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ア
。
フ
ル
• 
フ

ァ
ズ
ル
の
皇
帝
観
に
つ
い
て

近

藤

f口

は

じ

め

に

一
『
ア
ク
パ
ル
曾
典
』
の
記
述
付

二
『
ア
ク
パ
ル
舎
典
』
の
記
述
口

三
『
ア
ク
パ
ル
・
ナ
l

マ
』
の
記
述

四
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
の
皇
帯
観

お

わ

に
は

り
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じ

め

我
が
闘
に
お
い
て

ム
ガ
ル
朝
時
代
を
近
世
史
と
し
て
位
置
づ
け
る
見
方
の
早
期
の
も
の
は
、
宮
崎
市
定
著
『
ア
ジ
ア
史
概
説
』
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
は
「
イ
ン
ド
は
ま
さ
し
く
ム
ガ

l
ル
朝
を
も
っ
て
近
世
史
に
入
っ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
著
は
第
二
次
世

そ
の
後
一
九
七

0
年
代
前
半
に
再
刊
さ
れ
て
普
及
し
、

さ
ら
に
文
庫
本
と
な
っ
て
多
く

界
大
戦
後
間
も
な
く
上
梓
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

の
人
々
が
手
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
イ
ン
ド
枇
舎
の
根
底
に
、
な
お
中
世
的
な
割
援
勢
力
の
残
存
が
認
め
ら
れ
て
は
い
た
が
、

(

1

)

 

ン
ド
史
上
の
近
世
史
の
時
期
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

イ

私
は
常
々

ム
ガ
ル
朝
を
中
世
的
王
朝
と
見
る
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
っ
て
い
た
の
で
、
右
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
『
ア
ジ

イ
ギ
リ
ス

一
瞳
に
イ
ン
ド
の
歴
史
家
た
ち
は

ア
史
概
説
』
の
合
加
再
版
を
誼
み
な
が
ら
知
っ
た
と
き
、
新
鮮
な
驚
き
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
。



植
民
地
時
代
に
持
ち
込
ま
れ
た
時
代
三
区
分
論
に
牢
固
と
し
て
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
の
観
が
あ
り
、

ム
ガ
ル
朝
史
を
「
中
世
史
」
に
入
れ
て
し

ま
う
こ
と
に
、

ム
ガ
ル
朝
史
を
同
時
代
の
サ
フ
ァ
ヴ
ィ

(

2

)

 

こ
れ
を
近
世

(gユ
司
自

opzω
問
。
〉
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
近
代
以
前
の
ア
ジ
ア

さ
し
て
疑
問
も
な
い
か
の
如
く
で
あ
る
。

し
か
し
欧
米
の
研
究
者
た
ち
の
な
か
に
は
、

l
朝
史
や
オ
ス
マ
ン
靭
史
と
並
べ
、

史
を
立
瞳
的
に
豊
富
化
し
て
見
て
い
こ
う
と
す
る
場
合
、

(

3

)

 

る。

イ
ン
ド
史
に
も
近
世
の
時
代
を
設
定
し
て
い
く
こ
と
は
有
数
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

近
世
史
論
の
有
力
な
論
擦
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
周
知
の
よ
う
に
濁
裁
君
主
論
な
い
し
絶
劃
君
主
論
で
あ
る
。
こ
の
濁
裁
君
主
論
は
私
な

一
一
若
寓
民
思
想
の
観
念
に
立
つ
君
主
論
で
あ
る
。
中
世
の
君
主
が
地
方
的
、
階
層
的
な
割
援
枇
曾
の
な
か
の
、
貴
族
的

り
の
解
律
を
す
れ
ば
、

な
名
門
グ
ル
ー
プ
に
乗
っ
か
っ
て
い
た
の
に
劃
し
、
近
世
の
君
主
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
理
念
上
は
、
一
祉
舎
の
特
定
グ
ル
ー
プ
に
片
寄
る

こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
か
ら
濁
立
し
て
、
等
し
く
高
民
に
封
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
君
主
に
濁
裁
的
、
縄
劃
的
な
擢
限
と
権
威

が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
吐
曾
構
成
瞳
論
よ
り
見
れ
ば
近
世
は
後
期
封
建
制
祉
舎
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
一

君
蔦
民
を
語
い
な
が
ら
現
貧
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
特
権
と
差
別
の
存
在
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
の
特
権
と
差
別
の
慶
止
を
め
ざ
し
て
、
ま
ず

- 99-

は
西
欧
に
お
い
て
市
民
革
命
が
起
こ
り
、
近
代
へ
と
移
行
す
る
。

濁
裁
君
主
論
の
歴
史
的
な
位
置
づ
け
を
こ
の
よ
う
に
解
し
な
が
ら

ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
の
皇
帝
相
酬
を
見
て
い
く
と
、
彼
の
主
張
の
な
か
に

こ
の
よ
う
な
一
君
寓
民
論
的
な
君
主
論
が
種
々
な
形
で
表
明
さ
れ
て
い
る
。
小
稿
で
は
、

そ
れ
を
具
瞳
的
に
紹
介
し
、
検
討
し
て
み
る
こ
と
と

す
る
。

一
五
五
一

l
一
六

O
二
)

ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル

3
E
-
r
r
〉

Ew--明
白

色

世

に

名

の

知

ら

れ

た

皐

者

シ

ャ

イ

フ

・

ム

バ

l
ラ
ク

3
Z
F
r
冨
c
E
5
5
の
二
男
と
し
て
一
五
五
一
年
一
月
ア

l
グ
ラ
で
生
ま
れ
た
。
兄
の
フ
ァ
イ
ジ

1
3
E
F
r
m，
同
一
色
〉
も
著
名
な
詩
人

や
が
て
ア
ク
パ
ル
の
強

t土

で
あ
っ
た
。

ア
ク
バ
ル
よ
り
も
八
歳
と
一
一
一
カ
月
年
少
の
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
は
、
二
一
一
一
歳
の
と
き
に
宮
廷
に
出
仕
し
、
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ア
ク
バ
ル
の
信
任
が
深
ま
る
と
と
も
に
、
官
位
も
順
調
に
上
昇
し
、

一
六

O
O年
に
は
官

い
信
任
を
え
て
そ
の
有
力
な
ブ
レ
ー
ン
と
な
っ
た
。
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位
四

0
0
0に
絞
さ
れ
、

(

4

)

 

一
六

O
二
年
に
は
皇
族
を
除
く
民
開
人
最
高
の
官
位
五

0
0
0に
ま
で
達
し
た
。

し
か
し
こ
の
年
八
月
、
彼
の
影
響

力
の
増
大
を
疎
ま
し
く
思
う
よ
う
に
な
っ
た
サ
リ
l
ム
(
後
の
ジ
ャ
ハ

l
ン
ギ

I
ル
)
の
手
先
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
彼
に
は
主
著

と
し
て
、
大
加
の
歴
史
書
『
ア
ク
バ
ル
・
ナ
l
マ
』
と
制
度
集
成
で
あ
る
『
ア
ク
パ
ル
舎
典
』
と
が
あ
る
。
今
回
史
料
文
献
と
し
て
使
用
す
る

ハ
5
)

の
は
、
主
と
し
て
こ
の
二
つ
の
文
献
で
あ
る
。

な
お

こ
こ
で
『
ア
ク
パ
ル
舎
典
』
(
入
門
刊
誌
ι
h
E
Qユ
)
に
つ
い
て
一
言
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

ア
l
イ
l
ン
は
習
慣
、
規
範
、
法
令
、
制
度
等

の
意
味
が
あ
り
、

ア
l
イ
l
ニ
・
ア
ク
パ
リ
ー
は
「
ア
ク
パ
ル
制
度
集
」
の
一
意
で
あ
る
。
こ
の
書
は
『
ア
ク
パ
ル
・
ナ
J

マ
』
の
第
三
部
を
構

成
す
る
も
の
と
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
濁
自
の
序
文

(
B
E
旦
E
Bる
と
結
語

(
r
z
t
目
白
)
を
備
え
た
形
を
と
っ
て
お
り
、
刊
本
に
し
て
大

加
二
巻
本
と
な
る
本
書
は
、
濁
立
し
た
一
書
と
見
な
し
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
盟
、
中
閣
の
正
史
に
お
い
て
は
、
制
度
に
闘
す
る

説
明
は
「
志
」
の
な
か
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
官
制
を
記
し
た
職
官
志
、
丘
ハ
制
を
記
し
た
兵
志
、
法
制
を
記
し
た
刑
法
志
、
あ
る
い
は
経
済
制

度
を
記
し
た
食
貨
志
、
官
吏
登
用
制
度
を
記
し
た
選
翠
志
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
諸
志
を
正
史
か
ら
分
離
し
た
の
が
各
代

ハ
6
)

の
「
舎
要
」
で
あ
っ
た
。

-100ー

『
唐
舎
要
』

『
五
代
舎
要
』

『
宋
舎
要
』
と
い
う
が
如
く
で
あ
る
。
こ
う
し
た
用
法
を
用
い
る
な
ら
ば
、
編
年
瞳
で

編
ま
れ
た
ア
ク
バ
ル
時
代
の
正
史
『
ア
ク
パ
ル
・
ナ
!
?
』
に
射
し
、

そ
の
「
志
」
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
た
部
分
を
分
離
し
て
一
書
に
纏
め

た

h
uぎ
よ
み
志
向
ユ
は
、
中
園
史
風
に
い
え
ば
ま
さ
に
『
ア
ク
パ
ル
曾
要
』
に
嘗
る
と
い
え
よ
う
。

『
ア
ク
パ
ル
舎
典
』
な
る
書
名
が
は
じ
め
で
翠
術
論
文
に
使
用
さ
れ
た
の
は
、
管
見
の
限
り
、

(

7

)

 

に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
中
園
の
明
清
時
代
の
制
度
史
に
つ
い
て
も
造
詣
の
深
い
佐
藤
氏
、
が
、

一
九
六
三
年
護
表
の
佐
藤
圭
四
郎
氏
の
論
文

が
ら
、

『
大
明
舎
典
』
や
『
大
清
曾
典
』
と
封
比
さ
せ
な

「
舎
要
」
と
類
似
し
た
字
義
を
有
す
る
「
曾
典
」
の
方
が
日
本
語
に
な
じ
み
や
す
い
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
、

ハ
8
)

ま
た
新
著
に
お
い
て
も
、

こ
の
よ
う
な
書

名
を
嘗
て
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
愚
考
す
る
。
同
氏
の
『
イ
ス
ラ
l
ム
一
商
業
史
の
研
究
』
で
も
、

『
ア
ク
パ
ル
曾

典
』
は
重
要
な
典
擦
と
し
て
し
ば
し
ば
援
用
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、

h
u
Z
ム
b
F
F
b
ユ
を
『
ア
ク
パ
ル
舎
血
ハ
』
と
す
る
命
名
は
次
第
に
定

着
し
、
私
も
こ
れ
を
使
用
し
て
き
た
・
次
第
で
あ
る
。



『
ア
ク
バ
ル
舎
典
』
の
記
述
付

ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
の
皇
帝
観
が
最
も
よ
く
ま
と
ま
っ
た
形
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

『
ア
ク
パ
ル
曾
典
』
の
「
潜
導
者
の
篠
」

(
同
J

ロ

は
じ
め
に
、
長
文
を
厭
わ
ず
そ
の
全
文
を
書
出
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
数
字
や
符
競
は
行
論
上
の
便
宜
の

た
め
に
附
し
た
も
の
で
あ
り
、
頁
数
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た
ベ
ン
ガ
ル
・
ア
ジ
ア
協
曾
刊
行
の
ベ
ル
シ
ア
語
刊
本
の
も
の
で
あ
る
。

sr・2
自
国
回
目
〉
で
あ
る
。

)
内
に
は
原
語
の
ス
ペ
ル
や
筒
畢
な
説
明
、
言
い
換
え
を
記
し
、

〕
内
に
は
補
足
語
を
記
し
た
。
以
下
も
同
様
で
あ
る
。

(
 

ω糾
世
界
を
飾
り
知
恵
を
授
け
る
紳
は
人
々
の
素
質
を
聞
き
、
能
力
に
お
け
る
贋
狭
南
様
の
礎
を
高
人
に
劃
し
て
育
む
。
こ
の
故
に
、
二
種

類
の
需
が
立
ち
こ
め
て
精
神
世
界

2
E
)
と
現
寅
世
界

2
5
Z〉
を
潤
色
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
は
別
々
の
指
導
者
守
町
ご
与
が

，-、

現
わ
れ
、
互
い
に
非
難
に
現
を
抜
か
す
。
迷
妄
と
無
知
が
瀬
踏
み
を
始
め
、
正
晴
固
な
評
債
と
共
感
の
獲
得
は
望
み
難
い
も
の
と
化
す
。
さ

い
ず
れ
の
宗
教

2
E〉
と
い
か
な
る
世
界

(
Eミ
芯
が
あ
ろ
う
ぞ
。

-101ー

も
な
け
れ
ば
、

一
つ
の
心
を
と
ら
え
る
美
好
(
官
臼
ロ
ム
《
Z
2
2
一柳

を
指
す
〉
が
か
く
も
何
千
と
い
う
多
く
の
被
い
を
通
し
て
光
を
放
ち
、

つ
の
庚
大
な
敷
物

(mEE--zzzR地
上
世
界
の
こ

ま
た

一

と
)
が
贋
げ
ら
れ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
色
で
飾
り
立
て
ら
れ
る
。

連
句
〈
合
同
ぽ
〉
。

(
9〉

異
質
の
と
こ
ろ
愛
で
る
も
の
も
愛
で
ら
れ
る
も
の
も
源
は
一
つ
で
あ
り
な
が
ら

お
し
ゃ
べ
り
者
共
は
偶
像
を
造
り
プ
ラ
フ
マ
!
神
像
を
こ
し
ら
え
る

こ
の
地
上
の
館
に
燈
り
は
た
だ
一
つ
、
そ
の
光
に
照
ら
さ
れ
て

い
ず
こ
に
も
人
々
の
集
う
の
が
自
に
映
る

ωあ
る
者
は
欲
望
を
断
つ
こ
と
を
何
よ
り
も
重
ん
じ
、
あ
る
者
は
人
々
を
保
護
す
る
こ
と
を
自
ら
の
務
め
と
考
え
て
い
る
。
同
様
に
、
さ

329 

ま
ざ
ま
な
人
々
は
自
分
た
ち
の
言
葉
で
信
仰
を
飾
り
立
て
、
幻
想
に
劃
し
て
は
し
ゃ
ぎ
立
て
て
い
る
。
人
々
が
因
習
か
ら
解
き
放
た
れ
、
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師
向
善
(
同

Z
E
)
の
帳
は
糸
が
断
ち
切
ら
れ

友
愛

(
E
r
zロ
間
同
〉
が
姿
を
現
わ
し
て
く
る
。

理
性

2
R
4司
氏
。
が
増
強
し
て
く
る
と

〔
し
か
し
な
が
ら
〕
知
恵

2
E帥J
〉
の
光
が
い
ず
こ
の
家
に
も
輝
く
わ
け
で
は
な
く
、

高
人
の
心
に
知
性
〈
ω
Eロ帥
r
E
)
が
受
け
入
れ
ら

れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
た
と
え
あ
る
者
に
知
恵
公

E
Z包
J

〉
が
生
じ
た
と
し
て
も
、

人
聞
の
顔
〔
を
し
た
者
〕

か
ら
受
け
る
生
命
の
危

険
を
恐
れ
て
沈
黙
の
方
を
選
ぶ
。
ま
た
、

た
と
え
言
奉
げ
す
る
勇
気
〔
を
持
つ
者
〕
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
単
純
な
能
無
し
共
は
彼
に
狂

気
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
、
信
用
の
足
場
か
ら
放
機
す
る
。
そ
し
て
卑
小
な
性
悪
共
は
〔
彼
を
〕
背
数
者
(
吉
守
口

E
Z
5
と
稽
し
、
抹

殺
し
よ
う
と
さ
え
す
る
。

ω幸
運
に
も
人
々
が
信
心
深
さ
を
曾
得
し
た
場
合
に
は
、
世
界
主
(
問
E
Z
E
2
2
5
を
こ
の
至
高
の
地
位
に
押
し
頂
き
、
精
神
世
界

の
指
導
も
ま
た
彼
の
人
に
委
ね
る
こ
と
と
な
る
。
彼
は
存
在
し
う
る
も
の

(
5
Eと
か
ら
濁
立
し
て
知
恵
の
光

(
3
3
2・
ョ
苫
品
目
)
を

獲
得
し
、
針
立
物
(
ロ
Zmrιι
口J
)

を
心
の
な
か
か
ら
取
り
除
く
。
彼
は
数
多
く
の
も
の
が
満
ち
あ
ふ
れ
で
い
る
と
こ
ろ
に
何
ら
か
の
統

-102ー

一
を
見
出
し
、
あ
る
時
に
は
、

そ
れ
と
は
反
射
に
〔
統
一
の
な
か
に
多
様
を
〕
見
出
す
。
と
い
う
の
も
彼
は
権
威
の
王
座
に
聞
い
て
も
、

同
様
に
し
て
、
悲
嘆
と
歓
喜
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
今
日
の
君
主

(
r
E
Z
R
4
5
E
S
の
有
り
様
が
物
語
っ
て
い
る

よ
う
に
、
本
書
は
僅
か
な
が
ら
そ
の
謹
言
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

ω時
代
の
光
を
誼
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
者
た
ち
は
、
こ
の
至
高
の
賓
石
(
皇
一
帝
ア
ク
バ
ル
)
の
生
誕
以
来
よ
く
知
悉
し
て
お
り
、
信
頼
の

お
け
る
者
た
ち
と
と
も
に
喜
び
を
唱
え
て
レ
た
。
先
見
の
明
を
も
っ
皇
帝
は
し
ば
ら
く
の
問
、
門
外
漢
の
よ
う
に
身
を
包
み
、
自
ら
こ
の

こ
と
に
関
わ
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
だ
が
紳
の
望
む
こ
と
を
遠
ざ
け
る
力
が
誰
に
あ
ろ
う
。
首
初
、
時
代
の
因
襲
(
ぷ

E
Z可
宮
ー
ご

ONE円〉

が
突
如
と
し
て
皇
帝
一
の
眼
に
止
ま
り
、
そ
れ
が
意
に
反
し
て
増
大
し
、
明
瞭
に
姿
を
現
わ
し
て
く
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

皇
帝
は
や
む
な
く
、
機
導
者
と
な
る
こ
と

(
z
r
a
E
B
E同
)
が
紳
の
御
一
意
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
、
導
き
の
扉
を
聞
き
、

員

買
を
〕
探
し
求
め
る
荒
野
の
燃
え
る
よ
う
な
渇
望
の
心
を
ば
潤
い
で
満
た
し
て
い
っ
た
。

付
皇
一
帝
は
知
恵
の
力
(
ロ
可
口
三
削
四
品
。
に
よ
っ
て
、

時
に
は
願
望
か
ら
引
き
と
と
ま
り
、

時
に
は
敢
然
と
覗
一
帽
の
町
の
轡
導
者
と
な
っ



た
。
多
く
の
誠
賞
な
求
道
者
た
ち
に
は
、
掻
理
の
燈
り
と
聖
な
る
呼
吸
と
に
よ
っ
て
、
他
の
精
神
上
の
博
士
た
ち
が
四
旬
の
断
食
守
主
-
-

zrs
に
よ
っ
て
も
な
し
え
な
い
よ
う
な
、
救
済
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

ω
〔
皇
帝
の
お
か
げ
で
)
世
を
避
け
て
住
む
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
、

者〉、

ハ
印
)

す
な
わ

ち
サ
ン

ナ
l
シ

!

?

g
口同帥同〉、

ヨ

l
ギ

l
ハ
志
位
ヨ

l
ガ
行

ハ
キ
l
ム
(
ザ
ω
町
田
哲
人
)
、

セ

1
ヴ
ラ
1
(臼

2
芯
ジ
ャ
イ
ナ
数
徒
の
遊
行
者
)
、

カ
ラ
ン
ダ
ル
(
包

-zE『
ム
ス
リ
ム
務
行
者
)
、

ス

フ
ィ

1
(
色
町
同
イ
ス
ラ
ム
神
秘
主
義
者
)
に
と
っ
て
も
、

す
な
わ
ち
軍
人
、

一商
人
、

職

ま
た
多
く
の
在
俗
者
(
自
己
r
ご

ωtza)
た
ち
、

人
、
農
民
た
ち
に
と
っ
て
も
、

見
識

(
m
E
E
2
Z
Z
J
)
が
高
め
ら
れ
た
。

ト
ル
コ
人
も
タ
l
ジ

l
ク
人

日
々
知
恵
の
眼
が
聞
か
れ
、

も
、
若
き
も
老
い
も
、
知
己
も
未
知
己
も
、
彼
方
此
方
か
ら

世
界
の
主
(
問
卵
子
宮
'rv
正
2
ア
ク
パ
ル
)
へ
の
嘆
願
こ
そ
が
諸
難
題
に
解

決
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
成
功
を
博
し
た
と
き
に
は
皇
帝
に
劃
し
て
賛
嘆
を
捧
げ
る
。

ま
た
多
く
の
人
々
は
、
道
程

の
遠
さ
や
宮
般
の
人
だ
か
り
の
ゆ
え
を
以
て
、
密
か
に
あ
ち
こ
ち
に
散
ら
ば
っ
た
ま
ま
感
謝
の
気
持
を
込
め
て
脆
く
。
州
の
統
治
や
王
園
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の
征
服
、
狩
り
の
楽
し
み
に
皇
一
帝
が
出
費
す
る
と
き
に
は
、
村
と
い
い
町
と
い
い
都
市
と
い
い
、
賞
に
多
く
の
男
女
が
嘆
願
を
手
に
し
賛

嘆
を
口
に
し
な
が
ら
集
ま
っ
て
来
な
い
と
こ
ろ
は
先
ず
な
い
し
、
忠
誠
の
額
を
地
に
擦
り
つ
け
な
が
ら
、
嘆
願
を
扱
う
〔
皇
帝
の
〕
手
際

よ
さ
に
つ
い
て
述
べ
な
い
と
こ
ろ
も
先
ず
な
い
。
ま
た
救
済
の
聖
恩
に
つ
い
て
語
ら
な
レ
と
こ
ろ
も
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
多
く
の
人
々
は

永
遠
の
幸
一
輔
、
公
正
な
思
想
、
優
れ
た
行
な
い
、
身
瞳
の
丈
夫
さ
、

友
人
た
ち
と
の
再
舎
、

長
命
、
蓄

眼
力
の
輝
き
、

息
子
の
生
誕
、

財
、
地
位
の
上
昇
、

そ
の
他
の
願
い
を
か
の
神
聖
な
泉
ハ

n
E谷
田
中
帥
削
?
ご
N

白
色
刷
ア
ク
パ
ル
)
に
願
い
出
る
。

か
の
員
買
を
知
る
方
(
ア
ク

ハ
ル
〉
は
、

一
人
ひ
と
り
に
劃
し
て
適
切
な
回
答
を
輿
え
、
彼
ら
の
内
に
あ
る
困
惑
に
救
済
の
道
を
示
す
e

仙
別
賞
に
多
く
の
人
々
が

コ
ッ
プ
に
水
を
入
れ
て
皇
帝
の
前
に
差
し
出
し
、
息
を
吹
き
か
け
る
よ
う
懇
願
し
な
い
日
は
、

皇
帝
は
運
命
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
天
上
の
文
字
♀
ロ
ユ

r
e
B
E
σ
が
讃
め
る
の
で
、
希
望
の
知
ら
せ
を
察
知
し
て
、

一
日
と
て
な
い
。

水
を
謙
虚
の
手
に
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〔
そ
れ
を
〕
世
界
を
照
ら
す
太
陽
の
光
の
下
で
温
め
、
懇
願
者
の
願
い
に
臨
応
え
て
い
く
。
熟
達
し
た
醤
師
で
も
治
療
を
施
せ

な
い
よ
う
な
、
大
勢
の
機
体
し
た
病
人
た
ち
が
、
こ
の
聖
な
る
手
法
に
よ
っ
て
健
康
を
回
復
す
る
。
も
っ
と
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
次
の
よ

受
け
取
り
、
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う
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
裸
行
の
隠
者
の
一
人
が
自
分
の
切
断
さ
れ
た
舌
を
宮
般
に
投
げ
入
れ
て
い
う
に
は
、

「
も
し
、
私
の
内
部
に
お
い

て
、
祝
一
帽
を
受
け
た
手
が
紳
の
御
心
(
ロ

FE--同

E
岳
〉
通
り
〔
舌
を
切
り
落
し
た
と
す
る
〕
な
ら
ば
、

(
日
)

〔
舌
の
傷
は
〕
よ
く
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
。

そ
の
-
意
圃
の
員
寅
さ
に
照
ら
し

て、

一
日
も
鰹
な
い
う
ち
に
、
願
い
は
か
な
え
ら
れ
た
。

ω皇
一
帝
の
抱
く
紳
事
(
回
目
ιー

ω
-
5
2
0
や
敬
一
脚
論

2
E帥
?
3
2
E
)
に
つ
い
て
何
が
し
か
知
っ
て
い
る
者
は
、

〔
自
ら
の
〕
心
地
よ
い
慣

習
に
射
し
て
重
き
を
お
こ
う
と
は
せ
ず

〔
皇
帝
の
〕
慈
悲
の
横
溢
と
正
義
の
愛
好
を
何
ほ
ど
か
理
解
す
る
者
は
、
こ
う
し
た

か
つ
ま
た

世
界
を
飾
る
優
美
さ
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
の
こ
と

を
あ
ま
り
知
ろ
う
と
し
な
い
。
入
門

(
E
E
C
を
願
い
出
る
者
を
受
け
入
れ
る
の
に
、

こ
と
(
奇
跡
)
を
自
に
し
て
も
驚
き
は
し
な
い
。

度
量
鴻
大
な
皇
帝
は

皇
帝
一
は
躍
賭
す
る
。
皇
帝
は
し
ば
し
ば
、

き
を
受
け
る
こ
と
よ
り
以
上
の
こ
と
が
、
余
に
ど
う
し
て
で
き
る
と
い
う
の
か
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
忠
誠
の
験
が
一
人
〔
の
人

皇
帝
は
日
曜
日
に
世
界
を
照
ら
す
太
陽
の
光
の
も
と
で

導

物
〕
の
額
に
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
、

皇
一
帝
の
承
認
を
懸
命
に
求
め
る
と
、

彼

-104 

こ
の
よ
う
な
質
朴
さ
と
勤
勉
さ
を
も
っ
て
、

〔
こ
れ
ま
で
の
〕
信
仰
の
外
套
を
肩
か
ら
脱
ぎ
捨
て
、

(

ロ

)

え
る
投
げ
縄

P
R
E
E
)
と
考
え
て
い
る
。

を
〕
受
け
入
れ
る

(rFfm曲目
'
H
L
H
-
2
2
5。
そ
し
て
、

何
千
と
レ
う
人
々
が
あ
ら
ゆ
る
園

入
門
し
た
教
圏
(
回
二
ω
ニ
$
を
ば
、

あ
ら
ゆ
る
幸
一
帽
を
捉

々
か
ら
や
っ
て
き
て
、

ωこ
の
永
遠
の
幸
一
帽
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
き
、

探
求
者
(
』

0
3・
ヨ
帥
官
官
新
し
い
信
仰
組
織
へ
の
入
門
者
の
こ
と
)
は
タ
ー
バ
ン
を
手
に

取
っ
て
頭
を
皇
一
一
帝
の
足
に
お
く
。

そ
し
て
所
作
の
言
語

(grE'M
冨

σ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〔
如
き
幾
ら
ぬ
〕
指
導
と

心
の
顔
(
『
回
1
1
E
3
を

「
恒
星
の

自
費
め
の
幸
運
を
え
て
、
あ
れ
こ
れ
の
破
滅
の
倉
庫
で
あ
る
う
ぬ
ぼ
れ
と
濁
り
善
が
り
を
頭
か
ら
投
げ
棄
て
、

構
賛
の
的
(
ロ
石
削
可
阿
佐
官
ろ
に
向
け
ま
す
。
そ
し
て
永
遠
の
生
命
を
も
た
ら
す
寓
病
薬

C
宮

E
Z〉
の
探
求
に
波
頭
し
ま
す
」
と
。

た
い
じ
ん

紳
の
助
け
を
受
け
た
大
人
(
ア
ク
パ
ル
)
は
慈
愛
の
手
を
延
ば
し
、
叩
頭
者
を
引
き
起
こ
す
。
そ
し
て
彼
の
タ
ー
バ
ン
を
代
っ
て
被
ら
せ

(

日

)

口
舌
に
よ
ら
ぬ
言
語
(

N
岳
山
口
ム

Z
E芯
巴
〉
で
次
の
よ
う
に
俸
え
る
。

七、
の

て
や
り
、

「
高
貴
な
意
圃
〔
を
も
っ
人
物
〕

は
助
け
を
え
て
立
ち

上
が
っ
た
。
彼
は
現
象
の
消
滅
(
ロ

Z
2
1
E
ω
寸

E
目
帥
)
と
員
賓
の
貫
在

(
F
E
Z
-
三

τ企
A
C

を
信
ず
る
に
至
っ
た
」
と
。

そ
し
て
、
偉



ハ
M
)

ハ
日
〉

犬
た
る
名
に
し
て
聖
な
る
と
と
ば
ア
ヅ
ラ

1
フ
・
ア
グ
パ
ル

(
E
Z
E
品
E
る
の
刻
ま
れ
た
特
別
の
シ
ャ
ス
ト

(
ω
r
a
)
が
彼
に
授
け
ら

れ
る
。
そ
れ
に
は
衣
の
よ
う
な
意
が
示
さ
れ
て
い
る
。

字
句

(EdgJ。

清
い
シ
ャ
ス
ト
と
清
い
見
地
官
印
刷
月
)
は
過
ち
を
犯
さ
ず

員
賓
の
探
求
の
支
持
者
た
ち
は
世
界
主
〈
ア
ク
パ
ル
〉
の
素
晴
し
い
吠
態
を
自
に
し
、

時
に
雁
じ
て
指
導
を
受
け
る
。
そ
し
て
無
言
の
言

語

(
N
m
r
E
B
F
r
v帥自
o
m
E
〉
で
な
さ
れ
る
、

知
恵
を
増
す
さ
ま
ざ
ま
な
助
言
を
受
け
、

聖
な
る
泉
か
ら
た
っ
ぷ
り
と
恩
寵
〈
ω
可
与
ふ
と
を

取
り
入
れ
る
。
彼
ら
は
見
識
と
行
震
に
新
た
な
輝
き
を
増
し
て
い
く
。
あ
る
者
た
ち
に
は
、
忍
耐
の
程
度
に
鷹
じ
て
、
快
い
こ
と
ば
へ
と

知
識
の
重
厚
さ

(
m
Eロ
'
Z
Z
仏
帥
口
正
じ
が
饗
え
ら
れ
て
い
く
。

〔
皇
帝
一
が
〕
人
々
を
受
け
入
れ
、

重
い
病
気
を
治
し
、

深
刻
な
苦
悩
を

癒
す
こ
と
に
つ
い
て
の
明
白
な
説
明
を
、
こ
こ
で
立
ち
入
っ
て
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
時
聞
に
徐
裕
が
あ
っ
て
、
し
か
も
人
生
に

(

日

)

も
う
一
巡
り
が
あ
る
な
ら
ば
、
も
う
一
巻
を
〔
著
し
て
〕
喜
ん
で
宮
股
へ
持
ち
込
む
で
あ
ろ
う
。

(

ロ

)

ω入
門
を
認
め
ら
れ
た
者
た
ち
同
士
が
舎
っ
た
と
き
の
し
き
た
り

Q
d〉
は
、
一
方
が
「
ア
ヅ
ラ
l
フ
・
ア
ク
パ
ル
」
と
い
う
と
、
他

ハ
四
)

方
が
「
ジ
ャ
ッ
ラ
・
ジ
ャ
ラ
l
ル
フ
己
と
E
V
E
-ロ
E
〉
」
と
返
答
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
皇
帝
の
望
む
と
こ
ろ
は
、

-105ー

〔
こ
の
挨
拶

に
よ
っ
て
〕
彼
ら
が
存
在
の
根
源
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、

ま
た
神
の
恩
寵
と
慈
愛
を
記
憶
に
と
ど
め
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
皇
帝
の
命
令

に
よ
っ
て
、
入
門
者
の
死
後
に
聞
か
れ
る
追
善
の
宴

(
r
E
H同
日
・
帥
聞
と
は
、

生
き
て
い
る
聞
に
完
了
し
て
お
い
て
、
あ
の
世
へ
の
腹
立
ち

の
支
度
が
前
も
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
。
入
門
者
た
ち
は
毎
年
〔
自
分
の
〕
誕
生
日
に
宴
舎
を
聞
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
趣
向
の
宴
席
を

か
く
し
て
長
途
の
〔
旗
立
ち
へ
の
〕
支
度
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
皇
一
帝
の
命
に
よ
っ
て
、

肉
食
を
控
え
る
こ
と
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
。
入
門
者
一
同

(
E
B
m
E
E
)
に
禁
令
が
出
て
い
る
最
中
に
、
何
人
か
が
そ
れ
(
肉
食
)
に

し
か
し
な
が
ら
、
各
自
の
誕
生
月
に
は
、
そ
れ
に
近
づ
こ
う
と
は
し
な
い
。
ま
た
自
ら
屠
っ
た
も

設
け
る
。
彼
ら
は
慈
善
の
手
を
贋
げ
、

手
を
染
め
て
も
汚
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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の
〈
禽
獣
〉
に
近
づ
い
て
、

そ
の
肉
を
食
べ
る
こ
と
も
し
な
い
。

彼
ら
は
屠
殺
人
や
漁
師
、
鳥
捕
り
と
コ
ッ
プ
を
共
用
し
な
い
。
彼
ら
は
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不
妊
者
、
年
頃
に
な
ら
ぬ
女
と
閥
係
を
も
た
な
い
。

(『
ア
ク
バ

ル
舎
典
』
第
一
巻

一
五
八

l
二
ハ
一
頁
)

妊
婦
、
老
婦
、

以
上
が
「
禽
導
者
の
篠
」
の
全
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

は
じ
め
の
と
こ
ろ
で
、
世
上
、
精
神
世
界
と
現
寅
世
界
の
指
導
者
が
劃
立
す
る
よ

う
に
な
り
、
加
え
て
諸
集
園
が
溺
自
の
信
仰
を
立
て
、
争
い
と
混
観
が
生
ず
る
よ
う
に
な
る
か
ら
、
世
界
主
H
皇
帝
は
精
神
世
界
の
指
導
を
も

ア
ク
バ
ル
は
出
生
時
よ
り
こ
の
よ
う
な
精
神
世
界
の
指
導
を
兼
ね
る

つ
い
に
時
代
の
因
習
に
着
目
し
、
機
導
者
と
な

兼
ね
る
こ
と
と
な
る
こ
と
が
、
先
ず
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
次
い
で
、

世
界
主
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
が
、

し
ば
ら
く
門
外
漢
と
し
て
と
ど
ま
っ
た
後
に
、

彼
は
枇
曾
各
階
層
か
ら
な
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
懇
願
に
劃
し
て
救
済
の
道
を
開
き
、

た
、
と
さ
れ
る
。
ま
た
皇
帝
ア
ク
バ
ル
を
紹
封
的
権
威
と
す
る
新
し
い
信
仰
組
織
宝

E
Z〉
へ
の
入
門
守
主
旦
)
を
何
千
と
レ
う
人
々
が
希

望
し
た
こ
と
や
、
入
門
の
際
の
儀
式
、
入
門
者
同
士
の
聞
で
な
さ
れ
る
挨
拶
、
彼
ら
の
寅
践
す
べ
き
行
な
い
な
ど
が
、

ωωω
の
各
文
章
に
よ

っ
て
か
な
り
具
鰻
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

ωiω
は
、
注
(
ロ
)
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ア
ク
パ
ル
の
新
し
い
信
仰
組
織
に
つ
い

て
具
臨
的
に
鯛
れ
た
『
ア
ク
パ
ル
曾
典
』
唯
一
の
箇
所
で
あ
り
、
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
に
批
判
的
で
あ
っ
た
、
ア
ク
バ

る
こ
と
を
決
意
し
た
。

そ
の
結
果
、

「
奇
跡
」
も
行
つ
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ル
時
代
の
い
ま
一
人
の
歴
史
家
パ
ダ

l
ウ
ニ

l
は
、
こ
の
新
し
い
信
仰
組
織
が
「
タ
ウ
ヒ

l
デ
ィ

・
イ
ラ

l
ヒ
l
」
(
聖
な
る
唯
一
性
な
い
し
聖
な

(

印

)

る
一
種
性
の
意
)
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
謹
言
し
て
い
る
。

『
ア
ク
パ
ル
舎
典
』
の
記
述
口

右
に
見
た
よ
う
な
皇
帝
権
に
つ
い
て
の
記
述
と
よ
く
似
た
内
容
は
、

『
ア
ク
パ
ル
舎
典
』
の
序
言
〈

g
Z包
含
目
白
)
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て

い
る
。
衣
に
、
節
を
改
め
て
そ
れ
を
こ
こ
に
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ω川
門
並
ぶ
者
な
く
公
正
な
御
方
(
神
〉
の
考
え
で
は
、
皇
帝
権
(
志
仏
国

E
E〉
よ
り
も
崇
高
な
権
威
は
存
在
せ
ず
、

ま
た
す
べ
て
の
賢
者
は
皇

一帝
の
幸
運
の
水
槽
か
ら
水
を
飲
む
。
皇
一
帝
は
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
反
抗
心
を
癒
し
て
世
人
を
随
順
に
さ
せ
、
援
り
所
を
求
め
る
者
を
納
得

パ

1
ド

(EL)
が
堅
固
と
所
有
を
意
味
し
、
シ
ャ

!
?
E
Z
が
根
本
と

さ
せ
る
。
皇
帝
一
守
立
与
岱
〉
と
い
う
言
葉
の
意
味
も
ま
た
、



主
君
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
手
掛
り
と
な
る
。
皇
帝
は
堅
固
と
所
有
の
根
本
で
あ
り
主
君
で
あ
る
。
も
し
も
主
権
者

Q
R
B
Z・2
4
q
s

の
威
巌
が
な
け
れ
ば
、

さ
ま
ざ
ま
な
反
観
は
ど
の
よ
う
に
し
て
鎮
ま
り
、
野
心
は
い
か
に
し
て
終
息
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
人
々
は
不
法
と

貧
欲
の
重
荷
の
下
で
破
滅
の
淵
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
い
、
世
の
中
の
市
場
は
活
気
を
失
い
、

や
が
て
こ
の
地
上
は
荒
臨
成
し
て
し
ま
う
。
皇

一
帝
が
放
っ
公
正
の
光

Q
R
o
m
E
E
t
E
)
に
従
っ
て
、

あ
る
者
た
ち
は
晴
れ
や
か
な
顔
を
し
て
従
順
の
道
を
た
ど
り
、
他
の
者
た
ち
は

慮
罰
を
恐
れ
て
暴
力
に
訴
え
る
こ
と
を
差
し
控
え
、
否
麿
な
く
廉
直
の
道
を
急
い
で
進
む
。
さ
ら
に
シ
ャ
l
〔
と
い
う
言
葉
〕

は

、ン

ヤ

ー
サ
ワ

l
ル

(

臼

E
r・2
4弓
削
吋
優
れ
た
騎
士
)
や
シ
ャ
l
ラ
l
〈

ω
E
F
z
r
大
通
り
〉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

同
類
を
越
え
た
も
の
を
意
味
す

る
。
ま
た
皇
帝
は
新
郎
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
世
界
は
新
妻
と
し
て
新
郎
と
結
婚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
崇
奔
者
と
な
る
の
で
あ

る。ω見
識
の
な
い
愚
か
者
た
ち
は
、
異
質
の
君
主
Q
R
E
E
'
F口
H
H
P
1
τ
ρ
石
〉
と
利
己
的
な
支
配
者
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
雨
者
に
は
満
杯
の
財
庫
や
、
多
数
の
兵
士
、
有
能
な
役
人
た
ち
、
従
順
な
臣
下
、
多
く
の
事
者
や
技
術
者
た
ち
、
豊
富
な
享
楽
手
段
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が
集
ま
っ
て
く
る
が
、
愚
か
者
た
ち
は
〔
雨
者
の
遣
い
を
〕

い
か
に
し
て
識
別
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
深
い
観
察
に
よ
る

公
正
な
見
方
が
現
れ
る
。
列
島
争
し
た
事
柄
は
、
前
者
〈
員
賓
の
君
主
〉
で
は
永
績
し
、
後
者
(
利
己
的
な
支
配
者
)
で
は
急
速
に
消
滅
す
る
。

前
者
は
こ
う
し
た
事
柄
に
心
を
向
け
る
こ
と
は
な
い
。
心
に
抱
く
こ
と
の
す
べ
て
は
、
〔
人
々
の
〕
苦
悩
を
取
り
除
き
、
事
柄
に
適
切
さ

を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
安
寧
や
、
健
康
、
貞
節
、
正
義
、
親
切
、
正
直
、
員
賞
、
誠
買
さ
の
増
大
な
ど
が
、
そ
の
結
果
生
じ
て
く

る
。
後
者
は
外
面
的
な
目
的
の
達
成
や
、
自
己
額
示
、
臣
下
の
盲
従
、
自
己
の
快
楽
追
求
に
取
り
つ
か
れ
る
。
そ
し
て
恐
怖
と
不
安
、
戦

争
と
暴
虐
、
不
信
心
と
略
奪
が
盛
ん
と
な
る
(
『
ア
ク
バ
ル
舎
典
』
第
一
巻
、
二
頁
)
。

世
界
を
照
ら
す
太
陽
か
ら
渡
し
た
光
で
あ
り
、

完
壁
な
諸
書
の

335 

ω的
皇
一
帝
楼
(
司
立
回
E
F
C
は
並
ぶ
者
な
き
紳
よ
り
出
づ
る
輝
き
で
あ
り
、

(

初

)

梗
概
で
あ
り
、
諸
徳
の
集
約
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
日
の
言
葉
で
フ
ァ
ッ
リ
・
イ
l
ザ
デ
ィ

l

Q

R
円』ご
E
E
紳
の
光
)
と
呼
ば
れ
て
お

hHノ

い
に
し
え
で
は
キ
ヤ
l
ン
・
フ
ラ
宗
石

E
5
5同
世
の
光
)
と
呼
ば
れ
た
。
中
聞
の
介
在
者
無
し
に
、
可
能
力
を
持
つ
手
が

〔
紳
か
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ら
直
接
的
に
〕
至
高
な
る
御
方
(
皇
帝
)
に
輿
え
ら
れ
、

す
べ
て
の
者
は
そ
の
人
を
自
に
す
る
と
鎖
仰
の
額
を
従
順
の
地
に
つ
け
る
。
そ

し
て
〔
皇
帝
の
も
つ
〕
多
く
の
優
れ
た
属
性
が
、
そ
の
光
か
ら
委
を
現
し
て
く
る
。

ω
〔
そ
の
一
つ
は
〕
人
々
の
父
擢
的
保
護
守
正
常
同
1
1
E司
E
S
S
5
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
は
皇
帝
の
お
か
げ
で
安
寧
に
過
ご
し
、

〔
皇
帝
は
〕
最
高
の
知
恵
で
も
っ
て
時
代
の
精
神
(
ヨ
お
と
・
ご
O

N

t
『

)

宗
教
の
遣
い
に
よ
っ
て
争
い
の
挨
が
立
ち
の
ぼ
る
こ
と
は
な
い
。

を
把
握
し
、

そ
れ
に
庭
じ
て
事
を
な
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

気
に
食
わ
ぬ
も
の
を
自
に
し
て
も
動
揺
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
見
分
け
が
つ

ω決
は
度
量
の
大
き
さ
(
芯
ユ
rv
ャー

τロ
ゆ
と
乙
で
あ
る
。

か
な
い
よ
う
な
混
凱
に
よ
っ
て
心
が
塞
ぐ
こ
と
も
な
い
。
勇
気
が
働
く
か
ら
で
あ
る
。
天
輿
の
勇
猛
さ
に
よ
っ
て
懲
罰
の
能
力
は
倍
加
さ

れ
て
お
り
、
罪
人
の
位
に
よ
っ
て
懲
罰
の
執
行
に
手
心
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
高
き
者
も
低
き
者
も
、
そ
の
願
い
は
取
り
上
げ
ら

れ
、
要
望
が
期
待
外
れ
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
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川
開
次
は
日
々
増
大
す
る
信
仰

(
g
3
r
r巳
'
F
H
O
N
-
ω

守
口
口
)
で
あ
る
。

〔
皇
帝
は
〕
員
質
の
能
動
者

(
E円
m
e
l
-
f
z
E
C
が
並
ぶ
者
な
き
神

で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、

そ
の
た
め
、
動
機
の
遣
い
に
よ
っ
て
混
凱
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

仙

w
次
は
紳
の
覗
一
隅
(
阿
国
釦
内
回
目

E
u
b可
E
r
)

で
あ
る
。
成
功
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
瀬
惰
と
な
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
失
望
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

卑
屈
と
な
っ
た
り
混
能
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
欲
望
の
手
綱
を
理
性
の
手
に
持
ち
、
欲
望
の
世
界
に
お
い
て
も
落
ち
着
き
の
な
さ
に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
必
要
で
な
い
も
の
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
執
着
せ
ず
、
激
し
い
怒
り
も
理
性
の
統
御
下
に
お
く
。
富
目

的
な
怒
り
が
野
放
聞
に
解
き
放
た
れ
る
こ
と
は
な
く
、
軽
率
な
行
い
が
羽
目
を
外
す
こ
と
も
な
い
。

的
〔
皇
帝
は
〕
高
雅
さ
の
上
に
座
を
占
め
て
い
る
。
道
か
ら
逸
れ
た
者
た
ち
に
は
、
復
蹄
す
る
た
め
の
元
手
が
残
さ
れ
て
お
り
、
破
廉
恥

を
隠
す
帳
が
引
き
裂
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
裁
剣
で
は
、
あ
た
か
も
自
ら
が
被
告
で
あ
り
、
申
し
立
て
人
が
剣
事
で
あ
る
か
の
よ
う
な
姿

勢
を
示
す
。
申
し
立
て
人
た
ち
が
扶
手
し
て
待
ち
績
け
る
こ
と
は
な
い
。

人
々
が
創
造
主
の
意
に
従
っ
て
心
地
好
く
過
ご
す
よ
う
に
努

め
、
理
性

(az-)
に
反
し
て
人
々
に
満
足
を
得
し
め
よ
う
と
は
し
な
い
。
絶
え
ず
異
質
を
語
る
者
た
ち
〈
官

2
mロ
ユ
と
を
探
し
求
め
、



苦
味
が
あ
る
が
甘
い
結
果
を
も
た
ら
す
言
葉
に
立
腹
す
る
こ
と
は
な
い
。
〔
皇
帝
は
〕
言
葉
の
〔
内
容
上
の
〕
特
徴

(
E
R
e
-
r
b
F
2
5
2〉

と
進
言
者
の
立
場
(
白
色
身
己
を
考
慮
す
る
。
自
ら
抑
匪
し
な
い
こ
と
に
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、
一
帝
一
圏
内
に
不
正
の
行
わ
れ
な
い
こ
と

を
望
む
の
で
あ
る
。

(
『
ア
ク
パ
ル
曾
典
』
第
一
巻
、
二
一
一
一
頁
〉

〔
人
の
〕
骨
格
の
均
衡

C
J
E
H

ω
〔
皇
帝
は
〕
常
に
世
の
人
々
の
健
康
の
観
察
に
気
を
配
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
に
治
療
を
施
す
。

回
目
削
む
が
諸
要
素
の
卒
衡

(SEE--Fa自
主
『
)
に
よ
っ
て
生
ず
る
よ
う
に
、
人
類
の
骨
格
(
構
成
)
も
ま
た
諸
階
級
の
卒
衡
に
よ

っ
て

均
衡
が
築
か
れ
る
。
そ
し
て
親
愛
と
調
和

(3rsa壬
ロ
ロ
可
品
・
ピ

EZ)
の
光
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
々
は
一
瞳
と
な
る
。

(
『
ア
ク
パ
ル
曾

典
』
第
一
巻
、
三
頁
〉

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
皇
帝
を
意
味
す
る
パ

l
ド
シ
ャ
!
と
い
う
こ
と
ば
が
、

堅
固
、
所
有
を
-
意
味
す
る
パ

l
ド
と
、
根
本
、
主
君
を
意
味

す
る
シ
ャ
!
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
皇
帝
は
世
の
堅
固
つ
ま
り
安
定
と
所
有
つ
ま
り
繁
築
の
大
本
で
あ
る
、
と

-109ー

ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
は
ま
ず
主
張
す
る
。
ま
た
皇
一
帝
は
、
新
妻
た
る
世
界
が
敬
愛
し
、
山
宗
奔
す
る
新
郎
の
よ
う
な
も
の
だ
、
と
の
た
と
え
も
示

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

ヒ
ン
ド
ゥ

l
教
に
見
ら
れ
る
イ
ン
ド
の
停
統
的
な
夫
婦
視
を
踏
ま
え
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
員
賓
の
君
主
と
利
己
的

な
支
配
者
と
の
遣
い
に
つ
い
て
も
、
雨
者
を
劉
照
さ
せ
な
が
ら
明
確
に
述
べ
る
。

さ
ら
に
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
は
、
皇
帝
擦
は
神
よ
り
出
づ
る
輝
き
、
太
陽
か
ら
護
す
る
光
、
完
壁
な
書
物
の
梗
概
、
諸
徳
の
集
約
所
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
皇
帝
の
も
つ
優
れ
た
腐
性
と
し
て
五
黙
列
奉
す
る
と
と
も
に
、
人
瞳
の
骨
格
が
諸
要
素
の
卒
衡
に
よ
っ
て

均
衡
を
保
つ
よ
う
に
、
人
類
の
構
成
も
ま
た
諸
階
級
の
卒
衡
に
よ
っ
て
均
衡
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
、
と
の
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。

『
ア
ク
パ
ル
・
ナ
l
マ
』
の
記
述

ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
の
皇
帝
観
に
閲
す
る
記
述
は
、

『
ア
ク
バ
ル
・
ナ

1
7
』
の
あ
ち
こ
ち
に
お
い
て
も
散
見
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
今
囲
気

3:37 

の
つ
い
た
も
の
を
こ
こ
に
い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
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伺
世
に
光
彩
を
添
え
る
神
が
、
傑
出
し
た
人
々
の
な
か
の
一
人
に
劃
し
て
、
高
貴
な
諸
階
程
を
経
た
後
に
至
高
さ
守
口
NRmM)
を
授
け
、

園

(
Z
E
s
t
-
z
s
s
の
最
高
の
位
に
聞
け
よ
う
と
望
む
時
に
は
、

帝

先
ず
は
じ
め
に
、

統
治
術
に
お
い
て
先
見
の
明
あ
る
理
性
(
・

2
「

内
山
口
ユ
u
H

ロ〉

そ
の
理
性
が
常
に
彼
の
冷
静
な
助
言
者
と
な
る
よ
う
に
し
む
け
る
。

し
か
る
の
ち
に
、
神
は
寛
大
な
度
量
を
授

を
彼
に
興
え
、

け
て
世
上
数
多
の
理
不
室
さ
に
耐
え
る
忍
耐
力
を
培
わ
せ
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

理
不
登
さ
を
目
に
し
て
も
寛
大
な
度
量
の
お
か

げ
で
熟
慮
の
手
綱
を
手
か
ら
放
さ
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
。

つ
い
で
、
紳
は
〔
彼
に
〕
公
正
さ
(
日
与
凶
と
え
)
と
い
う
計
り
知
れ
ぬ
ほ
ど
貴
重

な
賓
石
を
授
け
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
し
い
者
も
見
知
ら
ぬ
者
も
同
一
の
準
則

(
z
r
E
Sロ
〉
の
下
に
お
き
、
個
人
的
な
一
意
一
園

(
防

mr
『
旧
制
ム
ロ
え
切
削
ロ
同
)
に
重
き
を
お
く
こ
と
な
く
、
創
造
の
作
業
場

(
Eみ
E
E
-
-
H
W
L〉
で
作
ら
れ
た
諸
事
象
を
理
解
し
、
清
め
ら
れ

た
内
な
る
世
界

(
Z
h
Eム
自

Z
E
E
ω
〉
を
ば
撃
び
舎
と
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
。
(
『
ア
ク
パ
ル
・
ナ
1
7
』
第
二
巻
、
治
世
七
〈
回
暦
九
六
九
、
西

暦
一
五
六
一
/
六
二
〉
年
、

一
七
三
頁
)

110ー

川
別
料
王
園
の
最
高
位
に
聞
く
者
が
政
治
を
行
う
際
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
敵
で
あ
ろ
う
と
味
方
で
あ
ろ
う
と
、
身
内
の
者
で
あ
ろ
う
と
見

知
ら
ぬ
者
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
抑
座
さ
れ
た
者
(
自
ぷ
Z
日
)
へ
の
正
義

(
E
5
が
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と

で
あ
る
。
暴
虐
の
報
い
は
暴
虐
者
の
襟
元
に
返
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
園
政
に
興
か
る
者
た
ち
並
び
に
宮
廷
に
従
事
す
る
者
た
ち
が
、
自
分

た
ち
の
利
害
に
よ
っ
て
座
政
と
抗
争
を
行
わ
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
あ
っ
て
ほ
し
く
な
い
こ
と
だ
が
、
も
し

慢
心
か
ら
こ
う
し
た
事
態
が
生
ず
れ
ば
、
廉
直
の
土
た
ち
(
円
削
己
主
『

E
Bロ
)
が
そ
の
よ
う
な
暴
虐
に
つ
い
て
報
告
す
る
の
に
障
隠
す
る

こ
と
な
く
、
歴
政
を
受
け
た
人
々
の
賦
態
を
訴
え
る
の
に
勇
気
を
示
せ
る
よ
う
に
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

ω幸
い
な
こ
と
に
、
こ
う
し
た
高
貴
な
性
格
は
、
人
聞
の
力
で
は
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
述
べ
る
の
が
不
可
能
な
よ
う
な
、
皇
帝
一
の
天
賦
の

人
柄

(521印

刷

帥

C

の
う
ち
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
世
界
の
擁
護
者

C
佐
官
・

3
2
2
ア
ク
パ
ル
〉
の
こ
の
資
質
は
、

人
工
と
儒
善
を
排

し
た
至
純
の
性
格
の
う
ち
に
蔵
さ
れ
て
お
り
、
世
の
諸
階
層
は
こ
の
崇
高
な
性
格
を
頼
り
と
し
て
常
に
快
適
な
安
寧
の
町
に
住
み
、
自
分

た
ち
の
慣
習
と
共
同
と
仕
事
と
職
務
に
お
い
て
成
功
と
安
全
を
手
に
し
て
い
る
。
(
『
ア
ク
パ
ル
・
ナ
1
7
』
第
二
巻
、
治
世
九
〈
回
暦
九
七
て



西
暦
一
五
六
三
/
六
四
〉
年
、
二
一
六
頁
〉

的
判
皇
帝
擢
守
主
任
与
問
〉
は
一柳
か
ら
の
賜
物

(
i
q乙
で
あ

っ
て
、
何
千
と
い
う
重
要
な
諸
篠
件
公

E
ユム

m
E
E〉
が
一
人
の
人
物
に

集
ま
っ
て
く
る
ま
で
は
、
か
の
偉
大
な
る
贈
り
物
が
紳
の
宮
廷
〈
島
町
四
島
・
ご
包
含
)
か
ら
授
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
血
筋
の
純
粋
さ

ゃ
、
財
産
の
集
積
、
民
衆
の
結
集
は
、
こ
の
名
血
管
あ
る
事
柄
(
皇
帝
権
)
に
と

っ
て
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。
賢
者
た
ち
に
と

っ
て
明
ら

ミ

炉
ム
門
ノ

+ih
、

カ

7
σ
~
t

か
の
聖
な
る
資
質
の
い
く
つ
か
が
高
遁
な
洞
察
力
や
、
気
高
い
慈
愛
心
、
大
き
な
度
量
、
強
い
忍
耐
力
、
優
れ
た
理
解
力
、

天
輿
の
優
雅
さ
、
生
来
の
大
腸
さ
、

旺
盛
な
正
義
感
、
正
し
い
意
園
、
堂
々
た
る
威
巌
、
適
切
な
行
動
、
深
い
思
慮
、
気
回
開
の
あ
る
黙
認

(
冨
岡

E
p
z
t
Bロ
ωgfmg)、
正
営
な
言
い
誇
の
容
認
(
ピ
帥
『
・

3
削同ユ・ヨ

z
j〉
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

れ
た
資
質
の
う
ち
、
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
慧
眼
の
哲
事
者
た
ち
宕
長
自
年

3
2
R削
ロ
)
が
古
い
書
物
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
こ
う
し
た
偉
大
な
稽
賛
〔
に
値
す
る
資
質
〕
を
賦
輿
さ
れ
た
者
で
も
、
不
穏
嘗
な
欲
求
や
不
相
臆
な
怒
り
を
克
服
す
る
知
恵
が

こ
の
崇
高
な
位
(
自
自
包
『
ム

2
3
2内
田
皇
脅
位
)
に
聞
く
に
ふ
さ
わ
し
い
者
と
は
な
り
え
な
い
。

こ
れ
ら
す
べ
て
の
優

な
け
れ
ば
、

川
切
さ
ら
に
こ
の
高
貴
な
位
に
聞
い
て
も
、

普
遍
的
和
解
(
主
士

FE--)
を
求
め
ず
、
ま
た
諸
民
族

C
Z巴『
6
H
E伽
日
〉
と
諸
階
層

(

況

)

(官

z
t
Z
E
E
-〉
に
射
し
て
寅
母
と
な

っ
た
り
継
母
と
な

っ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
劃
し
て
養
育
と
慈
愛
の
眼
を
向
け

る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
至
高
の
支
配
位

(
2
Z
E
E
-
R
B同
皇
帯
位
)
に
ふ
さ
わ
し
い
者
と
は
な
り
え
な
い
。

神
の
お
か
げ
で
、

皇
帝

の
御
人
柄
は
完
全
な
諸
資
質
主

Z
Z
E日
包
)
の
泉
で
あ
り
、

聖
な
る
諸
性
向
(
自
弘
島
削
工
官
公
♂
占
)
の
鏑
厭
で
あ
る
。

世
界
の
主

(
r
E
L
2・
t帥
Z
B
ア
ク
パ
ル
〉
の
偉
大
さ
を
説
明
す
る
に
は
、
何
巻
の
書
物
を
も
っ
て
し
て
も
十
分
で
は
な
い
。

お
お
よ
そ
の
言
及
に
よ

っ
て、

レ
か
ほ
ど
ま
で
こ
の
こ
と
(
偉
大
さ
の
説
明
〉
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
よ
う
ぞ
。
汝
が
も
っ
す
べ
て
の
も
の
を
出
し
切
れ
。
そ
し
て

〔
そ
の
上
で
〕
我

々
の
現
質
上
お
よ
び
精
神
上
の
皇
帝
な
包
臼

E
r
'
J
E箆
ロ
ヨ
与
る
)
た
る
世
界
の
修
飾
者

眼
力
を
身
に
つ
け
よ
。

(
』
佐
官
ふ
『
帥
ア
ク
パ
ル
〉
の
諸
徳
(ω

宮
自
主
【
〉
を
、

よ
く
よ
く
眺
め
よ
。
そ
う
す
れ
ば
、
皇
帝
権
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、

帝
国
ヵ、
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い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
か
、
汝
は
知
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(『ア
クパ

ル
・
ナ
l

マ
』
第
二
巻
、

治
世
一
一
一
〈
回
暦
九
七
四
、

西
暦
一
五
六
六
/
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六
七
〉
年
、
二
八
五
頁
〉

的
世
界
の
番
人
(
』
各

E
-
Zロ
)
た
る
皇
一
帝
(
日
吉
包
『

H
d
z
-
S
は
、
員
買
の
と
こ
ろ
見
張
人
で
あ
り
、
後
見
人
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
我
が

皇一帝

(τ均
三

;
Z
Eロ
ωErC
は
正
義
の
遂
行
を
め
ざ
さ
れ
、
以
前
の
大
概
の
君
主
た
ち
に
反
し
て
、
臣
民
(
『
ち
百
件
)
の
卒
安
を
御
身

の
安
寧
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
御
自
身
の
喜
び
を
、
人
々
(
罫
己
主
巴
の
安
穫
の
う
ち
に
見
出
し
て
お
ら
れ
る
。

(
『
ア
ク
パ
ル

ナ
!
?
』
第
二
巻
、
治
世
一
一
一
年
、
二
八
九
頁
〉

ω川
円
玉
座
に
お
聞
き
の
方
は
普
遍
的
和
解

(
1
t
r
c
Z
)
を
め
ざ
さ
れ
る
王
で
あ
る
ゆ
え
、
盆
な
き
錯
綜
事
の
詮
索
好
き
や
取
り
留
め
な
い

思
考
の
無
駄
口
叩
き
に
射
し
て
、
さ
し
た
る
詰
責
を
下
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
愚
か
な
堕
落
者
た
ち
は
、
幸
福
の
足
場
を
失
っ
て
い
っ

た
。
そ
し
て
彼
ら
は
邪
悪
な
一
意
園
と
曲
が
っ
た
心
根
の
ゆ
え
に
、
邪
ま
な
企
み
の
泥
の
な
か
に
沈
ん
で
い
っ
た
。
空
言
を
述
べ
立
て
る
中

傷
者
た
ち
が
、
こ
の
た
め
に
大
繁
盛
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

不
幸
の
荒
野
に
い
る
不
満
を
抱
く
者
た
ち
の
何
人
か
は

時
代
の
大
君

-112-

(
F
E
z
t
z日
仰
と
が
並
ぶ
者
な
き
紳
の
預
言
者

(
4
2
5岳
町
)
に
な
り
た
い
と
い
う
思
い
に
心
底
取
り
つ
か
れ
た
、
と
い
う
陰
口
を

激
し
く
叩
く
よ
う
に
な
っ
た
。

ωこ
の
撹
蹴
者
た
ち
が
思
い
つ
い
た
誼
擦
と
い
う
の
は
、
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
知
識
の
探
求
者
で
あ
る
皇
帝
は
、
常
々
類

い
ま
れ
な
諸
法
典
(
帥
」
ロ
冨
〉
を
提
案
し
、
宗
教
と
俗
界

2
g
ロ
含
ミ
帥
)
の
田
の
字
形
花
壇
〈

n
Z
E
3
E
B
g
)
を
潤
し
、

先
人
た
ち

の
残
し
た
も
の
の
な
か
に
混
じ
っ
て
い
る
疑
わ
し
い
言
葉
に
異
を
稽
え
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
先
見
の
明
が
な
く
、

心
の
動
轄
し
た
者

共
は
こ
の
よ
う
な
考
え
に
取
り
つ
か
れ
た
の
だ
っ
た
。
ま
た
、

〔
皇
一
帝
が
〕
慣
習

2
・E
〉
に
反
し
て
説
教

(rvz
ち
と
を
行
い
、
熟
慮

の
足
を
説
教
壇
に
踏
み
し
め
て
衆
人
の
鰐
導

(
g
r
E
E
B
E
C
を
な
さ
ん
と
す
る
の
を
目
に
し
た
こ
と
が
、

邪
悪
な
考
え
の
道
連
れ
と
な

っ
た
。
多
く
の
人
々
は
聞
く
耳
を
塞
ぎ
、
虚
儒
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
信
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
騒
動
を
引
き
起
こ
そ

う
と
す
る
悪
黛
た
ち
公

c
F
2・
包
品
ロ
)
が
大
い
に
は
び
こ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
(
『
ア
ク
パ
ル
・
ナ
l

マ
』
第
三
巻
、
治
世
二
四
〈
回
暦
九
八
七
、

西
暦
一
五
七
九
/
八

O
〉
年
、
二
七
一
|
二
七
二
頁
〉



『
ア
ク
パ
ル
・
ナ
!
?
』
に
は
、
右
の
よ
う
に
述
べ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
で
は
、

傑
出
し
た
人
物
を
選
ん
で
皇
帝
た
ら
し
め
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ま
ず
仰
に
お
い
て
、
神
が
人
々
の
な
か
の

つ
い
で
削
に
お
い
て
、
皇
帝
は
正
義
の
執
行
者
で
あ
り
、
天
賦
の

高
貴
な
性
格
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
切
に
お
い
て
は
、
優
れ
た
諸
資
質
に
恵
ま
れ
た
皇
帝
は
、
普
遍

的
和
解
の
遂
行
者
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
刷
で
は
、
皇
帝
は
世
界
の
番
人
で
あ
り
、
見
張
り
人
、
後
見
人
で
あ
る
と
も

述
べ
て
い
る
。

川
仰
は
、
皇
帝一
ア
ク
パ
ル
が
普
遍
的
和
解
を
め
ざ
す
施
策
を
と
ろ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
帝
一
圏
内
の
不
卒
を
抱
く
者
た
ち
は
皇
帝
が
紳

の
預
言
者
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と
の
陰
口
を
激
し
く
叩
き
、
騒
動
を
引
き
起
こ
そ
う
と
す
る
悪
黛
た
ち
が
大
い
に
は
び
こ
る
こ
と
と
な
っ

た
、
と
述
べ
て
レ
る
。
こ
れ
は
、

ア
ク
バ
ル
の
治
世
二
四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
ベ
ン
ガ
ル
地
方
で
反
凱
が
起
こ
り
、

こ
れ
に
カ
l
ブ
ル
に
い

た
ア
ク
パ
ル
の
異
母
弟
ミ

l
ル
ザ
l

・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ハ
キ
l
ム
(
玄
回
目
帥
玄
ロ

τ日
目
色
恒
品
回
目
〉
が
呼
躍
し
て
、

一
帝
園
に
重
大
な
事
態
が
護

-113ー

生
し
た
こ
と
を
さ
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ω川
仰
で
述
べ
て
い
る
ア
ク
パ
ル
の
説
教
宗
吉
伸

E
)
は

そ
れ
が
不
首
尾
に
終
っ
た
だ
け
に
、

右
の
重
大
事
態
の
誕
生
の
一
つ
の
伏
線
と
な

五
七
九
年
六
月
二
六
日
)
、

こ
の
ア
ク
バ
ル
の
説
教
事
件
は
回
暦
九
八
七
年
第
一
ジ
ュ
マ

l
ダ
月
初
一
日
の
金
躍
日
(
一

首
都
フ
ァ
テ
プ
ル
・
シ
l
ク
リ
l
の
金
躍
モ
ス
ク
に
お
い
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
日
ア
ク
バ
ル
は
、
テ
ィ

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
パ
ダ

1
ウ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、

ム
l
ル
等
史
上
の
著
名
な
君
主
に
倣
っ
て
自
分
も
フ
ト
パ
を
唱
す
る
こ
と
と
し
、

ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
の
兄
シ
ャ
イ
フ
・
フ
ァ
イ
ジ

l
の
草
し

た
三
つ
の
封
句
か
ら
な
る
詩
を
謹
ん
で
い
た
が
、
突
然
口
ご
も
っ
て
韓
が
震
え
出
し
て
し
ま
っ
た

(ZBU函
razzn
官
官
同

ω
E
E
E
P
Z
R陶

氏

S
E
E
)。
そ
し
て
よ
う
や
く
の
こ
と
、
こ
の
詩
の
中
途
ま
で
謹
ん
だ
と
こ
ろ
で
説
教
壇

(
E
5
R
)
か
ら
降
り
て
し
ま
い
、
後
は
宮
廷
一専
属

の
説
教
者
に
委
ね
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
い
ろ
い
ろ
な
憶
測
を
生
み
、
反
ア
ク
パ
ル
涯
に
は
絶
好
の
口
寅
を
興
え

(

忽

)

る
も
の
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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し
か
も
一
層
深
刻
な
伏
線
と
な
っ
た
も
の
は
、

右
の
重
大
事
態
護
生
の
い
ま
一
つ
の
、

同
じ
く
回
暦
九
八
七
年
の
ラ
ジ
ャ
ブ
月
(
一
五
七
九
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思
想
界
の
指
導
的
人
物
六
人
の
署
名
を
付
し
て
護
表
さ
れ
た
、

(
お
)

認
め
る
宣
言
文
(
ヨ
与
S
乙
の
公
表
で
あ
っ
た
。

ア
ク
パ
ル
を
宗
教
上
の
最
高
権
威
者
と
し
て

年
九
月
)
に
、

首
時
の
宗
教
界
、

ペダ
1
ウ
ニ

l
は

こ
の
よ
う
な
反
凱
震
生
の
翌
年
の
朕
況
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

帥
こ
の
年
(
回
暦
九
八
八
、
西
暦
一
五
八
O

/八
一
年
〉
、

卑
し
い
者
共
で
由
学
者
ぶ
る
が
〔
買
の
と
こ
ろ
は
〕
無
能
者
た
ち
が
、
馬
鹿
気
た
主
張

を
行
い
、
今
や
皇
帝
は
時
代
の
主
君
(
包
f
pム
E
自
営
)
で
あ
り
、

(
川
品
)

と
い
い
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。

ム
ス
リ
ム
お
よ
び
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
う
ち
の
七
二
宗
祇

(
E
Z
R
)
の
相

濯
を
取
り
除
く
御
方
で
あ
る
、

四

ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ス
ル
の
皇
帝
観

右
に
紹
介
し
た
『
ア
ク
バ
ル
曾
典
』
と
『
ア
ク
パ
ル
・
ナ
1
7
』
中
の
記
述
か
ら
、

ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
の
皇
帝
一
観
と
し
て
指
摘
で
き
る
こ

-114-

と
を
、
こ
こ
で
ま
と
め
て
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

←) 

皇
帝
は
精
神
世
界
と
現
寅
世
界
整
方
の
衡
導
者

ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
は
現
寅
世
界
の
務
導
者

(
E
F
-
E
E口
ロ
)
で
あ
る
と
と
も
に
、
精
神
世
界
の
轡
導
者
と
な
る
こ
と
も
任

さ
れ
て
い
た

(ωω)。
「
我
々
の
現
質
上
お
よ
び
精
神
上
の
皇
帝
」
と
い
う
表
現
(
例

ω〉
は
、
こ
の
こ
と
を
明
解
に
指
し
示
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
、
皇
帝
は
史
料
的

ωお
よ
び
例
制
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
人
々
の
聞
の
普
遍
的
和
解
公
己
て

E
Z
)
を
め
ざ
し
て
い
く
こ

(

お

)

ア
ラ
ビ
ア
語
ス
ル
フ
公
己
乞
の
用
法
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ス
ル
ヒ
・
ク
ル
」

f1 

「
完
全
な

「
絶
針
的
な
和
卒
」
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
枇
舎
上
、
宗
教
上
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
や
集
固
に
分
か
れ
て
封
立
し
て

い
る
人
々
が
、
轡
導
者
た
る
皇
帝
の
も
と
に
和
解
し
、
卒
安
に
暮
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
一
君
寓
民
思
想
の
も
つ
一
面
を

典
型
的
に
示
し
た
考
え
方
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。

和
解
」



皇
帝
一
は
普
遍
的
和
解
を
追
求
し
て
い
く
た
め
に
、

ω的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
祉
舎
各
層
へ
の
救
済
の
道
を
示
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
皇

帝
が
「
一
人
ひ
と
り
に
射
し
て
適
切
な
回
答
を
輿
え
、
彼
ら
の
内
に
あ
る
困
惑
に
救
済
の
道
を
示
す
」
こ
と
は
、
現
寅
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、

理
念
上
は
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
皇
一
帝
は
「
常
に
世
の
人
々
の
健
康
の
観
察
に
気
を
配
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
に
治

療
を
施
す
」

(ω〉
と
さ
れ
た
。
そ
の
治
療
の
方
法
と
い
う
の
は
、
人
々
が
銘
銘
の
コ
ッ
プ
に
水
を
入
れ
て
皇
帝
の
前
に
差
し
出
し
、
皇
帝
が

こ
れ
に
息
を
吹
き
か
け
て
太
陽
の
光
の
下
で
温
め
る
と
い
う
よ
う
な
皐
純
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

う
な
、
大
勢
の
機
体
し
た
病
人
た
ち
が
、
こ
の
聖
な
る
手
法
に
よ
っ
て
健
康
を
回
復
す
る
」

(ω
伺
〉
と
い
う
。
ま
た
、
員
賓
の
君
主
は
利
己

〔
人
々
の
〕
苦
悩
を
取
り
除
き
、
事
柄
に
適
切
さ
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ

「
熟
達
し
た
瞥
師
で
も
治
療
を
施
せ
な
い
よ

的
な
支
配
者
と
は
封
照
的
に
、

(ωω
〉
と
も
述
べ
て
い
る
。 「

心
に
抱
く
こ
と
の
す
べ
て
は
、

る
Lー

さ
ら
に
、
皇
帝
が
普
遍
的
和
解
を
追
求
し
て
い
く
う
え
で
、
史
料
倒
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
抑
座
さ
れ
た
者
へ
の
正
義
の
質
施
と
、
暴
虐

者
に
劃
す
る
巌
罰
と
が
不
可
依
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
ま
た
例

ωに
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
帝
園
内
の
諸
民
族
、
諸
階
層
に
劃
す
る
差
別
的
な
劃

臆
も
、
普
遍
的
和
解
の
遂
行
に
と
っ
て
障
害
を
な
す
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。

-115ー

口

皇
帝
一
権
は
紳
か
ら
の
賜
物

次
に
、
皇
帝
権
は
紳
か
ら
の
賜
物
で
あ
る
、
と
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
は
主
張
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
史
料

ω例
で
「
皇
帝
擢
は
並
ぶ
者
な
き

紳
よ
り
出
づ
る
輝
き
」
で
あ
る
と
述
べ
、
ま
た
伺
で
「
世
に
光
彩
を
添
え
る
紳
が
、
傑
出
し
た
人
々
の
な
か
の
一
人
に
劃
し
て
、
高
貴
な
諸
階

程
を
経
た
後
に
至
高
さ
を
授
け
、
一
帝
一
園
の
最
高
の
位
に
即
け
よ
う
と
望
む
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
的
判
で
も
「
皇
帝
擦
は
紳
か
ら
の
賜
物
で
あ
っ

て
、
何
千
と
い
う
重
要
な
諸
篠
件
が
一
人
の
人
物
に
集
ま
っ
て
く
る
ま
で
は
、
か
の
偉
大
な
贈
り
物
が
神
の
宮
廷
か
ら
授
け
ら
れ
る
こ
と
は
な

い
」
と
明
解
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
普
遍
的
和
解
の
推
進
者
で
あ
る
皇
帝
一
が
、
枇
舎
の
い
ず
れ
の
集
圏
か
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ら
も
超
絶
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
根
接
づ
け
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
自
然
に
行
き
つ
く
考
え
方
で
あ
っ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ

パ
近
世
の
絶
針
君
主
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に
付
輿
さ
れ
た
一
帝
王
神
権
説
も
、

ま
さ
し
く
こ
れ
と
相
似
た
考
え
方
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
う
し
て
皇
帝
た
る
権
限
を
紳
に
よ
っ
て
付
託
さ
れ
た
皇
帝
は
、
賞
然
の
こ
と
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
優
れ
た
属
性
を
具
え
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ら
は
史
料

ωに
お
い
て
、

ま
と
め
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
、
人
々
に
劃
す
る
父
権
的
保
護
を
有
す
る
と
い
う
属
性
で
あ
る

(ωω)。
こ
の
父
擢
的
保
護
を
護
揮
す
る
た
め
に
、
皇
帝
は
時
代
の
精
神
(
田
町
と
ι

『

ONtる
を
把
握
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
る
。
第
二
は

度
量
の
大
き
さ
と
い
う
属
性
で
あ
る

(ω付
)
。
第
三
は
、
日
々
蒲
増
す
信
仰
を
有
す
る
と
い
う
属
性
で
あ
る

(ωω
〉
。
第
四
は
、
神
の
杭
一
帽

を
受
け
る
と
い
う
属
性
で
あ
る

(ω付
)
。
皇
帝
一
は
紳
か
ら
覗
一
帽
を
受
け
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
瀬
惰
と
な
っ
た
り
卑
屈
と
な
っ
た
り
す
る
こ
と

な
く
、
欲
望
を
制
御
し
怒
り
を
理
性
の
統
御
の
下
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
皇
帝
は
高
雅
さ
を
具
え
て
い
る
と
い
う
胃
腸
性
を
有
す
る

(ωω
〉
。
こ
の
高
雅
さ
と
は
、

逸
脱
者
の
罪
を
と
こ
と
ん
問
い
詰
め
る
の
で
は
な
く
、
彼
に
宥
恕
の
道
を
残
し
て
お
く
よ
う
に
す

例
え
ば
、

る
こ
と
や
、
直
言
の
士
を
避
け
よ
う
と
し
な
い
こ
と
な
ど
に
表
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
、

と
さ
れ
る
。

-116ー

同

皇

帝

の

資

質

史
料
伺
と
仰
に
比
較
的
に
よ
く
ま
と
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
例
で
は
、
神
は
皇
帝
に
先
ず
は
じ
め
に

「
先
見
の
明
の
あ
る
理
性
」
を
興
え
、
次
い
で
「
寛
大
な
度
量
」
を
授
け
、
さ
ら
に
「
公
正
さ
」
を
授
け
る
。
理
性
、
度
量
、
公
正
と
い
う
順

」
れ
に
つ
い
て
は

す
な
わ
ち
、

に
紳
か
ら
付
輿
さ
れ
る
資
質
の
う
ち
、
前
二
者
は
公
正
を
実
現
す
る
た
め
の
い
わ
ば
僚
件
で
あ
る
。
遠
見
の
放
く
理
性
と
、
忍
耐
力
を
培
う
度

量
を
具
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
皇
帝
は
「
計
り
知
れ
ぬ
ほ
ど
貴
重
な
資
石
」
で
あ
る
公
正
さ
を
寅
現
し
、

「
親
し
い
者
も
見
知
ら
ぬ
者
も
同

の
準
則
の
下
に
」
お
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

史
料
約
料
で
は
、
皇
帝
一
の
有
す
る
「
聖
な
る
資
質
」
と
し
て
、
洞
察
力
、
慈
愛
心
、
度
量
、
忍
耐
力
、
理
解
力
、
優
雅
さ
、
大
臆
さ
、
正
義

感
、
正
し
い
意
園
、
威
巌
、
適
切
な
行
動
、
思
慮
、
気
口
問
の
あ
る
黙
認
、
正
骨
固
な
排
明
の
容
認
の
各
項
を
奉
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

資
質
が
具
備
さ
れ
て
い
て
も
、
欲
求
の
自
制
と
怒
り
の
克
服
の
知
恵
が
な
け
れ
ば
、
皇
帝
位
に
聞
く
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
と
は
な
り
え
な
い
と



い
う
。
こ
こ
に
い
う
知
恵

2
z
uと
は
、

ω付
の
「
知
恵
の
光
」
な
ら
び
に

ω付
の
「
知
恵
の
力
」
に
相
通
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
皇
帝
の

極
め
て
重
要
な
資
質
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
ア
プ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
は
、
人
聞
の
力
で
は
述
べ
壷
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
天
賦
の
人
柄
の
な
か
に
皇
帝
の
高
貴
な
性
格
が
蔵
さ
れ
て
い

る
と
指
摘
し

(ωω
〉
、
「
皇
帝
の
御
人
柄
は
完
全
な
諸
資
質
の
泉
で
あ
り
、
聖
な
る
諸
性
向
の
鎖
服
で
あ
る
」
(
切

ω〉
と
も
い
っ
て
、
必

要
と
さ
れ
る
資
質
は
い
か
な
る
も
の
で
も
皇
帝
の
う
ち
に
見
出
せ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
完
全
人
開
」
公

E
E
と
-
E
E
C
と
い

う
表
現
で
明
言
は
し
て
い
な
い
が
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
に
典
型
化
さ
れ
た
よ
う
な
人
開
像
が
想
足
さ
れ
て
い
た
所
以
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
。

ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
は
皇
一
帝
の
理
念
化
を
そ
の
よ
う
な
高
み
に
ま
で
一
旦
上
向
さ
せ
、
そ
の
よ
う
に
理
念
化
さ
れ
た
皇
帝
が

寅
は
ア
ク
バ
ル
そ
の
人
の
な
か
に
具
現
し
て
い
る
、

と
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

帥

-117ー

皇
帝
は
世
界
の
番
人

ハ』岳帥ロ

'Eと
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
ラ
な
世
界
の
番
人

さ
ら
に
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
は
史
料
仰
に
お
い
て
、
皇
帝
は
「
世
界
の
番
人
」

と
L
て
の
皇
帝
は
、
世
界
の
「
見
張
り
人
」
で
あ
り
「
後
見
人
」
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
皇
帝
は
人
々
の
卒
安
を
自
ら
の
安
寧
と
心
得
、
人

々
の
安
穏
を
自
ら
の
喜
び
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、

(
5
5
2
1
8
B
E〉
と
い
う
言
葉

と
い
う
。

ま
た
史
料
紛
糾
に
は
「
時
代
の
大
君
」

も
登
場
す
る
。

こ
の
ほ
か
、
本
稿
で
紹
介
し
た
史
料
の
な
か
で
は
、
皇
帝
一
と
い
う
言
葉
の
繰
り
返
し
を
避
け
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
「
世
界
の
主
」
と
い
う

表
現

(ωω
、
例

ω〉
の
他
に
、
「
世
界
の
擁
護
者
」

(ωω
〉
や
「
世
界
の
修
飾
者
」
(
例

ω〉
と
い
っ
た
表
現
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
表
現
の
底
に
は
世
界
の
番
人
た
る
皇
帝
と
い
う
観
念
が
流
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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史
料
帥
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
ク
バ
ル
絶
針
化
の
潮
流
を
苦
々
し
く
思
っ
て
い
た
バ
ダ
l
ウ
ニ

l
の
歴
史
書
の
一
節
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て

(咽帥
f
H
r
'
-
E
B
E
)
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
謹
言
さ
れ
て
い
る
。

も
、
嘗
時
ア
ク
パ
ル
が
「
時
代
の
主
君
」
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こ
の
よ
う
な
「
世
界
の
番
人
」

「
時
代
の
大
君
」

「
時
代
の
主
君
」
と
レ
う
表
現
は

い
ず
れ
も
皇
帝
の
形
容
僻
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
表
現
の
な
か
に
も
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
を
は
じ
め
と
す
る
嘗
時
の
人
々
の
皇
帝
観
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
、

と
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

お

オっ

り

『
ア
ク
バ
ル
舎
典
』
と
『
ア
ク
バ
ル
・
ナ

1
7
』
の
記
述
を
紹
介
し
な
が
ら
、
以
上
の
四
黙
に
わ
た
っ
て
ま
と
め
上
げ
た
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ

ル
の
皇
帝
観
が
、
質
は
皇
一
帝
一
崇
奔
と
直
直
の
隣
り
合
わ
せ
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
、
容
易
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
寅
際
、

五
七
九
年
九
月
、

ア
ク
パ
ル
に
ム
ジ
ュ
タ
ヒ
ド
(
立
法
行
信
用
者
〉
よ
り
も
高
い
宗
教
的
権
威
を
輿
え
、
寅
質
上
カ
リ
フ
に
近
い
地
位
を
認
め
た

マ
フ
ザ
ル

m
宣
言
〉
が
設
表
さ
れ
て
以
後
、

ア
ク
パ
ル
は
宗
教
界
に
お
レ
て
も
至
上
性
を
獲
得
す
る
こ
と
と
な
り
、

皇
帝
崇
奔
へ
と
急
速
に
傾
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斜
し
て
い
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
今
回
紹
介
し
た
『
ア
ク
パ
ル
舎
典
』

「
轡
導
者
の
僚
」

(
史
料

ω)
の
後
学
に
お
い
て
、

ル
が
明
確
に
述
べ
て
い
る
と
こ
乃
で
あ
る
。
こ
れ
は
皇
帝
ア
ク
バ
ル
を
中
心
に
据
え
た

一
種
の
思
想
運
動
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
動
員
と
い
え
な
く

7
-
フ
ル
・
フ
ァ
ズ

〉
:
、
:
、

北
、
チ
ん
し
・
刀

そ
う
レ
う
運
動
な
い
し
動
員
を
必
然
化
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
政
治
的
、
宗
教
的
な
情
勢
が
こ
の
時
代
に
は
存
在
し
た
こ
と
に
注

目
す

P

べ
き
で
あ
ん
う
。

ま
た
、
こ
こ
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
皇
帝
観
を
補
強
す
る
、

さ
ま
ざ
ま
な
有
形
無
形
の
装
置
も
存
在
し
た
。
例
え
ば
、

ア
ク
バ
ル
が
宮
殿
の

窓
か
ら
東
面
し
て
朝
日
を
奔
し
た
後
に
、
城
下
に
参
集
し
た
人
々
の
遁
奔
を
受
け
る
ジ
ャ
ロ
1

カ
(
』

5
2
5
ω
)
と
呼
ば
れ
る
制
度
が
そ
れ
で

(

お

)

あ
る
。
ジ
ャ
ロ

l
カ
は
宮
殿
の
壁
面
に
設
え
ら
れ
た
小
さ
な
出
窓
を
指
す
が
、

」
こ
に
皇
帝
が
し
ば
ら
く
立
っ
て
人
々
に
日
々
姿
を
見
せ
る
と

い
う
制
度
も
そ
う
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
古
来
の
イ
ン
ド
の
御
紳
瞳
の
開
帳

2
R
U
E
)
の
制
度
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
本
稿
で
も
紹
介
し
た

「
ア
ザ
ラ
l
フ
・
ア

ク
バ
ル
」
の
挨
拶
を
傘
ぶ
と
い
う
よ
う
な
宮
廷
内
の
典
躍
も
、
皇
-帝

崇
奔
に

つ
な
が
る
皇
一
帝
観
の
補
強
装
置
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。



こ
れ
ら
の
黙
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
指
-
摘
し
て
お
く
だ
け
に
止
め
て
お
き
た
い
。

と
も
か
く
、

ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
が
描
く
皇
一帝
貌
は
、

イ
ン
ド
近
世
の
典
型
的
な
濁
裁
君
主
観
で
あ
っ
て
、
こ
の
観
念
は
ア
ク
パ
ル
死
後
も
長
ら
く
存
積
し
た
の
で
あ
っ

た。

347 

註(

1

)

宮
崎
市
定
『
ア
ジ
ア
出
入
紙
読
』
人
文
書
林
、
正
編
、
一
九
四
七
年
、

績
編
、
一
九
四
八
年
。
合
加
再
版
、
畢
生
祉
、
一
九
七
三
年
。
中
公
文

庫
、
一
九
八
七
年
。
『
宮
崎
市
定
全
集
』
時
、
岩
波
書
庖
、
一
九
九
三

年
、
二
三
八
頁
。

(
2
)
例
え
ば
、
パ

l
ト
ン
・
ス
タ
イ
ン
の
遺
著
と
な
っ
た
近
刊
の
イ
ン
ド

通
史
で
は
、
ム
ガ
ル
朝
時
代
を
近
世
イ
ン
ド
(
県
三
『
冨
a
o
E

H
ロ
去
と
と
し
て
い
る
。
国
ロ
ユ
g
g
o
p
p
k
由
民
主
。
ミ
。
¥
L
y
b
p

O
H
問
。
=
-
-
切
Z
n
r
唱
。
-
-
可
C
F
-
U
F
2
P
]
戸
也
市
町
∞
・

(

3

)

ム
ガ
ル
朝
時
代
を
枇
曾
構
成
史
論
の
見
地
か
ら
近
世
と
見
る
私
の
見

解
に
つ
い
て
は
、
近
藤
治
『
イ
ン
ド
史
研
究
序
説
』
世
界
思
想
社
、
一

九
九
六
年
、
第
一
部
イ
ン
ド
封
建
制
論
、
参
照
。

(
4
〉
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ズ
ル
の
官
位
に
つ
い
て
は
、
民
下
裕
之
「
〉
r
r
R

Z
跡
目
向
島
と
吋
同
r
z
g
ム
〉
r
E
z
-
-
i
自
g
包
『
制
度
史
研
究
序

説
|
|
」
『
西
南
ア
ジ
ア
研
究
』
第
五
一
鋭
、
一
九
九
九
年
、
参
照
。

(
5
)
テ
ク
ス
ト
と
し
て
使
用
す
る
の
は
、
ヵ
ル
カ
ッ
タ
の
ベ
ン
ガ
ル
・
ア

ジ
ア
協
舎
か
ら
刊
行
さ
れ
た
次
の
刊
本
で
あ
る
。
〉
『
E
-
-
4
明
陶
工
-

h』FNvhq'E守
司

A
N
・
。
門
戸
・
r
u
、
.
〉
『
《
F
c
?
刃
向
阿
古
自
・
ω
〈
。
-
ω
・
・
。
ω
-
n戸
恒
三
釦
口

、
H
，
r
o
〉
3
2
-
n
ω
。
2
2
u
、
。
岡
田
O
口
問
主
-
H
∞
吋
吋
1
1
∞
A
r
〉
r
Z
4
・
句
2
-
-

h
w刊
誌
ム
弘
和
』
V
Q
ユ
・
2
F
r
u
、
Z
-
E
o
n
r
ヨ
E
M
P
N
，
、
。

-
T
の
凶
F
E
E
-

叶
F
O
〉
m
F
2
M
n
ω
。
2
2
u
、
。
同
∞
E
M
聞
と
・
H
∞
吋
N
-
H
∞
吋
叶
・

『
ア
ク
パ
ル
・
ナ
1
7
』
は
次
の
英
語
版
を
参
照
し
た
。
Z
-
∞
2
0
・

E同
0
・
叫
2
t
h
b
E
3
h
S
A
¥
b
R
・
N
-
F
N
P
Y
p
-
-
c
-
2
5日

、
H
，
r
o
〉
巴
脳
陣
芯
ω
0
2
2
u
、
。
同
切
。
口
町
巳
・
H
U
O
N
ω
タ

B
H
E
ロ
F
ロ
己
E・

]戸也叶凶吋ω・

ま
た
『
ア
ク
パ
ル
禽
典
』
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
潟
本
お
よ
び

諸
版
を
参
照
し
た
。
す
な
わ
ち
、
大
英
図
書
館
所
蔵
官
同
本
∞
「
・
〉
主
-

a巴
・
ラ
ク
ナ
ウ
版
、
言
ム
k
由
主
号
制
・
ω
g
-
ω
J
F
z
n
r
g
d
〈
一
Z
ω
唱
巳

-
C
ω
r
o
『
・
5
S
・
英
語
版
戸
E
S
F
B
E
ロ
E
ι
Z
・

ω・
』
R
2
2
・

叫3F偽

b
S
N
b
』
g
n
H
コ
~
v
H
与
~
誌
に
同
廿
h
H
H
h
b
h
h
h
H
ヨ〉

ω
〈
。
-
M
J
の
と
・

2
2
円
、
同
，
r
o
〉
ω
E同
M
n
ω
o
n
F
o
q
o
『
切
。
口
問
巳
・
同
∞
吋
ω
1
2
・
z
-
=
5
7

0
2
与
『
口
n
y
忌
∞
ω
・
ウ
ル
ド
ゥ

l
語
版
玄
与
ω
自
目
立
回
よ
E

-〉
-
f
h血唱さ
ι
与
』
伊
N
V
A
N
ユ
お
N
〈
同
h
h
h
ヨ
b
b
F
R
4
1
、
お
札
-
N
〈
。
-
M
-

ヨ
ω

r
。
。
r
p
z
u
、
ι
号
制
凶
-
u
ω

円
四

日

O
白白血
w

ロ
E
C
ロ
=
。
『
E
G
-
H
E
∞
・
5
ω
夕

刊何回》ユロ

f
v釦
FO『0・]戸唱∞∞・

(

6

)

宮
崎
市
定
「
ア
ン
ス
チ
チ
ュ

l
シ
ョ
ン
の
皐
」
『
思
想
』
第
六
四
四

続
、
一
九
七
八
年
。
後
に
同
『
濁
歩
吟
』
岩
波
書
庖
、
一
九
八
六
年
、

お
よ
び
『
宮
崎
市
定
全
集
』
幻
、
一
九
九
三
年
、
に
再
録
。

(

7

)

佐
藤
圭
四
郎
「
イ
ス
ラ
l
ム
錬
金
術
に
関
す
る
究
書
」
『
西
南
ア
ジ

ア
研
究
』
第
一
一
競
、
一
九
六
三
年
。
後
に
同
『
イ
ス
ラ
l
ム
商
業
史

の
研
究
』

同
朋
合
出
版
、

一
九
八
一
年
、
に
再
録
。
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(

8

)

佐
藤
圭
四
郎
『
東
西
ア
ジ
ア
交
流
史
の
研
究
』
同
朋
舎
、

年。

(
9
)

こ
こ
で
は
、
紳
と
人
関
と
が
究
極
の
と
こ
ろ
で
一
つ
に
錦
す
こ
と
を

説
く
イ
ス
ラ
ム
紳
秘
主
義
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(
m
)
Eロ可帥
ω
同
と
も
。
ヒ
ン
ド
ヲ

1
教
の
四
住
期
の
考
え
方
に
基
づ
く
、

最
後
の
遊
行
期
を
迭
る
遊
行
者
。

(
日
)
「
」
内
の
交
は
、
「
私
に
と
っ
て
、
腕
一
帽
を
受
け
た
〔
皇
帝
の
〕

御
手
が
紳
の
御
心
遁
り
で
あ
る
限
り
、
我
が
意
圃
す
る
と
こ
ろ
の
員
賞

さ
に
照
ら
し
て
、
〔
舌
の
傷
は
〕
よ
く
な
る
で
あ
ろ
う
」
の
意
か
も
し

れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
は
、
預
言
者
の
よ
う
な
尋
常
な
ら

ざ
る
者
に
飲
か
せ
ぬ
「
奇
跡
」
が
ア
ク
パ
ル
に
つ
い
て
も
嘗
て
は
め
う

る
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
解
さ
れ
る
。

(
ロ
〉
こ
こ
で
イ
ス
ラ
ム
神
秘
主
義
流
の
数
園
(
白
己
E
Z〉
と
い
う
言
葉
が

使
わ
れ
て
い
る
貼
に
注
目
し
た
い
。
ア
ク
パ
ル
の
輿
こ
し
た
、
白
星
帯
を

中
心
と
す
る
新
し
い
思
想
運
動
と
し
て
の
信
仰
組
織
は
二
般
に
岳
ロ
・
回

二
仙
宮
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
『
ア
ク
パ
ル
・
ナ
1
7
』
お
よ
び
『
ア

ク
パ
ル
禽
典
』
で
は
こ
の
言
葉
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
ア
プ
ル
・
フ

ア
ズ
ル
が
『
ア
ク
パ
ル
曾
典
』
の
な
か
で
系
統
的
に
こ
の
新
し
い
信
仰

組
織
に
つ
い
て
燭
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
轡
導
者
の
燦
」
に
お
い
て

の
み
で
あ
る
。

(
日
〉
前
出
の
「
所
作
の
言
語
」
と
同
じ
く
、
一
音
撃
に
頼
ら
ず
に
所
作
に
よ

っ
て
象
徴
的
に
意
を
鱒
え
る
こ
と
を
い
う
。

(
凶
)
「
紳
は
偉
大
な
り
」
の
意
で
あ
る
が
、
「
ア
ク
バ
ル
は
紳
な
り
」
の

意
に
と
れ
な
く
も
な
い
。

(
t
M
)

ジ
ャ
ス
ト
は
鈎
の
意
で
あ
る
が
、
貧
際
は
ど
の
よ
う
な
形
を
し
て
い

一
九
九
八

た
の
か
不
明
。
パ
ッ
ジ
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

(
日
〉
別
の
一
生
が
も
う
一
度
生
き
ら
れ
る
な
ら
ば
、
の
意
を
表
わ
そ
う
と

し
て
い
る
。

(
口
)
こ
の
節
の
冒
頭
三
語
巴
ロ
ム
可
包
巳
官
民
ロ
宮
(
入
門
を
認
め
ら

れ
た
者
た
ち
の
し
き
た
り
)
が
、
ラ
タ
ナ
ウ
版
(
第
一
巻
、
一
九
二

頁
)
と
回
円
、
〉

E-
叶出印
N

篤
本
(
七
八
葉
裏
)
で
は
別
個
の
僚
の
見

出
し
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

(
問
)
「
彼
の
策
光
は
至
高
な
り
」
の
意
。
紳
を
讃
え
る
句
で
あ
る
が
、
ァ

タ
パ
ル
の
名
前

γ
Z
Z
L
ι
Hロ
玄
岳
民
回
目
立
〉

r
r
2
の
一
部
を
踏

ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(
悶
)
「
〔
皇
帯
は
〕
自
ら
の
方
式

(
E毛
ur--rvcε
を
ば
タ
ウ
ヒ
l
デ

ィ
・
イ
ラ
l
ヒ
l

〈
吋

g
r
Eム
ロ
息
。
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
」
メ

Z

色
。
帥
島
町
『
吉
玄
ロ

z
r
ω
z
r
F
Eピロ
H・
ミ

5
5
F
S
Q
N
a

叫2
b
g
h
ユ
E
・
〈
。
-
・
戸

E
-
s
d司
-Z・「
0
2
2
ι
〉
Z
E
ι
E
r

の
と
n
z
z
p
]戸∞酌印・目
u

・ωN
印
・
タ
ウ
ヒ
l
デ
ィ
・
イ
ラ
l
ヒ
ー
に
は
、

ア
ク
パ
ル
流
の
用
法
で
は
、
「
紳
の
唯
一
性
」
の
意
と
「
皇
帝
の
紹
針

性
」
の
意
の
嬰
方
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

(
初
)
酌

FE--
』雪印

WE--E目
巳
最
高
の
知
識
が
整
然
と
枚
め
ら
れ
、

必
要
に
際
じ
て
い
つ
で
も
引
き
出
せ
る
朕
態
。
高
知
の
人
物
の
形
容
。

(
況
)
自
包

R
ロ
ヨ
阻
ま
ロ
島
町

2
・
E
E・
好
悪
の
差
別
的
政
策
を
と
ら

な
い
こ
と
。

(

m

ぢ

ミ

S
R主
与
ミ
・
叫
3
Q
g
h
ユ
客
"
〈
o
-
-
H
T
司

-NS・
ア
ク
パ
ル
の

こ
の
誘
致
事
件
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
別
に
検
討
し
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
る
。

(
幻
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
近
藤
治
「
イ
ン
ド
・
イ
ス
ラ
1

ム
文
化
の
形
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grasp of the amount of tａχcollectedby the trade associations. This was

due to the fact that the provincial government relaxed its control over

merchant tａχ-farmingto ensure lijin tａχΓevenues｡

　　

3. Trade associations tried to control their members by using tax-

farming.

　

They excluded non-members from the privilegesof tax-farming

and shiftedthe responsibilityfor paying tax on to non-members. Moreover,

the

　

privileges

　

attained through tａχ-farming　in　Jiangnan　in　theearly

Republic were generally equal to or greaterthan the privilegesthat could be

attained by paying the one-half-duty 子口牛税, which had been threatening

the solidarity of the trade associations since the end of the nineteenth

century.

　

In many cases paying the lijin was more advantageous than

paying the one-half-duty. In this sense the lijin tax-farming system can

be understood asａ means for the trade associationsto counter the one-half-

duty system.

ON THE ＡＢＵﾀＬ-ＦＡＺＬﾀＳCONCEPTION OF KINGSHIP

KONDO Osamu

　　　

During the reign of the third Mughal emperor Akbar, the imperial

regime was organized and the sovereignty of the emperor established. The

greatest exponent of the system was the historian Shaikh Abu'l Fazl. His

conception of the emperor is spelled out in his officialhistory of the reign

of Akbar, the Akbar一刀dma, and in the A'ln-i A昂α沈　This concept can

be summarized in the following four points･

　　　

Firstly, the emperor was understood as ａ harmonic conductor Tdirector)

of both spiritual and earthly realms. The emperor was expected to seek

universal harmony (ｓｕlh-i　feｔｔll)among all his people. In his pursuit of

universal harmony, he was expected to indicate the way of salvation to each

class of people, bring justice to the oppressed, and sternly punish tyrants･

In the pursuit of this goal, it became absolutely necessary to eliminate

prejudicial treatment of various　classes and peoples within the empire.

Secondly, the right of the emperor was the gift of God. This conception

of the emperor, when used to support the notion of the emperor as the
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promoter of universal harmony who superseded individual social groupings,

is ａ spontaneously occurring way of thought that may be likened to early-

modern European absolutism, which was grounded in the theory of the

divine right of kings｡

　　

Thirdly, the emperor was thought to be the possessor of ａ superior

nature.

　

His fundamental nature was characterized by prescient rationality,

magnanimous generosity, and impartiality.　Other noble qualities were

thought to be evident in the divinely endowed person of the emperor, and

these attributes of the perfect person (inｓａれal-ｋｄｍｉｌ)were attributed to the

emperor, just　as　they　had　been　in　the　classical case　of the prophet

Mohammad.

　

Fourthly, the emperor was　seen　as　the　guardian　and

protector of the world. The conception is corroborated in epithet ｓahih-i

zaman the Lord of the Age, which was applied to Akbar by Bada'uni, an

historian critical of Abu'1-Fazl｡

　　

This conception of emperor is easily linked to emperor worship. In

fact, according to the mahzar (declaration) of the ninth month of 1579,

Akbar was　ultimately recognized as having supreme religious authority

approχimating that of a Caliph. We need to focus on the political

situation and the contemporary background of the period that made this

sort of religious and philosophical way of thinking inevitable.　The

portrait of the emperor painted by Abu'1-Fazl does not differ from that of

the classical, early-modern Indian concept of despotic monarch.　This

conception of Akbar had thus survived long after his own death.
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