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ア
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レ
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一
　
は
じ
め
に
　
恋
愛
エ
レ
ゲ
イ
ア
詩

　

古
代
ロ
ー
マ
の
恋
愛
エ
レ
ゲ
イ
ア
詩
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い

て
は
、
男
性
の
詩
人
が
、
現
実
の
こ
と
で
あ
れ
、
架
空
の
こ
と
で
あ
れ
、

あ
る
一
人
の
女
性
に
対
す
る
自
分
の
恋
愛
を
一
人
称
で
語
る
。
い
わ
ゆ
る

「
主
観
的
恋
愛
詩
」
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ

を
通
じ
て
そ
の
よ
う
な
詩
の
先
駆
け
と
な
っ
た
の
が
ガ
ー
イ
ウ
ス
・
ウ
ァ

レ
リ
ウ
ス
・
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
で
あ
り
、
レ
ス
ビ
ア
と
呼
ぶ
女
性
と
の
恋
の

あ
り
さ
ま
を
自
己
の
経
験
と
し
て
歌
い
、
恋
人
に
対
す
る
自
分
の
真
情
を

吐
露
し
た
。

Iucundum
, m

ea uita, m
ihi proponis am

orem
hunc nostrum

 inter nos perpetuum
que fore.

di m
agni, facite ut uere prom

ittere possit,
atque id sincere dicat et ex anim

o,
ut liceat nobis tota perducere uita

aeternum
 hoc sanctae foedus am

icitiae.

　

喜
ば
し
い
愛
を
、
ぼ
く
の
命
よ
、
君
は
ぼ
く
に
申
し
出
て
く
れ
る
、
互

い
に
交
わ
す
ぼ
く
た
ち
の
こ
の
愛
が
永
遠
に
続
く
こ
と
を
。
大
い
な
る

神
々
よ
、
彼
女
が
真
実
と
な
る
約
束
を
な
し
う
る
よ
う
に
し
給
え
、
そ

し
て
そ
れ
を
偽
り
な
く
心
か
ら
言
う
よ
う
に
し
給
え
、
ぼ
く
た
ち
が
生

涯
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
終
生
の
神
聖
な
友
情
の
契
約
を
貫
き
通
す
こ
と

が
許
さ
れ
る
た
め
に
。（
第
一
〇
九
歌
）

1

こ
の
よ
う
な
詩
に
は
、
詩
人
が
恋
愛
と
い
う
も
の
に
対
し
て
抱
い
て
い
た

理
想
の
表
明
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
恋
愛
に
よ
る
男
女
の

関
係
は
、
相
互
的
で
、
終
生
に
わ
た
る
永
続
的
な
も
の
で
あ
り
、
情
熱
を

伴
っ
た
誠
実
な
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
あ
る
こ
と

を
詩
人
は
願
っ
て
い
る

2
。
ま
た
、
こ
の
関
係
は
「
神
聖
な
友
情
の
契
約
」

と
も
言
わ
れ
る
。
い
さ
さ
か
恋
愛
を
表
現
す
る
に
は
適
さ
な
い
と
思
わ
れ

る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
詩
人
が
恋
愛
の
少
な
く
と
も
あ

る
側
面
を
ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
（
友
情
）
の
一
種
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
き
た

3
。
ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
と
は
、
伝
統
的
に
ロ
ー
マ
の
貴

族
的
階
級
の
人
々
の
間
で
育
ま
れ
、
尊
重
さ
れ
て
き
た
倫
理
的
、
美
的
規

範
で
あ
り
、
男
子
と
男
子
と
の
間
で
遵
守
さ
れ
る
べ
き
関
係
で
あ
る
。

こ
の
関
係
を
表
わ
す
一
連
の
用
語
が
存
在
し
、
次
の
詩
に
は
そ
れ
ら
の

用
語
が
よ
り
明
確
に
使
わ
れ
て
い
る
。

Siqua recordanti benefacta priora uoluptas
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est hom
ini, cum

 se cogitat esse pium
,

nec sanctam
 uiolasse fidem

, nec foedere nullo
diuum

 ad fallendos num
ine abusum

 hom
ines,

m
ulta parata m

anent in longa aetate, Catulle,
ex hoc ingrato gaudia am

ore tibi.

　

も
し
人
が
以
前
に
尽
く
し
た
誠
を
思
い
出
す
と
き
に
、
自
分
は
徳
義
を

守
り
、
神
聖
な
信
義
を
冒
し
た
こ
と
も
、
い
か
な
る
契
約
に
お
い
て
も

人
を
欺
く
た
め
に
神
々
の
権
威
を
悪
用
し
た
こ
と
も
な
い
と
考
え
て
、

愉
悦
を
感
じ
る
と
す
れ
ば
、
多
く
の
喜
び
が
こ
の
報
わ
れ
な
い
愛
か
ら

生
ま
れ
て
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
よ
、
長
い
人
生
の
果
て
ま
で
お
前
の
た
め

に
続
く
こ
と
に
な
る
。（
第
七
六
歌
、
一
─
六
）

「
誠
（benefacta

）」、「
徳
義
を
守
る
（pium
）」、「
神
聖
な
信
義

（sanctam
...fidem

）」、「
報
わ
れ
な
い
（ingrato
）」
と
い
っ
た
言
葉

が
そ
れ
に
あ
た
る
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
、
従
来
ロ
ー
マ
社
会
で
は
純
粋
な

恋
愛
は
成
り
立
ち
に
く
く
、
上
流
階
級
に
お
け
る
結
婚
は
政
略
的
意
図
に

よ
る
こ
と
が
多
く
空
虚
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
状
況
の
中
で
、
自
分

た
ち
の
恋
愛
の
あ
り
方
、
そ
し
て
新
し
い
恋
愛
の
可
能
性
を
歌
お
う
と
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
恋
愛
の
位
相
は
こ
れ
ま
で
に
表
現
さ
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
新
し
い
言
葉
を
必
要
と
し
た
が
、
そ
こ
で

詩
人
が
見
出
し
た
の
が
こ
れ
ら
ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
に
関
連
す
る
用
語
で

あ
っ
た
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
ギ
リ
シ
ア
詩
に
お
い
て
恋
愛
を
遊
戯
的
に

歌
う
の
に
盛
ん
に
使
わ
れ
た
エ
レ
ゲ
イ
ア
詩
形
に
乗
せ
て
、
こ
れ
ら
の
言

葉
を
用
い
て
真
剣
に
自
己
の
恋
愛
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
実
験

的
な
試
み
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
恋
愛
に
現
を
抜
か
す
な

ど
と
い
う
こ
と
は
れ
っ
き
と
し
た
ロ
ー
マ
男
子
に
と
っ
て
最
も
恥
ず
べ

き
こ
と
で
あ
り
、
恋
の
詩
を
作
る
な
ど
は
、
座
興
と
し
て
ま
さ
に
人
生
の

余
っ
た
時
間
に
な
さ
れ
る
べ
き
手
慰
み
で
あ
る
と
し
て
白
い
目
を
向
け

る
世
間
に
対
し
て
、
恋
愛
が
単
な
る
遊
び
で
は
な
く
、
大
人
が
献
身
す
る

に
値
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
時
の
欲
情
に
動
か
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
倫

理
的
な
意
味
を
持
ち
う
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
し
て
、
自
分
た

ち
の
新
し
い
価
値
観
を
主
張
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
、
遊
女
を

相
手
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
、
人
目
を
忍
ば
ね
ば
な
ら
な
い
不
義
の
恋
で

あ
っ
て
さ
え
も
、
詩
人
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
あ
る
種
の
倫
理
が
支
配
す

る
関
係
に
拠
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
恋
愛
詩
、
と
り
わ
け
、
エ
ピ
グ
ラ
ム
と
呼
ば
れ

る
エ
レ
ゲ
イ
ア
詩
は
、
そ
の
実
験
的
性
格
か
ら
詩
的
表
現
と
し
て
は
必
ず

し
も
明
快
な
も
の
で
は
な
い
が
、
恋
愛
と
恋
愛
詩
に
新
し
い
地
平
を
開
い

た
も
の
と
し
て
若
い
ロ
ー
マ
人
た
ち
に
は
新
鮮
に
受
け
取
ら
れ
た
に
違

い
な
い
。
実
際
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
敷
い
た
道
を
進
む
詩
人
た
ち
が
現
わ

れ
、
一
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
度
第
一
〇
九
歌
に
戻
っ
て
み
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
ア
ミ
ー
キ

テ
ィ
ア
的
な
関
係
と
し
て
の
恋
の
永
続
を
約
束
し
て
み
せ
た
の
は
、
恋
人

レ
ス
ビ
ア
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
彼
女
か
ら
の
う
れ
し

い
は
ず
の
約
束
を
大
い
に
疑
っ
て
い
る
。「
真
に
」、「
誠
実
に
」、「
心
か
ら
」

と
い
っ
た
強
調
の
言
葉
の
し
つ
こ
い
ほ
ど
の
積
み
重
ね
が
、
逆
に
そ
れ
を

明
ら
か
に
し
て
い
る

4
。
結
局
は
破
局
に
至
る
と
こ
ろ
ま
で
が
一
連
の
詩

に
よ
っ
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
の
恋
の
相
手
は
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が

理
想
的
に
思
い
描
く
恋
愛
関
係
に
ふ
さ
わ
し
い
人
で
は
な
か
っ
た
し
、
ア

ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
の
ル
ー
ル
を
忠
実
に
守
る
よ
う
な
女
性
で
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
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の
情
熱
は
す
ぐ
に
冷
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
女

性
だ
か
ら
こ
そ
、
詩
人
に
は
自
分
の
感
情
と
欲
望
が
い
っ
そ
う
高
ま
る
の

が
感
じ
ら
れ
た
。
そ
こ
が
恋
愛
の
不
思
議
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
次
の
よ

う
な
詩
句
は
そ
の
よ
う
な
精
神
的
状
態
を
表
現
し
て
い
る
。

nunc te cognoui: quare etsi im
pensius uror,

m
ulto m

i tam
en es uilior et leuior.

qui potis est, inquis? quod am
antem

 iniuria talis
cogit am

are m
agis, sed bene uelle m

inus.

　

今
ぼ
く
に
は
君
の
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
ぼ
く
は
い
っ
そ
う
激

し
く
燃
え
て
い
る
が
、
し
か
し
、
君
は
ぼ
く
に
と
っ
て
前
よ
り
は
る

か
に
安
く
、
軽
い
。「
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
あ
り
う
る
の
」
と
君

は
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
不
実
は
、
恋
す
る
者
の
愛
を
い
っ

そ
う
大
き
く
は
す
る
が
、
好
意
は
小
さ
く
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。（
第

七
二
歌
、
五
─
八
）

H
uc est m

ens deducta tua m
ea, Lesbia, culpa

atque ita se offi
cio perdidit ipsa suo,

ut iam
 nec bene uelle queat tibi, si optim

a fias,
nec desistere am

are, om
nia si facias.

　

ぼ
く
の
心
は
君
の
罪
で
、
レ
ス
ビ
ア
よ
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
ま
で
来
て

し
ま
い
、
自
ら
の
献
身
に
よ
っ
て
自
分
で
自
分
を
破
滅
さ
せ
て
し
ま
っ

た
、
も
は
や
、
君
が
聖
人
と
な
っ
て
も
君
に
好
意
を
持
て
ず
、
君
が
何

を
し
よ
う
と
愛
す
る
こ
と
を
や
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
に
。（
第
七
五
歌
）

こ
の
よ
う
な
恋
愛
に
お
け
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
感
情
は
と
く
に
エ

ピ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
分
析
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
が
、
レ
ス
ビ
ア
を
歌
う

長
い
詩
に
お
い
て
も
詩
人
の
心
の
揺
れ
が
現
わ
れ
る
。
第
六
八
歌
で
は
、

レ
ス
ビ
ア
は
女
神
ウ
ェ
ヌ
ス
に
比
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
ラ
ー
オ
ダ
メ
イ
ア

と
プ
ロ
ー
テ
シ
ラ
ー
オ
ス
の
神
話
を
引
用
し
て
賛
美
さ
れ
る
が
、
一
方
で

は
、
実
は
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
一
人
に
満
足
は
し
て
い
な
い
こ
と
が
告
白
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
な
お
か
つ
詩
人
は
、
ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
と
い
う
原
則
を

放
棄
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
恋
人
を
「
す
ば
ら
し
い
夜
に
ひ
そ

か
な
贈
物
を
与
え
て
く
れ
た
」（
一
四
五
）
と
し
て
容
赦
し
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
恋
愛
詩
に
見
ら
れ
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
つ
い
て

は
、
恋
に
お
け
る
苦
悶
の
真
剣
な
告
白
が
詩
人
自
身
の
実
際
の
恋
愛
体
験

に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
真
実
性
ゆ
え
に
、
エ
レ
ゲ
イ
ア
形
式

の
持
っ
て
い
た
遊
戯
的
な
性
格
や
従
来
の
恋
愛
詩
の
ト
ポ
ス
を
脱
却
す

る
こ
と
が
不
可
避
と
な
り
、
こ
こ
に
お
い
て
内
省
的
な
抒
情
詩
が
生
ま
れ

て
い
る
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た

5
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
に
お
け
る
真

の
抒
情
詩
の
誕
生
が
、
詩
人
自
身
に
よ
る
自
己
の
内
面
の
凝
視
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
本
論
で
は
、
こ
の
カ
ト
ゥ
ッ
ル

ス
に
お
け
る
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
を
少
し
違
っ
た
観
点
か
ら
見
て
み
た

い
。
そ
れ
は
、
詩
人
の
故
郷
で
あ
る
北
イ
タ
リ
ア
の
都
市
と
、
共
和
制
末

期
の
混
乱
と
退
廃
の
中
に
あ
っ
た
都
ロ
ー
マ
と
が
、
詩
人
と
そ
の
詩
作
に

及
ぼ
し
た
相
互
作
用
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
十
八
歳
の

こ
ろ
に
ロ
ー
マ
に
出
て
、
政
治
家
と
し
て
の
立
身
出
世
を
願
う
父
親
の
思

い
と
は
裏
腹
に
、
文
学
の
道
を
志
す
こ
と
に
な
り
、
や
が
て
社
交
界
に
も

出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
歌
う
恋
人「
レ
ス
ビ
ア
」
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は
、
彼
の
恋
愛
詩
に
と
ど
ま
ら
ず
、
恋
愛
エ
レ
ゲ
イ
ア
詩
と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
の
生
み
の
力
と
な
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
が
、
そ
の
モ
デ
ル

で
あ
る
と
目
さ
れ
て
い
る
実
在
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
、
名
門
貴
族
の
女
性

で
あ
り
、
社
交
界
の
花
形
と
も
言
え
る
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
ロ
ー
マ
が

カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
詩
作
の
場
所
で
あ
っ
た
が
、
一
方
、
折
々
故
郷
へ
帰
る

こ
と
を
続
け
て
い
た
こ
と
は
詩
の
内
容
か
ら
窺
え
、
家
と
の
連
絡
は
絶
や

さ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
家
督
の
後
継
者
で
あ
る
兄
の
病
死
は
、
大
き

な
悲
し
み
と
打
撃
を
詩
人
に
も
た
ら
し
も
し
た

6
。
の
ち
に
触
れ
る
よ
う

に
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
家
郷
は
ロ
ー
マ
以
上
に
ギ
リ
シ
ア
や
東
方
世
界
と

つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
兄
が
病
死
し
た
の
も
小
ア
ジ
ア

の
ビ
ー
テ
ュ
ー
ニ
ア
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
方
に
は
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
故
郷
と
そ
の
風
土
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
見

え
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
世
界
、
他
方
に
は
一
見
華
や
か
な
ロ
ー
マ
の
都
市
空

間
、
こ
れ
ら
の
間
の
往
還
が
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
詩
に
及
ぼ
し
て
い
る
作
用

を
以
下
で
検
討
し
て
み
よ
う
。

二
　
故
郷
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ

カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
、
紀
元
前
八
四
年
こ
ろ
に
北
イ
タ
リ
ア
の
都
市

ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
（
現
在
の
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
）
で
、
地
方
の
裕
福
な
名
家

7
に

生
ま
れ
た
。
詩
人
は
、自
分
を
含
め
て
故
郷
の
人
々
を「
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー

ヌ
ス
（「
ポ
ー
川
の
北
側
に
住
む
」）
人
」
と
呼
ん
で
い
る

8
。
こ
の
地
は
、

カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
時
代
に
は
ま
だ
属
州
「
ガ
リ
ア
・
キ
サ
ル
ピ
ー
ナ
」
の

一
部
で
あ
り
、
紀
元
前
四
九
年
に
ロ
ー
マ
市
民
権
が
拡
大
さ
れ
て
与
え
ら

れ
る
ま
で
そ
の
呼
び
名
は
続
い
た
。
政
治
的
に
は
ロ
ー
マ
国
外
と
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。
ア
ル
プ
ス
山
脈
と
ア
ペ
ニ
ン
山
脈
に
挟
ま
れ
た
地
域

で
あ
る
ガ
リ
ア
・
キ
サ
ル
ピ
ー
ナ
に
は
紀
元
前
四
〇
〇
年
こ
ろ
に
ケ
ル
ト

人
が
侵
入
し
、
以
来
略
奪
を
繰
り
返
し
、
イ
タ
リ
ア
の
安
全
に
と
っ
て
常

に
脅
威
と
な
っ
て
き
た
。
ロ
ー
マ
は
こ
の
脅
威
を
完
全
に
取
り
除
く
べ

く
、
つ
い
に
紀
元
前
二
二
四
年
か
ら
の
数
年
間
の
遠
征
で
こ
の
地
域
を
制

圧
し
て
併
合
し
た
。
ハ
ン
ニ
バ
ル
の
侵
入
に
よ
っ
て
再
び
領
地
を
失
う
と

い
う
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
二
世
紀
の
中
頃
に
は
こ
の
北
イ
タ
リ
ア
の
平
原

に
残
留
し
て
い
る
ケ
ル
ト
人
は
極
め
て
僅
か
に
な
っ
て
い
た
。

ロ
ー
マ
の
共
和
政
期
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
の
歴
史
に
つ
い
て
は

知
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
が
、
ラ
エ
テ
ィ
ー
人
が
建
設
し
た
よ
う
で
あ

り
、そ
の
後
、エ
ウ
ガ
ネ
イ
ー
人
、さ
ら
に
は
ケ
ル
ト
人
の
ケ
ノ
マ
ー
ニ
ー

族
の
町
へ
と
変
遷
し
た
上
で

9
、
ウ
ェ
ネ
テ
ィ
ー
人
の
支
配
地
と
な
っ
て

い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
紀
元
前
二
世
紀
末
に
か
け
て
移
動
を
開
始
し
て

い
た
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
人
の
キ
ン
ブ
リ
ー
族
と
テ
ウ
ト
ネ
ー
ス
族
が
イ
タ

リ
ア
の
属
州
に
侵
入
し
、
一
〇
二
年
こ
ろ
に
は
ポ
ー
川
流
域
を
目
指
し
て

南
下
し
、
こ
の
地
は
そ
の
通
り
道
と
な
っ
た
。
住
民
た
ち
は
逃
亡
し
、
こ

れ
ら
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア
人
た
ち
が
北
イ
タ
リ
ア
の
一
帯
を
一
時
占
拠
し
、
略

奪
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
。
だ
が
長
く
は
続
か
ず
、
マ
リ
ウ
ス
率
い
る

ロ
ー
マ
軍
が
一
〇
一
年
に
ウ
ェ
ル
ケ
ッ
ラ
エ
の
戦
い
で
キ
ン
ブ
リ
ー
族

を
撃
破
し
て
占
領
地
を
取
り
戻
し
、
無
人
と
な
っ
て
い
た
土
地
を
植
民
の

た
め
に
分
割
し
配
分
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
最
も
有
利
な
土
地
分
配
に

浴
し
た
の
は
こ
の
ロ
ー
マ
軍
の
退
役
兵
た
ち
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
八
九
年

に
は
植
民
はcolonia Latina 

10
と
し
て
組
織
的
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
各
地
の
軍
事
的
拠
点
が
改
め
て
植
民
地
統
治
の
中
心
と
し
て
都
市

へ
と
拡
充
・
整
備
さ
れ
始
め
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
メ
デ
ィ
オ
ラ
ー
ヌ
ム

（
現
在
の
ミ
ラ
ノ
）
の
よ
う
な
の
ち
に
は
大
都
市
へ
と
発
展
し
て
い
く
町
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が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
も
そ
の
よ
う
な
町
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ポ
ー
川
以
北
は
、
長
ら
く
ケ
ル
ト
人
や
ゲ
ル
マ
ー
ニ
ア

人
な
ど
の
異
民
族
が
侵
入
を
繰
り
返
し
て
き
た
地
域
で
、
ロ
ー
マ
に
と
っ

て
の
北
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ヌ

ス
人
と
は
、
こ
れ
ら
異
民
族
の
蹂
躙
を
被
っ
て
き
た
土
地
の
入
植
者
た
ち

が
自
分
た
ち
に
つ
け
た
呼
び
名
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
急
速
に
繁
栄
し
、
自

分
た
ち
の
達
成
に
非
常
な
自
信
と
誇
り
を
持
つ
よ
う
に
な
る
が

11
、
そ
の

要
因
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
北
イ
タ
リ
ア
の
肥
沃
で
広
大
な
農
地
の
恩
恵
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
略
奪
を
続
け
て
き
た
野
蛮
な
民
族
を
食
い
止
め
、

完
全
に
屈
服
さ
せ
た
栄
え
あ
る
勝
利
の
上
で
入
植
し
た
と
い
う
状
況
が

大
き
く
影
響
し
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
キ
ン
ブ
リ
ー
族
は
莫
大
な
戦
利

品
を
蓄
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
彼
ら
の
敗
戦
で
生
じ
た
多
量

の
安
価
な
奴
隷
労
働
力
と
と
も
に
、
新
し
い
入
植
者
た
ち
の
経
済
的
発
展

の
基
盤
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
家
は
祖
先
代
々
こ
の
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
に

住
み
続
け
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
ス
パ

ダ
ー
ナ
の
土
地
は
、
退
役
兵
た
ち
の
入
植
を
満
た
し
て
な
お
ま
だ
十
分
に

余
裕
が
あ
る
広
さ
を
持
ち
、
も
と
の
居
住
者
が
呼
び
返
さ
れ
た
り
、
ア
ペ

ニ
ン
山
脈
の
南
の
中
部
イ
タ
リ
ア
か
ら
も
多
数
の
移
住
者
が
あ
っ
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
る
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
家
も
出
自
は
中
部
イ
タ
リ
ア
で

あ
っ
た
ら
し
く
、
恐
ら
く
祖
父
の
代
に
こ
の
新
天
地
へ
と
移
っ
て
き
た
と

思
わ
れ
る

12
。

ワ
イ
ズ
マ
ン
は
、
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ナ
の
新
住
民
た
ち
の
相
当
に
多
く

が
中
部
イ
タ
リ
ア
の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
地
域
の
非
常
に
活
力
に

富
ん
だ
新
し
い
社
会
に
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
し
て
、
次
の
三
点
を

指
摘
し
て
い
る

13
。
第
一
に
は
、
こ
の
こ
ろ
の
中
部
イ
タ
リ
ア
の
地
方
都

市
の
多
く
は
む
し
ろ
ロ
ー
マ
よ
り
も
い
っ
そ
う
ギ
リ
シ
ア
化
さ
れ
て
い

た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
傾
向
は
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー

ナ
の
人
々
に
も
及
び
、
自
分
た
ち
の
新
し
い
共
同
体
に
誇
り
を
抱
い
て
い

た
人
々
は
、
積
極
的
に
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
と
文
芸
を
吸
収
し
、
自
分
た
ち

の
都
市
に
い
わ
ば
箔
を
つ
け
、
格
上
げ
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
容
易

に
想
像
で
き
る
。
実
際
、
こ
の
時
期
に
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
だ
け
で
は
な
く
、

詩
人
や
作
家
た
ち
が
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ナ
地
方
か
ら
輩
出
し
て
ロ
ー
マ

文
学
を
リ
ー
ド
し
た
こ
と
も
そ
の
証
左
で
あ
る

14
。
第
二
に
は
、
イ
タ
リ

ア
の
地
方
都
市
の
貴
族
と
い
っ
て
い
い
上
流
階
層
は
、
ロ
ー
マ
の
元
老
院

階
級
が
そ
の
身
分
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し
て
商
業
や
金
融
活
動
に
は

直
接
携
わ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
属
州
で
の
商
業
や

財
政
に
大
い
に
関
与
し
た
。
こ
の
こ
と
も
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ナ
の
上
流
階

層
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
地
域
が
、
北
は
ア
ル
プ
ス
山
脈

を
越
え
て
ケ
ル
ト
人
の
諸
部
族
へ
と
至
る
、
東
は
ア
ド
リ
ア
海
沿
岸
か
ら

ギ
リ
シ
ア
さ
ら
に
は
小
ア
ジ
ア
へ
と
続
く
交
易
路
の
要
衝
で
あ
っ
た
た

め
に
、
い
っ
そ
う
活
発
な
商
業
活
動
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の

地
方
貴
族
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
経
済
的
発
展
に
自
信
を
得
た
実
業
家
で

あ
り
、
商
業
を
通
じ
て
海
外
に
ま
で
及
ぶ
活
動
範
囲
を
持
っ
て
い
て
、
広

い
視
野
を
具
え
て
い
た
。
第
三
に
は
、
イ
タ
リ
ア
の
田
園
地
帯
の
地
域
社

会
は
、
ロ
ー
マ
人
の
伝
統
的
な
道
徳
が
最
も
根
強
く
生
き
続
け
て
い
た
と

こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
の
道
徳
を
体
現
し
て
い
た
の
が
、
ト
ゥ
ー

ス
ク
ル
ム
で
生
ま
れ
、
少
年
期
の
大
半
を
サ
ビ
ー
ヌ
ム
地
方
の
農
家
で
過

ご
し
た
大
カ
ト
ー
で
あ
っ
た
。
カ
ト
ー
に
と
っ
て
は
、
い
か
に
政
治
家
あ

る
い
は
弁
論
家
と
し
て
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
も
家
庭

生
活
が
人
生
の
中
心
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
家
庭
に
お
い
て
は
、
質
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実
と
倹
約
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
家
政
を
営
み
、
召
使
・
奴
隷
に
至
る
ま
で

の
家
人
を
厳
し
い
法
を
も
っ
て
律
す
る
こ
と
を
貫
い
た

15
。
ロ
ー
マ
人
に

古
く
か
ら
あ
る
ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
の
観
念
も
当
然
に
尊
重
さ
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
倫
理
観
も
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ナ
に
伝
わ
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る

16
。

以
上
の
よ
う
な
中
部
イ
タ
リ
ア
が
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ナ
に
及
ぼ
す
可

能
性
の
あ
っ
た
影
響
を
考
え
る
な
ら
ば
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
育
っ
た
地
方

貴
族
の
家
の
環
境
を
あ
る
程
度
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
農

耕
民
族
と
し
て
の
イ
タ
リ
ア
人
に
伝
統
的
な
勤
倹
・
実
直
を
旨
と
す
る
よ

う
な
道
徳
に
従
っ
て
家
庭
生
活
を
営
み
、
そ
の
一
方
、
商
業
活
動
に
よ
っ

て
利
益
を
売
る
こ
と
に
も
積
極
的
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
公
正
な

取
引
と
責
務
の
遂
行
を
重
ん
じ
る
よ
う
な
人
々
の
社
会
で
あ
る
。
そ
し

て
、
彼
ら
は
肥
沃
な
農
地
と
安
価
な
労
働
力
に
恵
ま
れ
、
経
済
的
に
有
利

な
地
理
的
条
件
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
急
速
な
発
展
を
遂
げ
、
自
分
た
ち

の
建
設
し
つ
つ
あ
る
新
都
市

17
と
地
域
に
、
イ
タ
リ
ア
人
と
し
て
の
誇
り

と
意
気
込
み
を
大
い
に
抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
々
に
古
風
な
美

徳
が
生
き
続
け
て
い
た
こ
と
は
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
恋
愛
詩
に
現
わ
れ
る

ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス
を
考
え
る
手
が
か
り
と
な
る
だ
ろ
う
。
最
初
に
述
べ

た
よ
う
に
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
レ
ス
ビ
ア
と
の
恋
愛
を
歌
う
と
き
、
恋
人

と
の
関
係
を
一
種
の
ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
と
み
な
し
、
こ
の
道
徳
に
関
連
す

る
用
語
を
使
い
、
レ
ス
ビ
ア
に
対
し
、
ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
に
基
づ
く
よ
う

な
相
互
の
恩
恵
と
義
務
の
履
行
を
求
め
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
恋
愛
関
係
を
表
現
す
る
に
は
奇
異

な
言
葉
の
使
い
方
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ

か
ら
ま
さ
に
異
郷
と
言
っ
て
い
い
ロ
ー
マ
へ
と
や
っ
て
き
て
詩
人
の
道

を
選
ん
だ
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
、
道
徳
の
退
廃
が
著
し
く
進
む
中
で
、
し
か

し
新
し
い
形
の
恋
愛
の
可
能
性
が
開
け
て
き
た
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
に
お
い

て
18

、
従
来
の
恋
愛
詩
と
は
異
な
る
恋
愛
詩
を
試
み
た
の
で
あ
っ
て
、
い

わ
ば
、
恋
愛
と
恋
愛
詩
の
新
た
な
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
挑
ん
だ
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
と
き
詩
人
が
む
し
ろ
自
然
に
頼
っ
た
の
が
、
家
郷
の
人
々
の
暮

ら
し
を
今
も
律
し
て
い
て
、
詩
人
が
育
っ
て
い
く
中
で
身
に
染
み
こ
ん
で

い
た
ロ
ー
マ
人
古
来
の
実
直
を
重
ん
じ
る
倫
理
観
で
あ
る
。
恋
愛
は
愛
欲

の
情
の
作
用
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
は
あ
る
が
、
一
人
の
人
間
と
一
人
の

人
間
が
関
係
を
結
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
結
ぼ
う
と
欲
求
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
、
こ
れ
ま
で
の
ロ
ー
マ
の
と
く
に
上

流
階
級
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
、
愛
情
の
希
薄
な
形
骸
化
し
た
結
婚
、
あ

る
い
は
、
男
性
が
欲
情
を
満
た
す
た
め
だ
け
の
一
時
的
な
女
性
と
の
関

係
、
あ
る
い
は
、
遊
戯
と
し
て
の
恋
愛
な
ど
で
は
な
く
、
独
立
し
た
男

女
の
自
由
な
意
志
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
対
等
の
関
係
の
可
能
性
を
見
出

そ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
一
対
一
の
人
間
の
関
係
を
、
ど
う
に
か

一
時
的
な
も
の
に
終
わ
ら
せ
ず
永
続
性
を
持
っ
た
も
の
に
す
る
た
め
に

依
拠
す
べ
き
も
の
は
、
家
郷
の
人
々
が
新
し
い
土
地
で
社
会
を
作
っ
て
い

く
上
で
遵
守
し
て
き
た
ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
考
え
た
と
し
て
さ
し
て
不
思
議
で
は
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
、
新
し
い
恋
愛
の
形
を
歌
い
示
す
の
に
、
古
い

道
徳
の
言
葉
を
持
ち
出
す
と
い
う
、
一
見
奇
妙
な
詩
が
生
ま
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
逆
に
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
た
ち
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ナ
の
人
々
に

は
そ
れ
ら
の
道
徳
は
死
ん
で
は
お
ら
ず
生
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
も
い
る
。

ア
ミ
ー
キ
テ
ィ
ア
が
生
き
て
い
た
と
い
う
点
で
は
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の

家
が
商
業
活
動
を
広
範
に
行
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

19
と
い
う
こ
と
も
大

い
に
関
係
す
る
だ
ろ
う
。
ロ
ー
マ
の
上
流
階
級
の
人
々
が
持
ち
合
わ
せ
て
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い
な
い
商
人
あ
る
い
は
実
業
家
と
し
て
の
感
覚
を
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
身

に
つ
け
て
い
た
。
そ
れ
は
、
有
名
な
「
千
の
キ
ス
」
の
詩
か
ら
も
窺
え
る

だ
ろ
う
。

da m
i basia m

ille, deinde centum
,

dein m
ille altera, dein secunda centum

,
deinde usque altera m

ille, deinde centum
.

dein, cum
 m

ilia m
ulta fecerim

us,
conturbabim

us illa, ne sciam
us,

ぼ
く
に
お
く
れ
よ
、
千
の
キ
ス
を
、
そ
れ
か
ら
百
を
、
そ
れ
か
ら
ま
た

千
、
そ
し
て
ふ
た
た
び
百
、
そ
れ
か
ら
続
け
て
千
、
そ
し
て
百
を
。
そ

れ
か
ら
、
何
千
も
キ
ス
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
れ
を
ご
破
算
に
し
て
し

ま
お
う
、
ぼ
く
た
ち
に
も
わ
か
ら
な
く
な
る
よ
う
（
第
五
歌
、
七
─

一
一
）

レ
ス
ビ
ア
と
の
キ
ス
の
や
り
取
り
を
ま
さ
に
算
盤
勘
定
し
て
い
る
が
、
倹

約
家
で
浪
費
を
嫌
い
、
勘
定
高
い
と
い
っ
た
商
人
の
性
格
を
見
せ
て
い
る

詩
句
は
、
レ
ス
ビ
ア
を
歌
っ
た
の
で
は
な
い
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
詩
に
も
見

出
せ
る

20
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
、
も
ら
う
こ
と
に
は
貪
欲
だ
が
与
え
は

せ
ず
、
約
束
を
履
行
し
な
い
ア
ウ
フ
ィ
ッ
レ
ー
ナ
の
行
為
は
売
春
婦
以
上

だ
と
し
て
、
契
約
と
義
務
を
表
わ
す
言
葉
に
よ
っ
て
非
難
さ
れ
て
い
る

（
第
一
一
〇
歌
）。
ま
た
、
ア
ル
フ
ェ
ー
ヌ
ス
の
よ
う
な
、
友
人
を
欺
い
て

平
気
で
い
る
よ
う
な
不
実
な
男
は
、「
信
義
」
の
女
神
の
罰
を
受
け
て
後

悔
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
や
は
り
糾
弾
さ
れ
て
い
る
（
第
三
〇
歌
）。

個
人
と
個
人
の
関
係
を
築
く
基
盤
と
な
る
契
約
（foedus

）
と
信
義

（fides

）
は
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
詩
集
の
中
で
繰
り
返
し
表
現
し
、
強
調
し

て
い
る
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
美
徳
に
悖
る
者
た
ち
は

男
女
貴
賎
の
別
を
問
わ
ず
、
口
汚
い
言
葉
に
よ
っ
て
激
し
く
非
難
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
と
表
現
は
、
公
正
な
取
引
を
何
よ
り
も
重
ん
じ

る
商
人
の
精
神
が
詩
人
の
中
に
生
き
て
い
て
、
そ
れ
に
由
来
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
一
方
、
大
き
く
考
え
れ
ば
、
当
時
の
時
代
の

趨
勢
と
い
う
も
の
の
現
わ
れ
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
カ
ト
ゥ
ッ

ル
ス
の
家
は
ギ
リ
シ
ア
や
東
方
世
界
あ
る
い
は
ガ
リ
ア
地
方
へ
ま
で
赴

い
て
事
業
を
行
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
。
す
な
わ

ち
、
彼
ら
の
活
動
の
場
は
広
い
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、

従
来
の
国
家
の
枠
組
み
、
と
り
わ
け
小
さ
な
都
市
国
家
内
で
緊
密
で
安
定

し
た
社
会
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
束
縛
が
取
り
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
り
、
代
わ
っ
て
意
味
を
持
っ
た
の
は
、
個
人
の
能
力
や
資
質
、

そ
し
て
従
来
の
因
習
か
ら
解
放
さ
れ
た
裸
の
個
人
と
個
人
が
結
ぶ
関
係

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
世
界
で
活
動
す
る
商
人
に
と
っ
て
は
、
相
手
が

公
正
な
取
引
を
な
し
う
る
者
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
契
約
を
遵
守
し
て
遂

行
す
る
の
か
ど
う
か
を
見
極
め
る
こ
と
が
、
何
よ
り
重
要
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
に
お
け
る
個
人
的
な
人
間
関

係
の
重
要
性
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
と
り
わ
け
実
際
的
に
切
実
に
感
じ
取
っ

た
で
あ
ろ
う
商
人
の
意
識
と
い
う
も
の
も
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
詩
に
は
現

わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
、
ロ
ー
マ
と
い
う
異
な

る
世
界
へ
や
っ
て
き
て
詩
人
と
し
て
活
動
し
始
め
、
新
た
な
人
間
関
係
を

築
き
始
め
た
と
き
に
も
、
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
の
土
地
で
養
わ
れ
た
、
商
人
と

し
て
の
、
そ
し
て
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
で
生
き
抜
く
人
間
と
し
て
の
感
覚

を
貫
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
恋
愛
詩
に
お
い
て
新
し
い
恋
愛
の
あ

り
方
を
描
こ
う
と
し
た
と
き
に
も
同
様
で
あ
っ
た
し
、
自
立
し
た
人
間
が
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———〈異郷〉と   〈故郷〉のディアレクティク———

結
ぶ
個
人
と
個
人
の
対
等
な
関
係
と
い
う
可
能
性
と
理
想
を
見
て
い
た

か
ら
、
な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、
先
に
示
し
た
第
一
〇
九
歌

の
「
神
聖
な
友
情
の
契
約
」
と
い
う
言
葉
は
比
喩
の
表
現
で
は
な
く
、
詩

人
の
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
ま
さ
し
く
契
約
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
経
済
的
、
道
徳
的
土
壌
を
持
ち
、

あ
る
種
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
ス
ピ
リ
ッ
ト
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
活

気
に
満
ち
て
い
た
で
あ
ろ
う
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
は
、
そ
れ
自
体
、
古
く
て
新

し
い
、
小
さ
な
共
同
体
で
あ
り
な
が
ら
大
き
な
開
か
れ
た
世
界
と
通
じ
て

い
る
と
い
う
両
面
性
を
持
っ
た
都
市
で
あ
っ
た
。
一
方
、
同
盟
都
市
な
ど

イ
タ
リ
ア
の
地
方
都
市
の
有
力
者
層
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
が
ロ
ー
マ
に
向

け
た
顔
と
そ
の
都
市
の
民
衆
に
向
け
た
顔
と
、
二
つ
の
顔
を
具
え
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る

21
。
有
力
者
に
複
数
の
子
供
が
い
る
場
合

に
は
、
年
下
の
者
が
ロ
ー
マ
に
上
り
、
他
の
者
た
ち
は
家
郷
に
残
る
。
そ

し
て
、
ロ
ー
マ
に
上
っ
た
者
は
、
ロ
ー
マ
の
貴
族
と
の
結
婚
、
も
し
く

は
ロ
ー
マ
で
の
官
職
就
任
を
希
望
す
る
。
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
郷
里
の
家
門
は
格
式
と
名
声
を
高
め
、
ロ
ー
マ
化
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
地
方
都
市
の
貴
族
的
階
層
は
、
一
方
で
は
自
ら

進
ん
で
狭
義
の
ロ
ー
マ
の
中
に
取
り
込
ま
れ
つ
つ
、
他
方
で
は
地
方
都
市

に
根
は
下
ろ
し
た
ま
ま
に
し
て
お
く
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

定
式
は
主
と
し
て
紀
元
前
二
世
紀
の
同
盟
諸
都
市
に
つ
い
て
考
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
ま
だ
ロ
ー
マ
市
民
権
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
当
時
の
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ナ
の
諸
都
市
に
つ
い
て
も

当
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル

ス
は
兄
を
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
に
残
し
て
若
年
に
し
て
ロ
ー
マ
に
赴
い
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
勉
学
を
積
ん
で
官
職
に
就
き
、
出
世
の
階
段
を

登
っ
て
い
く
こ
と
が
家
門
の
期
待
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
は

十
分
な
経
済
的
支
援
が
家
郷
か
ら
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
政
治
家
と
し
て
の
道
を
そ
れ
て
、
期
待
さ
れ
た
役

割
は
果
た
さ
な
い
こ
と
に
な
る
。
有
力
者
と
姻
戚
関
係
を
持
つ
と
い
う
点

で
も
、
名
門
貴
族
の
女
性
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
に
恋
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
が
、
結
婚
に
至
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
情
事
と
言
っ
て
い
い
交

際
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
詳
し
い
事
情
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
カ

ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
素
直
な
ロ
ー
マ
化
を
嫌
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う

か
。
家
郷
の
ロ
ー
マ
化
、
そ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、
ロ
ー
マ
の
政
治

的
、
文
化
的
な
地
方
支
配
で
あ
り
、
そ
の
ひ
と
つ
の
道
具
と
な
る
こ
と
に

た
め
ら
い
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
カ
ト
ゥ
ッ
ル

ス
が
選
ん
だ
の
は
、
詩
人
の
視
点
か
ら
ロ
ー
マ
を
な
が
め
、
上
流
階
層
の

社
会
に
入
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
文
学
で
は
始
ま
り
の
と
き

か
ら
、
詩
人
は
パ
ト
ロ
ン
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
っ

た
。
有
力
政
治
家
は
、
叙
事
詩
や
悲
劇
・
喜
劇
に
限
ら
れ
は
す
る
が
、
文

学
の
政
治
的
効
用
を
認
識
し
、
詩
人
を
養
っ
て
お
く
こ
と
を
習
い
と
し

た
。
そ
の
た
め
、
伝
統
的
に
文
学
は
政
治
か
ら
独
立
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
詩
人
た
ち
に
閉
塞
感
を
生
み
出
し
て
い
た
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
場
合

も
、
紀
元
前
五
七
年
、
ガ
ー
イ
ウ
ス
・
メ
ン
ミ
ウ
ス
の
総
督
と
し
て
の
ビ
ー

テ
ュ
ー
ニ
ア
赴
任
に
随
行
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
人
物
を
パ
ト
ロ
ン
と
し

て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
メ
ン
ミ
ウ
ス
は
、
彼
自
身
文
学
的
活

動
も
し
た
よ
う
で
あ
り
、
何
よ
り
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
も
共
鳴
し
て
い
た
ア

レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
文
学
思
潮
を
よ
く
理
解
し
支
持
し
た
人
で
あ
っ
た

22

の
で
、
従
来
の
よ
う
な
政
治
的
思
惑
に
よ
る
庇
護
関
係
で
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
。
ま
た
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
家
は
十
分
に
裕
福
で
あ
っ
た
の
で
、
経

済
的
に
パ
ト
ロ
ン
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
詩
人
と
し
て
の
相
当
に
自
由
な
立
場
か
ら
、
そ
し
て
地
方
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都
市
か
ら
や
っ
て
き
た
他
者
と
し
て
、
ロ
ー
マ
人
と
そ
の
社
会
を
評
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
と
い
う
詩
人
に
お

い
て
、
故
郷
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
と
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
で
あ
る
ロ
ー
マ
、
さ
ら
に

は
大
き
な
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界
が
交
錯
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
・
文
化
的
な
特
性
が
詩
人
に
作
用

し
て
い
る
。
家
郷
と
自
己
の
た
や
す
い
ロ
ー
マ
化
を
嫌
っ
た
カ
ト
ゥ
ッ
ル

ス
で
は
あ
る
が
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
の
い
る
ロ
ー
マ
に
は
否
応
な
く
魅
了
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
今
度
は
、
ロ
ー
マ
に
や
っ
て
き
た
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の

こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

三
　
ロ
ー
マ

　
「
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ヌ
ス
人
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
代
の
ロ
ー
マ
の

人
々
、
と
り
わ
け
上
流
社
会
の
人
々
に
と
っ
て
は
他
者
で
あ
っ
た
。
ロ
ー

マ
人
が
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ヌ
ス
人
を
ど
の
よ
う
な
他
者
と
見
て
い
た
か
、

自
分
た
ち
と
ど
の
よ
う
に
違
う
と
考
え
て
い
た
か
、
ど
の
よ
う
な
偏
見
を

抱
い
て
遇
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
と
同
時
代
の
キ
ケ
ロ
ー

の
演
説
『
ピ
ー
ソ
ー
弾
劾
』（
紀
元
前
五
五
年
）
が
よ
く
教
え
て
く
れ

る
23

。
こ
の
演
説
は
、
属
州
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
総
督
を
務
め
た
ル
ー
キ
ウ
ス
・

カ
ル
プ
ル
ニ
ウ
ス
・
ピ
ー
ソ
ー
・
カ
エ
ソ
ー
ニ
ー
ヌ
ス
に
対
し
て
、
彼
が

属
州
総
督
と
し
て
行
な
っ
た
不
正
と
不
法
行
為
を
暴
い
て
糾
弾
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
ピ
ー
ソ
ー
が
執
政
官
で
あ
っ
た
と
き
に
キ
ケ
ロ
ー
追
放

の
動
き
に
手
を
貸
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
ロ
ー
マ
に
帰
還
し
た
キ
ケ

ロ
ー
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
意
趣
返
し
と
い
う
の
が
内
実
で
あ
っ
た
。
こ
の

演
説
が
ト
ラ
ン
ス
パ
ダ
ー
ナ
と
関
わ
っ
て
く
る
の
は
、
キ
ケ
ロ
ー
が
演
説

の
中
で
ピ
ー
ソ
ー
の
母
方
の
祖
父
カ
ル
ウ
ェ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
触
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
人
物
は
も
と
も
と
ポ
ー
川
上
流
の
町
プ
ラ
ケ
ン

テ
ィ
ア
の
出
身
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
に
や
っ
て
き
て
貴
族
の
青
年
に
娘
を
嫁

入
り
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
キ
ケ
ロ
ー
は
こ
の
カ
ル
ウ
ェ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
出

自
を
貶
め
て
イ
ン
ス
ブ
レ
ー
ス
人
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る

24
。
イ
ン
ス
ブ

レ
ー
ス
人
は
メ
デ
ィ
オ
ラ
ー
ヌ
ム
あ
た
り
に
い
た
ケ
ル
ト
人
の
部
族
で

あ
る
。
別
の
と
こ
ろ
で
は
、「
メ
デ
ィ
オ
ラ
ー
ヌ
ム
で
競
売
人
を
や
っ
て

い
た
君
の
祖
父
」
と
言
っ
て
、
カ
ル
ウ
ェ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
職
業
に
も
言
及

し
て
い
る

25
。
さ
ら
に
キ
ケ
ロ
ー
は
、
ピ
ー
ソ
ー
本
人
に
向
か
っ
て
こ
う

呼
び
か
け
て
い
る
。

し
か
し
、
肝
腎
の
ロ
ー
マ
に
、
お
お
、
カ
ル
プ
ル
ニ
ウ
ス
一
族
の
、
と

は
言
う
ま
い
、
カ
ル
ウ
ェ
ン
テ
ィ
ウ
ス
一
族
の
、
ま
た
こ
の
都
の
、
と

は
言
う
ま
い
、
自
治
市
プ
ラ
ケ
ン
テ
ィ
ア
の
、
ま
た
父
祖
代
々
の
家
系

の
、
と
は
言
う
ま
い
、
ズ
ボ
ン
を
穿
い
た
眷
族
の
、
名
折
れ
よ
、
君
は

ど
の
よ
う
に
足
を
踏
み
入
れ
た
の
か
。（
五
三
節
）

ズ
ボ
ン
は
ロ
ー
マ
人
が
通
常
着
用
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ガ
リ
ア
人
の
よ

う
な
「
蛮
族
」
が
身
に
着
け
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
キ
ケ
ロ
ー
の
演
説
は
遺
恨
を
晴
ら
さ
ん
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、「
罵
倒
の
演
説
（oratio invectiva

）」
と
呼
ば
れ
る
タ
イ
プ

の
典
型
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
全
篇
に
わ
た
っ
て
多
種
多
様
な
罵
倒
語
を
織

り
ま
ぜ
て
、
実
に
辛
辣
を
極
め
た
非
難
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
当
然
な
が
ら
、
相
手
を
評
す
る
言
葉
に
は
誇
張
が
非
常
に
強
い
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
割
り
引
い
て
考
え
て
も
、
こ
れ
ら
ピ
ー
ソ
ー
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1 5

の 出 自 に 触 れ た 言 葉 か ら 、 ト ラ ン ス パ ダ ー ナ の 諸 都 市 や そ の 住民 に 対 し て ロ ー マ の 上 流 階 層 が 一 般 に 持 っ て い た イ メ ー ジ を窺 う こ と が で き る だ ろ う 。 そ れ は 、 メ デ ィ オ ラ ー ヌ ム の よ う な中 心 的 な 町 で あ っ て も 、 か の 地 は さ ら に 北 方 の ガ リ ア 人 た ちが 住 ん で い た と こ ろ と さ し て 変 わ ら ぬ 野 蛮 な 者 た ち の 土 地 であ り 、 そ し て 、 か の 地 の 者 が い か に 財 力 を 持 っ て い る と し て も 、生 業 と し て い る の は 、 ロ ー マ の 貴 族 た ち が 手 を 染 め る こ と のな い 商 業 や 卑 し い 職 業 で あ り 、 所 詮 は 品 位 に 差 が あ る 、 と い った と こ ろ で あ っ た 。 そ し て 、 こ の よ う な 地 方 か ら や っ て き た 新参 者 を 、 ロ ー マ の 貴 顕 紳 士 た ち は 冷 た い 軽 蔑 の 目 で 見 た の で あり 、 ピ ー ソ ー の 例 に 見 る よ う に 、 そ れ は ロ ー マ の 住 人 と な っ た子 孫 に ま で 及 ん だ の で あ る 。　
ト ラ ン ス パ ダ ー ナ の よ う な 地 方 出 身 の 人 間 に 対 す る ロ ー マ

人 の 抱 い た イ メ ー ジ と 偏 見 が こ の よ う な も の だ と す る と 、 クロ ー デ ィ ア が そ の 一 員 で あ っ た 名 門 中 の 名 門 た る ク ラ ウ デ ィウ ス 家 の 人 々 に と っ て 、 カ ト ゥ ッ ル ス が ど の よ う に 映 っ た か は容 易 に 想 像 で き る 。 確 か に 裕 福 で あ り 、 豊 か な 教 養 も 身 に つけ て い る し 、 名 士 と の 縁 故 も あ る

2 6が 、 し か し 、 商 業 活 動 に い

そ し ん で い る ト ラ ン ス パ ダ ー ヌ ス 人 に す ぎ な い と い う の が カト ゥ ッ ル ス で あ っ た 。 ク ロ ー デ ィ ア と の 出 会 い の 経 緯 は 知 ら れな い が 、 彼 我 の 格 差 を は っ き り 意 識 し た ク ラ ウ デ ィ ウ ス 家 の人 々 に よ っ て カ ト ゥ ッ ル ス が 丁 重 に 扱 わ れ た と は 考 え ら れ ない だ ろ う 。 む し ろ 蔑 み の 目 を 向 け ら れ た か も し れ な い 。 そ れ だけ に 、 密 会 な が ら 友 人 の 提 供 し て く れ た 家 で ク ロ ー デ ィ ア ＝ レス ビ ア と 逢 瀬 を 果 た し た と き の カ ト ゥ ッ ル ス の 喜 び は い か に大 き な も の で あ っ た こ と か 。 そ れ は 第 六 八 歌 で 表 現 さ れ て い る 。

is 
cl
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m l
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ni
x
a 

ar
g
ut

a 
c
o

nstit
uit s

ol
e
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彼 は 閉 じ ら れ た 野 を 広 い 道 に よ っ て 開 い て く れ た 、 そ し て 彼は ぼ く と 女 主 人 に 家 を 与 え て く れ た 、 そ こ で ぼ く た ち が 相 互の 愛 の 営 み を 行 な え る よ う に 。 そ の 家 へ と 、 ぼ く の 輝 け る 女神 は 柔 ら か な 足 ど り で 身 を 運 び 、 す り 減 っ た 敷 居 に き ら め く足 を 置 い た 、 か ん 高 い 音 を た て る サ ン ダ ル に 身 を 乗 せ て （ 第六 八 歌 ｂ 、 六 七 ─ 七 二 ）

レ ス ビ ア が ま さ に カ ト ゥ ッ ル ス の 待 つ 家 に 入 っ て く る 瞬 間 を詩 人 は 捉 え て い る 。 彼 女 は 「 女 主 人 」 と 呼 ば れ 、 さ ら に 「 輝 ける 女 神 」 と ま で 高 め ら れ て い る 。 彼 女 は 詩 人 に と っ て 文 字 通 り神 々 し い 美 し さ と 光 輝 と 品 位 を 具 え て い た 。 し か し 、 こ こ で 重要 な の は 「 家 」 で あ る

2 7。 の ち の 恋 愛 詩 人 た ち が 恋 人 を 指 し て

常 套 的 に 使 う 言 葉 「 女 主 人 （
d
o

mi
n
a

）  」 は 、 こ こ で は 文 字 通 り

の 意 味 で 使 わ れ て い る 。 そ し て 、 家 に 入 る 瞬 間 の 彼 女 を 、 結 婚の 儀 式 に 則 り 花 婿 の 待 つ 新 居 に 迎 え 入 れ ら れ る 花 嫁 と し て 詩人 は 思 い 描 い て い る 。 そ の こ と は 、 こ の あ と に 導 入 さ れ る ラ ーオ ダ メ イ ア と プ ロ ー テ シ ラ ー オ ス の 神 話 も 示 し て い る 。 こ の よう に 夫 婦 で あ る か の よ う に 夢 想 さ れ て い る 二 人 の 交 わ す 愛 は
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「
相
互
の
（com

m
unes

）」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
な

カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
受
け
継
い
で
い
た
で
あ
ろ
う
道
徳
観
に
あ
っ
て
は
、
人

間
の
生
活
に
お
い
て
家
庭
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
り
、
す
べ
て
の
基
盤
で

あ
っ
た
。
出
自
の
違
い
、
社
会
階
級
的
格
差
の
あ
る
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
に
対

し
て
、
詩
人
は
敢
え
て
二
人
の
逢
瀬
を
、
対
等
の
相
互
の
関
係
と
し
て
の

結
婚
に
ま
で
高
め
て
見
せ
て
い
る
。
実
際
、
そ
の
よ
う
な
詩
人
の
夢
想
を

可
能
に
す
る
よ
う
な
歓
喜
の
と
き
を
レ
ス
ビ
ア
は
も
た
ら
し
て
く
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
考
え
る
恋
愛
が
永
続
的
に
成
り
立
つ
た

め
に
は
、
家
と
い
う
も
の
が
欠
か
せ
な
い
、
あ
る
い
は
、
家
に
至
る
必
要

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
実
に
返
れ
ば
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
恋
愛
の
理
想
と
し
て
描

く
、
夫
婦
の
よ
う
な
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
一
人
と
の
関
係
に
、
レ
ス
ビ
ア
は
必

ず
し
も
十
分
に
応
え
て
く
れ
る
人
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
詩
の

後
半
の
「
彼
女
は
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
一
人
に
満
足
は
し
て
い
な
い
が
、
節
度

を
知
る
女
主
人
の
数
少
な
い
浮
気
は
我
慢
し
よ
う
」（
一
三
五
─
六
）
と

い
う
忍
従
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
詩
人
も
認
識
し
て
い
る
。
レ
ス
ビ
ア

が
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
詩
に
お
け
る
表
象
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
実
在
の
ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
を
そ
の
ま
ま
に
映
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
、
歴
史

上
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
の
実
像
も
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
は
知
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
キ
ケ
ロ
ー
が
『
カ
エ
リ
ウ
ス
弁
護
』
に
お
い
て
彼
女
の
暮
ら
し
ぶ

り
を
如
実
に
描
き
出
し
、
快
楽
生
活
に
ふ
け
り
、
極
め
て
ふ
し
だ
ら
な
性

的
行
動
を
恥
じ
る
こ
と
の
な
い
女
性
と
い
う
姿
を
実
に
説
得
的
に
浮
か

び
上
が
ら
せ
て
い
る
が
、
依
頼
人
の
た
め
に
告
発
者
を
過
度
に
中
傷
、
批

判
す
る
こ
と
は
常
套
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
彼
女
が
キ
ケ
ロ
ー
の
政
敵
ク

ロ
ー
デ
ィ
ウ
ス
の
姉
で
あ
る
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
キ
ケ
ロ
ー
の
描
く
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
像
も
疑
っ
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
し
か
し
、
こ
の
共
和
政
末
期
の
時
代
に
、
ギ
リ
シ
ア
か
ら
入
っ

て
き
た
快
楽
生
活
と
遊
女
の
風
俗
が
も
た
ら
し
た
男
女
の
関
係
の
変
化

に
刺
激
さ
れ
て
、
ロ
ー
マ
の
貴
婦
人
の
中
に
も
家
を
離
れ
、
よ
り
自
由
に

遊
女
的
な
行
動
を
す
る
者
た
ち
が
数
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
事
実
で
あ
り
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
は
そ
の
よ
う
な
女
た
ち
の
典
型
と
も
言

え
る
だ
ろ
う

28
。
そ
し
て
ま
た
、
ロ
ー
マ
と
い
う
都
市
全
体
に
見
ら
れ
た

多
大
な
贅
沢
と
華
美
に
傾
く
退
廃
的
風
潮
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
歴
史

家
サ
ッ
ル
ー
ス
テ
ィ
ウ
ス
は
、
同
時
代
を
揺
る
が
す
大
事
件
で
あ
っ
た

カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
に
よ
る
陰
謀
を
記
述
し
た
『
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
戦
記
』
の

中
で
、「
さ
ら
に
は
、
全
市
民
の
堕
落
し
た
行
状
が
（
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
を
）

駆
り
立
て
て
い
た
。
極
め
て
有
害
で
相
反
す
る
悪
徳
で
あ
る
浪
費
と
貪
欲

と
が
、
全
市
民
の
行
状
を
害
し
て
い
た
の
だ
。」（
第
五
節
八
）
と
述
べ
て

29
、
事
件
の
背
景
と
な
っ
た
ロ
ー
マ
人
全
体
の
道
徳
的
堕
落
の
主
因
と
し

て
「
贅
沢
」
と
「
貪
欲
」
を
挙
げ
て
い
る
。
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
の
ふ
る
ま
い
は
、

共
和
政
の
行
き
詰
ま
り
の
中
で
属
州
と
し
て
領
土
を
広
げ
、
莫
大
な
富
を

集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
ロ
ー
マ
国
家
の
首
都
ロ
ー
マ
に
漲
っ
て
い
た
時

代
的
空
気
に
同
調
し
た
も
の
と
も
言
え
る
。

　

い
ま
だ
生
新
の
気
に
あ
ふ
れ
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
地
よ
り
や
っ
て
き

た
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
の
空
気
に
な
じ
み
は
し
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
彼
が
素
直
な
ロ
ー
マ
化
を
避
け
た
所
以
で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
同
時
に
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
と
の
恋
を
可
能

に
し
て
く
れ
た
の
は
、
そ
の
ロ
ー
マ
の
風
潮
で
も
あ
っ
た
。
ク
ロ
ー
デ
ィ

ア
の
行
動
は
、
結
局
は
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
に
と
っ
て
受
け
入
れ
が
た
い
も
の

で
あ
っ
た
。
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
と
の
関
係
は
、
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
で
人
々
の
生

活
を
律
し
て
い
た
古
風
な
道
徳
と
お
よ
そ
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
カ

ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
身
に
つ
け
て
い
た
商
人
の
感
覚
か
ら
し
て
も
「
割
に
合
わ
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な
い
」
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
ロ
ー
マ
の
都
市
文

化
を
生
き
る
者
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
田
舎
者
の
野
暮
と
い
う
こ
と
で
し
か

な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
に
と
っ
て
は
、
ア
ミ
ー
キ

テ
ィ
ア
の
ル
ー
ル
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
、
せ
っ
か
く
可
能
に
な
っ
た
新
し

い
恋
愛
の
永
続
性
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
と
の
関
係
を
簡
単
に
断
ち
切
れ
る
か
と
い
う
と
、
そ

う
で
は
な
く
、
詩
人
は
い
っ
そ
う
彼
女
に
魅
惑
さ
れ
、
恋
情
は
か
き
立
て

ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
冒
頭
で
示
し
た
よ
う
な
ア
ン
ビ

ヴ
ァ
レ
ン
ス
を
表
現
し
た
エ
レ
ゲ
イ
ア
詩
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
や
が
て
レ
ス
ビ
ア
は
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

Caeli, Lesbia nostra, Lesbia illa.
illa Lesbia, quam

 Catullus unam
plus quam

 se atque suos am
auit om

nes,
nunc in quadriuiis et angiportis
glubit m

agnanim
i Rem

i nepotes.

カ
エ
リ
ウ
ス
よ
、
ぼ
く
の
レ
ス
ビ
ア
、
あ
の
レ
ス
ビ
ア
な
の
だ
。
カ

ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
た
だ
一
人
自
分
よ
り
も
、
自
分
の
近
親
の
者
た
ち
す
べ

て
よ
り
も
愛
し
た
あ
の
レ
ス
ビ
ア
が
、
今
で
は
辻
や
路
地
裏
で
レ
ム
ス

の
気
高
い
子
孫
た
ち
の
皮
を
剥
い
で
い
る
の
だ
。（
第
五
八
歌
）

「
輝
け
る
女
神
」
と
賛
美
さ
れ
た
レ
ス
ビ
ア
は
、
こ
こ
で
は
売
春
を
こ
と

と
し
て
街
路
に
立
つ
女
た
ち
の
一
人
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
レ
ス
ビ
ア
に
食
い
物
に
さ
れ
て
い
る
レ
ム
ス
の
栄

え
あ
る
末
裔
で
あ
る
ロ
ー
マ
人
た
ち
の
品
位
も
地
に
落
ち
て
い
る

30
。

四
　
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ス

　

カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
と
彼
の
詩
に
お
い
て
故
郷
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
と
都
ロ
ー

マ
が
交
錯
し
て
い
る
さ
ま
を
見
て
き
た
。
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
自
体
、
開
拓
地

お
よ
び
商
業
基
地
と
し
て
の
活
気
あ
る
新
し
さ
を
持
ち
、
他
方
で
は
古
来

の
道
徳
観
念
が
生
き
て
い
て
、
新
旧
の
両
側
面
を
具
え
て
い
た
。
ロ
ー
マ

は
、
恋
愛
と
い
う
こ
と
だ
け
に
限
っ
て
言
え
ば
、
新
し
い
男
女
の
関
係
の

可
能
性
を
開
い
て
い
た
が
、
そ
れ
は
道
徳
的
退
廃
と
表
裏
の
も
の
で
あ
っ

た
。
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
を
魅
了
し
た
レ
ス
ビ
ア
の
美
と
魅
力
は
、
ま
さ
し
く

ロ
ー
マ
と
い
う
都
市
で
な
け
れ
ば
見
出
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
が
ロ
ー
マ
に
や
っ
て
き
た
と
き
、
ロ
ー
マ
人
が
遠
い

昔
か
ら
生
活
の
掟
と
し
て
き
た
道
徳
が
、
イ
タ
リ
ア
の
地
方
を
経
由
し
て

甦
り
、
現
代
の
ロ
ー
マ
の
退
廃
的
美
と
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に

そ
こ
に
は
、
古
い
掟
と
枠
組
み
が
取
り
払
わ
れ
た
広
い
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
世
界

で
商
人
と
し
て
活
動
す
る
人
間
が
、
恋
愛
に
お
け
る
男
女
の
関
係
を
ひ
と

つ
の
契
約
関
係
と
し
て
見
る
よ
う
な
視
点
も
働
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
相

互
作
用
の
末
に
生
ま
れ
て
き
た
の
が
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
に
お
け
る
ア
ン
ビ

ヴ
ァ
レ
ン
ス
の
表
現
で
あ
っ
た
。
も
の
の
外
面
よ
り
も
内
面
に
目
を
向
け

よ
う
と
す
る

31
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
に
よ
る
、
自
己
の
心
を
凝
視
し
た
真
の
抒

情
詩
の
初
め
て
の
誕
生
に
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
趨
勢
の
働
き
も
見
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ロ
ー
マ
に
住
み
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
に
と
っ
て
、
な
お

も
家
郷
が
重
要
な
意
味
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
は
、
い
く
つ
か
の
詩
の
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中
で
兄
の
死
に
触
れ
て
痛
切
に
悲
し
ん
で
い
る
こ
と
、
と
り
わ
け
第
六
八

歌
の
次
の
言
葉
が
よ
く
示
し
て
い
る
。

tu m
ea tu m

oriens fregisti com
m

oda, frater,
tecum

 una tota est nostra sepulta dom
us,

om
nia tecum

 una perierunt gaudia nostra,
quae tuus in uita dulcis alebat am

or.

あ
な
た
は
死
ん
で
わ
た
し
の
仕
合
わ
せ
を
打
ち
壊
し
た
の
で
す
、
兄

よ
、
あ
な
た
と
と
も
に
わ
た
し
た
ち
の
家
は
す
べ
て
葬
ら
れ
、
わ
た
し

た
ち
の
喜
び
は
す
べ
て
あ
な
た
と
と
も
に
失
わ
れ
た
、
そ
の
喜
び
は

生
き
て
い
た
と
き
に
あ
な
た
の
甘
き
愛
が
養
い
育
て
た
も
の
な
の
に
。

（
第
六
八
歌
ａ
、
二
一
─
四
）

し
か
し
、
ロ
ー
マ
の
美
を
知
っ
た
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
も
は
や
故
郷
に
戻

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
じ
詩
の
中
で
、
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
に
い
る
詩
人
は
、

自
分
の
た
め
に
恋
愛
詩
を
書
い
て
ほ
し
い
と
願
う
友
人
に
、
今
は
そ
れ
が

で
き
る
状
況
で
は
な
い
と
断
っ
て
、

nam
, quod scriptorum

 non m
agna est copia apud m

e,
hoc fit, quod Rom

ae uiuim
us: illa dom

us,
illa m

ihi sedes, illic m
ea carpitur aetas;

と
い
う
の
も
、
手
許
に
あ
る
書
物
は
多
く
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
ぼ
く

が
ロ
ー
マ
に
住
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
あ
れ
こ
そ
わ
が
家
、
あ
れ
こ
そ
わ

が
住
処
、
あ
の
地
で
わ
が
人
生
の
時
は
費
や
さ
れ
る
。（
三
三
─
五
）

と
言
う
の
で
あ
る
。
文
脈
と
し
て
は
詩
作
の
場
と
し
て
の
ロ
ー
マ
の
こ
と

が
言
わ
れ
て
い
る
。
兄
の
死
に
よ
っ
て
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
の
「
家
」
を
失
っ

た
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
、
そ
し
て
、
今
や
商
人
で
も
な
く
政
治
家
で
も
な
く
詩

人
と
な
っ
た
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
に
と
っ
て
、
生
活
の
場
は
ロ
ー
マ
で
あ
り
、

ロ
ー
マ
こ
そ
「
家
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
詩
人
と
い
う
選
択
が
示
し
て
い

る
よ
う
に
、
カ
ト
ゥ
ッ
ル
ス
は
完
全
に
ロ
ー
マ
化
を
果
た
し
た
わ
け
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
彼
の
詩
作
に
お
い
て
ウ
ェ
ー
ロ
ー
ナ
と
い
う
家
郷
は
依
然

と
し
て
生
き
続
け
て
い
た
だ
ろ
う
。
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