し
い
星
が
見
え
た
事
件
を
語
る
︒
デ
ィ
オ

は
い
う
︒
こ
の
星
は
︑
大
多
数
の
人
々
に
よ
っ
て
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
だ
と
見
な
さ
れ
た
︒
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
︑
そ
の
星
を
ユ

リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
が
不
死
の
存
在
に
な
っ
て
星
々
の
な
か
に
迎
え
入
れ
ら
れ
た
の
だ
と
解
し
︑﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
神
殿
﹂
の
な
か

に
︑
青
銅
製
の
カ
エ
サ
ル
像
を
設
置
し
︑
そ
の
頭
に
星
を
飾
っ
た
︹D

io,
X
L
V
,
7.
1-2

︺︒
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
︑
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ

ス
の
子
孫
で
あ
る
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
が
神
と
な
っ
て
天
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
を
公
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
の
で
あ
る
︒
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重
要
な
の
は
︑
そ
の
の
ち
︑
紀
元
前
二
九
年
に
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
絶
対
的
支
配
権
を
掌
握
し
た
と
き
︑
そ
の
権
力
の
威
勢
に
よ

り
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
祖
先
で
あ
る
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
︑﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
で
あ
る
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
祖
先
と
し
て
確
定

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
と
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
と
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
を
め
ぐ
る
一
連
の
動
き
に
は
︑
興
味
深
い
相
互
依

存
関
係
が
認
め
ら
れ
る
︒

一
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
は
自
身
の
権
威
付
け
の
手
段
と
し
て
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
先
祖
で
あ
る
と
主
張
す
る
︒

二
︑
オ
ク
タ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
は
︑
自
己
の
権
威
付
け
の
た
め
に
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
子
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
︒

三
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
権
威
は
︑
絶
対
権
力
を
掌
握
し
た
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
確
立
す
る
︒

四
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
が
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
と
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
祖
先
で
あ
る
こ
と
は
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
絶
対
権
力
に
よ
っ

て
確
立
す
る
︒

こ
う
し
て
絶
対
的
支
配
者
の
祖
先
と
な
っ
た
女
神
は
︑
け
っ
し
て
全
般
的
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
存
在
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
は
な
ら

ず
︑
む
し
ろ
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
描
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
ウ
ェ
ル
ギ
ー
リ
ウ
ス
の
﹃
ア
エ
ネ
ー
イ

ス
﹄
と
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
﹃
変
身
物
語
﹄
は
︑
そ
れ
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
わ
れ
わ
れ
は
紀
元
後
一
二
一
年
に
︑
都
市
ロ
ー
マ
の
な
か
で
﹁
お
そ
ら
く
は
最
大
の
も
っ
と
も
壮
麗
な
﹂
神
殿

︱

﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
ロ
ー
マ
の
二
重
神
殿
﹂

︱
を
建
て
始
め
た
皇
帝
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
に
つ
い
て
も
︑
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
の
関
係

を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
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そ
れ
に
あ
た
り
︑
古
代
ロ
ー
マ
史
家
の
メ
ア
リ
ー
・
ボ
ー
ト
ラ
イ
ト
が
こ
の
神
殿
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
て
い
る
三
点
に
注
目
し
て

み
た
い
︒

一
︑
こ
の
神
殿
で
は
︑
帝
室
を
称
揚
す
る
目
的
よ
り
も
︑
む
し
ろ
都
市
ロ
ー
マ
と
ロ
ー
マ
市
民
を
称
揚
す
る
目
的
が
重
視
さ
れ
て
お

り
︑
そ
の
点
で
帝
室
が
建
て
た
従
来
の
神
殿
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
︹
B
o
a
tw
rig
h
t,
1
3
2︺︒
こ
の
見
方
に
よ
れ
ば
︑
ユ
リ
ウ

ス
・
カ
エ
サ
ル
の
建
て
た
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
神
殿
︵﹁
母
な
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
神
殿
﹂︶
と
は
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

二
︑
こ
の
神
殿
は
ギ
リ
シ
ア
的
特
徴
を
顕
著
に
見
せ
て
い
た
が
︑
そ
れ
は
︑
新
た
な
ロ
ー
マ
国
家
信
仰
を
も
っ
て
す
べ
て
の
ロ
ー
マ

人
を
統
合
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
︒
そ
の
理
由
と
し
て
は
︑
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
が
ス
ペ
イ
ン
出
身
で
あ
っ
て
︑
神
殿

の
ギ
リ
シ
ア
的
性
格
を
意
識
的
に
ロ
ー
マ
人
に
対
し
て
ア
ピ
ー
ル
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
︹
Ib
id
.,1
3
2
-
1
3
3︺︒
ち
な
み
に
︑

い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
︑
ギ
リ
シ
ア
は
す
で
に
前
二
世
紀
か
ら
ロ
ー
マ
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

三
︑
こ
の
ロ
ー
マ
国
家
信
仰
は
き
わ
め
て
好
評
で
︑
や
が
て
三
世
紀
に
は
︑
二
重
神
殿
の
な
か
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
信
仰
の
影
を
薄
く
し
︑

キ
リ
ス
ト
教
社
会
に
な
っ
た
五
世
紀
ま
で
命
脈
を
保
っ
た
こ
と
︹
Ib
id
.,
1
3
3︺︒

い
ず
れ
の
指
摘
も
専
門
家
に
よ
る
精
密
な
考
察
と
し
て
傾
聴
す
べ
き
だ
が
︑
わ
れ
わ
れ
の
関
心
か
ら
見
て
興
味
深
い
の
は
一
と
三

で
あ
る
︒

ボ
ー
ト
ラ
イ
ト
の
指
摘
し
た
第
三
点
に
つ
い
て
は
︑
四
世
紀
に
書
か
れ
た
﹃
ロ
ー
マ
皇
帝
群
像

S
crip
to
res
H
isto
ria
e

A
u
g
u
sta
e
;
H
isto
ria
A
u
g
u
sta﹄
の
な
か
の
﹁
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
伝
“D
e
V
ita
H
a
d
ria
n
i”﹂
が
︑
こ
の
神
殿
を
﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と

ロ
ー
マ
の
二
重
神
殿
﹂
と
は
呼
ば
ず
︑﹁
都
市
ロ
ー
マ
の
神
殿

T
e
m
p
lu
m

U
rb
is﹂
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
納
得
が
ゆ
く

︹A
eliu
s
S
p
artian

u
s,
“D
e
V
ita
H
ad
rian
i,”
X
IX
.
12

︺︒
さ
ら
に
︑
わ
れ
わ
れ
の
関
心
に
引
き
つ
け
て
い
え
ば
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
へ
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の
信
仰
が
す
で
に
紀
元
後
三
世
紀
の
段
階
で
こ
の
よ
う
に
弱
体
化
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
︑
紀
元
後
三
八
〇
年
に
キ
リ
ス
ト
教
が
ロ

ー
マ
帝
国
の
国
教
と
さ
れ
た
以
後
の
社
会
環
境
の
な
か
で
生
き
延
び
る
の
は
困
難
だ
っ
た
ろ
う
と
い
う
想
像
が
つ
く
︒
そ
れ
だ
か
ら

こ
そ
︑
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
ま
っ
た
だ
中
で
書
か
れ
た
ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
︑
存
在
が
希
薄
に
な
っ
て
い
た
の
も
よ

く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
︒

ボ
ー
ト
ラ
イ
ト
が
指
摘
し
た
第
一
点

︱
す
な
わ
ち
︑﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
ロ
ー
マ
の
二
重
神
殿
﹂
は
︑
帝
室
の
称
揚
よ
り
も
ロ
ー

マ
と
い
う
国
家
と
ロ
ー
マ
市
民
を
称
揚
す
る
も
の
だ
っ
た
︑
そ
れ
ゆ
え
帝
室
が
従
来
建
設
し
た
神
殿
と
は
異
な
っ
て
い
た

︱
と
い

う
点
に
つ
い
て
は
︑
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
︒
ひ
と
つ
は
︑
こ
の
指
摘
は
︑
こ
の
神
殿
が
帝
室
を
称
揚
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
こ
と
︑
も
う
ひ
と
つ
は
︑
こ
の
指
摘
が
帝
室
自
体
の
建
設
し
た
諸
神
殿
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
︒

そ
も
そ
も
帝
室
の
称
揚
と
い
う
目
的
と
国
家
・
国
民
の
称
揚
と
い
う
目
的
は
︑
皇
帝
ひ
と
り
が
国
家
の
全
権
力
を
独
占
し
て
い
る

政
治
体
制
お
い
て
は
截
然
と
区
別
で
き
る
は
ず
が
な
く
︑
む
し
ろ
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒
ま
た
︑
わ
れ
わ

れ
は
︑
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
が
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
を
尊
崇
し
︑
か
つ
て
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
お
こ
な
っ
た
政
策
を
踏
襲
し
よ
う
と
す
る

傾
向
を
見
せ
た
こ
と
も
思
い
出
す
べ
き
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
際
に
併
せ
て
︑
初
代
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
以
降
の
皇
帝
た
ち
が
︑
ほ
ぼ

例
外
な
く
﹁
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
﹂
と
自
称
も
す
れ
ば
他
称
も
さ
れ
︑
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
帝
も
︑
す
べ
て
の
名
前
を
並
べ
れ
ば
︑
カ
エ

サ
ル
・
プ
ブ
リ
ウ
ス
・
ア
エ
リ
ウ
ス
・
ト
ラ
ヤ
ー
ヌ
ス
・
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
・
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
︵
C
a
e
sa
r
P
u
b
liu
s
A
e
liu
s

T
ra
ia
n
u
s
H
a
d
ria
n
u
s
A
u
g
u
stu
s︶
だ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
べ
き
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
つ
ま
り
︑
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
帝
が
初
代

の
﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
を
称
揚
す
れ
ば
︑
同
時
に
間
接
的
に
自
分
自
身
を
称
揚
す
る
こ
と
に
な
り
︑
初
代
の
﹁
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
﹂
を
称
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揚
す
れ
ば
︑
同
時
に
間
接
的
に
自
分
自
身
を
称
揚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
︑
当
代
の
﹁
團
十

郎
﹂
が
初
代
あ
る
い
は
数
代
前
の
﹁
團
十
郎
﹂
を
称
揚
す
れ
ば
︑
間
接
的
に
は
そ
の
芸
風
を
継
承
す
る
自
分
自
身
を
称
揚
す
る
こ
と

に
な
る
の
と
同
様
で
あ
る
︒

ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
が
初
代
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
を
称
揚
し
た
例
と
し
て
︑
わ
れ
わ
れ
は
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
が
︑
フ
ォ
ロ
・
ロ
マ
ー
ノ

の
な
か
に
︑﹁
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
フ
ォ
ル
ム
﹂
を
建
設
し
た
こ
と
︹“D

e
V
ita
H
ad
rian
i,”
X
IX
.
10

︺
や
︑
ス
ペ
イ
ン
の
タ
ッ
ラ

ゴ
ー
ナ
滞
在
中
に
私
費
を
投
じ
て
﹁
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
神
殿
﹂
を
再
建
し
た
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︹Ib

id
.,
X
II.
4

︺︒

ま
た
︑
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
が
初
代
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
政
策
を
尊
重
し
た
例
と
し
て
は
︑
帝
位
に
就
く
と
︑
前
帝
ト
ラ
ヤ
ー
ヌ
ス
の

領
土
拡
大
政
策
を
一
変
し
︑
か
つ
て
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
が
後
進
の
皇
帝
た
ち
の
た
め
に
定
め
た
国
境
を
守
る
こ
と
を
施
政
方
針
と
し

て
定
め
た
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︹Ib

id
.,
V
.
1

︺︒

ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
が
在
任
中
に
お
こ
な
っ
た
活
発
な
建
築
活
動
も
ま
た
︑
初
代
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
政
策
を
踏
襲
し
た
の
だ
と
い

え
る
だ
ろ
う
︒
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
は
﹁
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
︑
数
限
り
な
く
多
く
の
公
共
建
築
物
を
建
設
し
た
﹂︹“D

e
V
ita

H
ad
rian
i,”
X
IX
.
9

︺
の
だ
が
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
も
か
つ
て
活
発
な
建
築
活
動
を
お
こ
な
っ
た
人
物
だ
っ
た
︒
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス

が
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
献
堂
し
た
﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
神
殿
﹂
を
完
成
さ
せ
た
こ
と
は
︑
す
で
に
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
︒

デ
ィ
オ
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
ま
た
︑
前
二
八
年
︑
各
種
の
神
殿
に
関
し
て
︑
個
人
が
建
立
し
た
も
の
に

つ
い
て
は
︑
子
孫
が
存
命
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
子
孫
に
修
復
を
命
じ
た
が
︑
そ
の
他
の
神
殿
に
つ
い
て
は
自
ら
修
復
し
た
︒
さ
ら
に
︑

注
目
す
べ
き
こ
と
に
︑
こ
の
と
き
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
︑
自
分
が
修
復
し
た
こ
と
は
明
記
せ
ず
︑
創
立
者
の
名
前
を
残
し
た
︹D

io,

L
III.
4-5

︺︒
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
も
ま
た
︑
過
去
の
建
物
の
再
建
・
修
復
に
当
た
っ
て
は
︑﹁
す
べ
て
に
つ
い
て
︑
元
の
建
設
者
の
名
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前
を
も
っ
て
献
堂
し
た
﹂
の
で
あ
る
︹“D

e
V
ita
H
ad
rian
i,”
X
IX
.
10

︺︒
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
例
を
あ
げ
れ
ば
︑
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ

ス
は
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
時
代
に
建
設
さ
れ
︑
そ
の
後
消
失
し
た
パ
ン
テ
オ
ン
を
再
建
し
た
際
に
も
︑
こ
の
や
り
方
に
し
た
が
い
︑

元
の
建
設
者
ア
グ
リ
ッ
パ
の
名
前
を
フ
ァ
サ
ー
ド
に
刻
印
し
︹
ib
id
.︺︑
そ
れ
が
今
に
残
っ
て
い
る
︒

古
代
の
文
献
は
︑
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
に
よ
る
﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
ロ
ー
マ
の
神
殿
﹂
建
設
に
つ
い
て
︑
短
く
ふ
れ
る
だ
け
で
︑
し
か

も
一
見
些
末
な
こ
と
し
か
述
べ
て
い
な
い
︒﹃
皇
帝
群
像
﹄
は
︑
こ
の
神
殿
の
建
設
に
際
し
て
︑
も
と
は
そ
の
場
に
あ
っ
た
ネ
ロ
帝

の
巨
大
な
立
像
を
︑
二
四
頭
の
象
の
力
を
使
っ
て
移
動
し
︑
立
像
か
ら
ネ
ロ
の
顔
を
削
り
落
と
し
て
太
陽
神
に
捧
げ
た
と
い
う

︹“D
e
V
ita
H
ad
rian
i,”
X
IX
.
12-13

︺︒
デ
ィ
オ
は
︑
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
が
他
人
の
才
能
を
ね
た
む
性
格
だ
っ
た
例
の
ひ
と
つ
と
し

て
︑﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
ロ
ー
マ
の
二
重
神
殿
﹂
の
設
計
を
自
分
で
お
こ
な
い
︑
そ
の
設
計
図
を
高
名
な
建
築
家
ア
ッ
ポ
ロ
ド
ー
ル
ス

に
見
せ
た
と
こ
ろ
︑
女
神
像
が
大
き
す
ぎ
て
︑
女
神
た
ち
が
神
像
安
置
所
か
ら
出
た
い
と
思
っ
て
も
出
ら
れ
な
い
︑
と
批
判
さ
れ
て

立
腹
し
︑
こ
の
建
築
家
を
殺
し
た
と
い
う
︹D

io,E
p
itom
e
of
L
X
IX
,4.3-6

︺︒
し
か
し
︑
わ
れ
わ
れ
は
︑
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
︑

ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
が
︑
他
の
建
築
物
に
も
増
し
て
︑
こ
の
神
殿
の
建
設
に
自
ら
真
剣
に
取
り
組
ん
だ
様
子
を
読
み
取
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

ま
た
わ
れ
わ
れ
は
︑
こ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
も
︑
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
は
﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
で
あ
り
︑﹁
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
﹂
で
あ
っ

た
こ
と
を
思
い
出
す
べ
き
だ
ろ
う
︒
初
代
の
﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
は
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
子
孫
で
あ
り
︑
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
は
﹁
カ
エ
サ
ル
﹂

で
あ
る
の
だ
か
ら
︑
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
も
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
子
孫
な
の
で
あ
る
︒﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
ロ
ー
マ
の
二
重
神
殿
﹂
は
ハ
ド
リ

ア
ー
ヌ
ス
の
祖
先
を
祭
る
神
殿
で
も
あ
っ
た
︒

ボ
ー
ト
ラ
イ
ト
に
よ
る
指
摘
が
帝
室
の
建
設
し
た
諸
神
殿
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
に
関
し
て
は
︑
す
で
に
見
た
﹁
ウ
ェ
ヌ
ス
・
エ

リ
ュ
キ
ー
ナ
︵
エ
リ
ュ
ク
ス
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
︶
の
神
殿
﹂︵
紀
元
前
二
一
五
年
︶
を
思
い
出
す
と
良
い
︒
カ
ル
タ
ゴ
軍
か
ら
の
手
痛
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い
敗
戦
を
機
に
国
家
の
存
続
を
祈
願
し
て
建
て
ら
れ
た
こ
の
神
殿
は
︑
す
で
に
三
〇
〇
年
前
か
ら
国
家
の
守
護
神
と
し
て
の
権
能
を

期
待
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
点
で
︑
こ
の
神
殿
は
︑
国
家
・
国
民
の
称
揚
を
目
的
と
し
た
と
い
う
﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
ロ
ー
マ
の
神
殿
﹂

と
類
似
し
て
い
た
︒

し
か
し
ま
た
わ
れ
わ
れ
は
︑
こ
の
国
家
の
守
護
神
と
し
て
の
﹁
ウ
ェ
ヌ
ス
・
エ
リ
ュ
キ
ー
ナ
の
神
殿
﹂
に
つ
い
て
も
︑
皇
帝
た
ち

か
ら
は
帝
室
に
関
わ
る
奉
納
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒
ス
エ
ト
ー
ニ
ウ
ス
は
︑
カ
リ
グ
ラ
帝
︵
G
a
iu
s
Iu
liu
s
C
a
e
sa
r

A
u
g
u
stu
s
G
e
rm
a
n
ic
u
s,
“C
a
lig
u
la
,”
在
位
︑
紀
元
後
三
七
～
四
一
︶
に
関
連
し
て
︑
そ
の
王
妃
が
夭
折
し
た
息
子
を
ク
ピ
ド
の

姿
の
像
に
つ
く
り
︑﹁
カ
ピ
ト
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
神
殿
﹂
に
奉
納
し
た
と
記
し
て
い
る
︹
S
u
e
to
n
iu
s,
IV
,
V
II︺︒﹁
カ
ピ
ト
ル
の

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
神
殿
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
ウ
ェ
ヌ
ス
・
エ
リ
ュ
キ
ー
ナ
の
神
殿
﹂
で
あ
る
︒
ス
エ
ト
ー
ニ
ウ
ス
は
ま
た
︑
ガ
ル
バ
帝

︵
S
a
lv
iu
s
S
u
lp
ic
iu
s
G
a
lb
a
C
a
e
sa
r
A
u
g
u
stu
s,
在
位
︑
紀
元
後
六
八
～
六
九
︶
に
つ
い
て
︑
真
珠
と
宝
石
で
つ
く
っ
た
ネ
ッ
ク
レ

ス
を
運
命
の
女
神
像
に
捧
げ
る
予
定
で
い
た
が
︑
気
が
変
わ
り
︑﹁
カ
ピ
ト
ル
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
神
殿
﹂
に
奉
納
し
た
と
こ
ろ
︑
運
命

の
女
神
が
夢
に
現
れ
て
苦
情
を
述
べ
た
と
い
う
出
来
事
を
記
し
て
い
る
︹S

u
eton
iu
s,
V
II,
X
V
III.
2

︺︒
い
ず
れ
も
帝
室
と
国
家
と

の
区
分
が
曖
昧
な
と
こ
ろ
で
起
き
た
出
来
事
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

お
わ
り
に

本
稿
で
は
︑
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
つ
い
て
︑
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
な
く
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
教
養
人
で
あ
れ
ば
誰
も
が
知
っ
て
い
た
文
献
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
観
点
か
ら

︱
す
な
わ
ち
︑
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表
象
史
の
観
点
か
ら

︱
見
直
し
て
み
た
︒
取
り
扱
っ
た
期
間
は
︑
お
よ
そ
︑
紀
元
前
三
世
紀
頃
か
ら
一
五
世
紀
頃
ま
で
︑
な
か
ん

ず
く
紀
元
前
一
世
紀
か
ら
二
世
紀
頃
ま
で
で
あ
る
︒

女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
︑
お
そ
ら
く
は
キ
リ
ス
ト
教
が
主
張
し
て
き
た
﹁
神
﹂
と
は
も
っ
と
も
異
質
な
神
々
の
ひ
と
り
で
あ
る
︒
し

た
が
っ
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
な
か
に
お
い
て
で
あ
れ
ば
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
存
在
の
強
弱
が
︑
社
会
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
強

弱
を
計
る
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
の
役
目
も
果
た
す
だ
ろ
う
︒
ダ
ン
テ
﹃
神
曲
﹄
の
な
か
に
見
ら
れ
た
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
希
薄
さ
は
キ
リ
ス

ト
教
の
強
力
さ
の
表
れ
だ
っ
た
ろ
う
し
︑
ポ
リ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
や
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ッ
リ
以
降
に
見
ら
れ
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
復
活
は
キ
リ

ス
ト
教
の
力
の
衰
え
の
表
れ
だ
っ
た
ろ
う
︒

ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
つ
い
て
は
︑
も
う
ひ
と
つ
︑
古
代
ロ
ー
マ
の
第
二
次
ポ
エ
ニ
戦
争
期
以
降
︑
と
り
わ
け
紀
元
前
後
以
降
に
ロ
ー
マ

国
家
の
守
護
神
と
し
て
の
権
能
が
付
加
さ
れ
た
興
味
深
い
事
実
が
認
め
ら
れ
る
︒
本
稿
で
は
︑
代
表
的
な
文
献
に
お
け
る
表
現
を
検

討
し
な
が
ら
︑
そ
の
原
因
を
︑
大
き
く
見
れ
ば
︑
ロ
ー
マ
と
い
う
国
家
の
起
源
に
関
す
る
伝
承

︱
す
な
わ
ち
︑
滅
ば
さ
れ
た
ト
ロ

イ
ア
を
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
ロ
ー
マ
と
し
て
再
興
し
た
ア
エ
ネ
ー
ア
ス
が
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
子
だ
と
す
る
伝
承

︱
に
あ
る
だ
ろ
う
と

推
察
し
た
︒
こ
れ
は
︑
パ
オ
ル
ッ
チ
︹P

aolu
cci,
33-35

︺
に
よ
る
同
様
の
指
摘
を
具
体
的
に
裏
付
け
る
も
の
と
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑

ポ
エ
ニ
戦
争
の
危
機
に
際
し
て
ロ
ー
マ
国
家
を
守
護
し
て
く
れ
た
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
に
も
原
因
が
あ
る
だ
ろ
う
と
推
察
し
た
︒

し
か
し
︑
ロ
ー
マ
国
家
の
守
護
神
と
し
て
の
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
に
関
連
し
て
︑
本
稿
で
は
︑
何
に
も
ま
し
て
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル

と
オ
ク
タ
ー
ウ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
そ
の
名
の
﹁
襲
名
﹂︵﹁
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
・
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
﹂︶︑
お
よ
び
以
後
の
ロ
ー
マ
皇

帝
た
ち
に
よ
る
﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
と
﹁
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
﹂
の
﹁
襲
名
﹂
に
注
目
し
た
︒
そ
こ
に
は
︑
女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
め
ぐ
る
興

味
深
い
政
治
利
用
が
見
ら
れ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
は
︑
祖
先
を
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
だ
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
自
己
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の
権
威
付
け
を
お
こ
な
い
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
は
﹁
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
﹂
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
身
の
祖
先
も
ヴ
ィ
ー
ナ

ス
だ
と
主
張
し
た
が
︑
そ
の
一
方
で
︑
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
絶
対
権
力
の
確
立
に
よ
っ
て
︑
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
権
威
も
確
立

し
︑
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
権
威
も
確
立
し
た
︒
皇
帝
権
力
と
国
家
権
力
と
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
い
た
帝
政
期
ロ

ー
マ
に
お
い
て
は
︑
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
は
皇
帝
た
ち
の
祖
先
神
で
あ
る
と
と
も
に
ロ
ー
マ
国
家
の
守
護
神
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の

状
態
は
︑
や
や
の
ち
に
︑
や
は
り
﹁
カ
エ
サ
ル
﹂
と
﹁
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
﹂
の
名
を
襲
名
し
た
ハ
ド
リ
ア
ー
ヌ
ス
帝
の
場
合
に
も
基

本
的
に
同
様
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
表
れ
が
︑
帝
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
ロ
ー
マ
の
神
殿
﹂
だ
っ
た
ろ
う
︒

女
神
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
め
ぐ
る
表
象
史
に
つ
い
て
は
︑
元
来
は
南
欧
地
中
海
の
存
在
で
あ
る
女
神
が
ア
ル
プ
ス
の
北
で
ど
の
よ
う
に

受
容
さ
れ
変
容
し
た
の
か
と
い
う
興
味
深
い
問
題
や
︑
二
〇
世
紀
美
術
本
流
の
な
か
で
姿
を
消
す
な
か
で
ど
の
よ
う
な
変
質
を
し
て

い
た
の
か
と
い
う
興
味
深
い
問
題
が
あ
る
の
だ
が
︑
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
︑
別
所
で
論
じ
た
い
と
思
う
︒
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