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本
書
の
著
者
甘
ロ
9
昏
磐
裳
δ
ギ
G
。
ヨ
津
げ
は
六
〇
年
代
後
半
よ
り
聖
地

の
十
字
軍
国
家
に
関
す
る
研
究
を
次
々
に
発
表
し
て
お
り
、
現
在
の
所
、
本

書
の
他
に
§
・
馬
き
譜
ミ
恥
ミ
い
妹
智
ぎ
き
斎
ミ
嵩
ミ
恥
ミ
§
ミ
G
黛
㌣
霧
い

価
．
N
象
O
丸
爵
O
響
い
。
巳
o
p
一
⑩
鵯
、
他
論
文
数
篇
が
あ
る
。

　
十
字
軍
国
家
の
国
制
史
に
つ
い
て
は
、
い
び
・
い
ρ
窯
。
簿
⑦
の
隷
寒
恥
ミ
§
－

謡
ミ
“
ミ
ミ
き
馬
ト
ミ
慧
肉
§
窒
。
ミ
ミ
斎
ミ
砺
ミ
馬
ミ
螂
置
8
一
爲
ミ
、
お
ω
b
。

が
古
典
的
地
位
を
占
め
て
お
り
、
例
え
ば
、
　
ω
．
図
昌
。
巨
9
P
静
寧
無
。
這

ミ
馬
ぎ
9
竃
ミ
塁
な
ど
も
エ
ル
サ
レ
ム
王
国
の
制
度
に
関
す
る
部
分
（
＜
o
｝
・

囲
卸
や
b
。
㊤
り
墨
）
を
殆
ど
こ
れ
に
依
っ
て
い
る
が
、
そ
の
「
純
粋
封
建
制
」

論
に
も
見
ら
れ
る
如
き
、
彼
の
静
的
な
捉
え
方
に
対
し
て
は
批
判
が
な
さ
れ

て
来
た
。
戦
後
は
、
回
箆
。
野
鼠
、
榊
剛
毒
絶
望
、
瓢
●
印
鼠
僧
網
無
告
に
よ

っ
て
研
究
が
進
め
ら
れ
、
特
に
憎
毒
毛
霞
に
よ
る
初
期
の
王
権
に
つ
い
て
の

研
究
に
は
注
廻
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
尤
も
、
〉
。
・
。
・
ぎ
。
・
窪
5
二
σ
Q
Φ
8
の

段
階
に
王
権
の
弱
体
化
の
徴
候
を
見
る
彼
の
主
張
は
必
ず
し
も
一
般
化
し
た

と
は
言
え
な
い
が
、
＝
一
世
紀
、
特
に
一
一
八
七
年
以
前
の
王
権
が
比
較
的

強
力
で
あ
っ
た
こ
と
、
従
っ
て
＝
二
世
紀
に
書
か
れ
た
法
書
の
描
く
像
を
そ

の
ま
ま
適
用
で
き
な
い
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
著
者
が
「
何

故
七
〇
年
後
に
は
王
権
は
弱
体
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
り
得
る

の
か
p
・
」
と
い
う
問
題
を
提
出
す
る
の
は
そ
の
故
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者

も
述
べ
て
い
る
如
く
、
＝
二
世
紀
に
つ
い
て
は
個
別
研
究
か
或
い
は
ナ
ラ
テ

ィ
ヴ
な
通
史
の
み
で
、
こ
う
し
た
問
題
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
研
究
は
あ
ま
り

な
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
著
者
は
＝
二
世
紀
の
領
主
達
の
政
治
理
念
、
及
び

彼
等
が
如
何
に
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
か
を
経
済
的
政
治
的
コ
ン
テ
ク

ス
ト
の
中
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。

　
本
書
は
大
き
く
二
部
に
分
れ
て
お
り
、
第
｝
部
で
は
背
景
と
し
て
エ
ル
サ

レ
ム
王
国
の
封
建
制
度
や
研
領
経
営
の
概
観
を
行
な
い
、
第
二
部
が
本
論
に

な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
法
律
学
派
の
形
成
と
そ
の
政
治
理
念
の
解
明

を
行
な
い
、
次
い
で
そ
の
主
要
テ
ー
マ
で
あ
る
》
。
。
ω
冨
。
ω
霞
目
賦
σ
q
①
8
と

パ
イ
イ
職
の
問
題
を
中
心
に
、
政
治
的
事
件
の
推
移
を
追
っ
て
考
察
が
な
さ

れ
て
行
く
。
内
容
は
非
常
に
広
範
に
亘
っ
て
い
る
た
め
、
個
々
の
事
例
の
当

否
に
ま
で
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以
下
、
叙
述
の
順
に
従
っ
て
各

署
毎
に
概
要
を
紹
介
し
つ
つ
、
気
づ
い
た
点
を
述
べ
て
行
き
た
い
。

　
H
い
。
乙
㏄
ρ
鼠
ピ
○
註
昏
首
㏄

　
H
周
O
β
α
巴
尻
重
一
昌
憎
巴
O
㏄
菖
嵩
O

　
ま
ず
封
建
制
の
概
念
規
定
を
行
な
い
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
た
人
々
に
と
っ

て
、
支
配
、
所
有
、
社
会
的
地
位
が
個
人
的
契
約
に
よ
る
人
的
結
合
に
基
づ

い
て
い
る
シ
ス
テ
ム
と
規
定
す
る
。
そ
れ
は
西
欧
で
は
七
～
九
世
紀
に
古
い

行
政
組
織
の
衰
微
に
よ
り
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
貨
幣
経
済
の
復
猛
や
都

市
の
成
長
に
従
っ
て
衰
退
す
る
。
一
方
、
エ
ル
サ
レ
ム
王
国
で
は
、
確
か
に

そ
の
よ
う
な
契
約
関
係
の
シ
ス
テ
ム
が
＝
二
世
紀
の
法
書
中
に
描
か
れ
て
い

る
が
、
こ
の
地
は
既
に
発
達
し
た
行
政
、
繁
栄
し
た
都
市
、
貨
幣
経
済
を
伴
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評
l
t
こ

＝．1

つ
た
地
域
で
あ
り
、
そ
の
故
に
、
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
の
封
建
制
は
実
際
に
は
不

適
妾
で
腐
敗
し
て
お
り
、
用
語
の
ル
ー
ズ
な
定
義
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ

る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。
こ
う
し
た
貨
幣
経
済
と
封
建
制
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
周
知
の
如
く
我
国
で
は
所
調
「
最
盛
期
」
の
解
題
と
結
び
つ
い
て
、

又
、
特
に
こ
こ
で
問
題
に
な
る
フ
ィ
エ
フ
・
ラ
ン
ト
と
闘
画
し
て
も
か
な
り

の
詳
論
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
我
国
の
情
況
か
ら
考
え
て
も
、
少

し
簡
単
に
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
そ
れ
以
上
の
議
論
は

行
な
わ
れ
ず
、
以
下
、
封
の
形
態
、
サ
…
ヴ
ィ
ス
、
首
巻
と
継
承
、
騎
士
、

バ
ロ
ン
等
に
つ
い
て
個
々
の
考
察
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
b
ρ
ビ
○
巳
μ
団
。
乙
ω
三
里
ω
同
旨
く
p
毒
ω
o
霞
ω

　
最
初
に
エ
ル
サ
レ
ム
王
国
の
主
要
な
領
主
の
家
系
を
列
挙
し
、
彼
等
は
互

い
に
親
族
関
係
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
、
特
に
イ
ブ
ラ
ソ
家
は
＝
二

世
紀
半
ば
ま
で
に
重
要
な
す
べ
て
の
フ
ィ
ー
フ
及
び
エ
ル
サ
レ
ム
、
キ
プ
ロ

ス
両
王
家
と
の
親
族
関
係
を
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
。
次
い
で
領
主

の
領
国
支
配
、
法
的
権
利
、
城
砦
経
営
等
を
説
明
し
、
最
後
に
陪
臣
に
関
し

て
、
陪
臣
領
の
笑
態
、
そ
の
家
系
、
複
数
主
君
よ
り
封
を
得
る
場
合
、
主
君

に
対
す
る
財
政
的
サ
ー
ヴ
ィ
ス
等
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
特
に
湯
。
。
。
。
蹉
①

ω
錘
β
一
斜
。
8
（
以
下
A
S
L
と
略
）
に
つ
い
て
は
少
し
詳
述
し
、
こ
れ
は

理
論
的
に
は
陪
臣
の
権
利
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
現
実
に
は
疑
問

で
あ
っ
た
と
し
て
、
例
外
を
列
挙
す
る
。
A
S
L
の
陪
臣
層
に
対
す
る
効
果

に
つ
い
て
の
疑
問
は
、
既
に
勺
箏
話
霞
に
よ
っ
て
も
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

こ
で
は
等
婁
く
鶏
の
よ
う
に
下
級
領
主
の
少
数
大
領
主
へ
の
依
存
と
い
う
情

況
の
提
示
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
A
S
L
の
全
般
的
な
滲
透
へ
の
疑
問
と
い

う
形
で
な
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
A
S
L
の
国
王
－
封
事
関
係
に
つ
い
て
の
聞

題
は
第
二
部
で
詳
述
さ
れ
る
。

　
ω
日
び
o
U
O
欝
肇
国
貯
仲
ゲ
Φ
O
o
償
馨
崎
。
。
一
α
o

　
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
の
領
主
の
収
入
源
は
農
村
、
都
市
、
港
が
主
要
な
も
の
で

あ
っ
た
が
、
本
章
で
は
そ
れ
ら
の
内
、
農
村
の
経
営
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
ま
ず
農
民
と
村
落
の
状
態
を
説
明
し
、
農
地
は
果
樹
園
と
耕
地
、
牧

場
等
か
ら
な
っ
て
お
り
、
他
に
重
要
な
も
の
と
し
て
塩
田
と
砂
糖
黍
農
園
が

あ
っ
た
こ
と
。
租
税
は
従
来
の
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
を
継
承
し
、
賦
役
は
殆
ど
存
在

し
な
か
っ
た
こ
と
、
領
主
の
大
部
分
は
都
市
に
集
住
す
る
不
在
領
主
で
あ
り
、

村
落
の
経
営
は
養
根
指
導
下
の
長
老
会
議
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
領
主
の

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
通
訳
や
書
記
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
い
た
こ
と
、
王
国

の
財
務
や
登
記
の
中
心
機
関
で
あ
る
O
霞
洋
ω
○
自
霧
。
の
職
掌
と
機
構
、

等
を
叙
述
し
、
総
じ
て
ム
ス
リ
ム
時
代
と
の
強
い
結
び
つ
き
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
。

　
蒔
↓
び
O
U
O
コ
同
ρ
一
岸
一
昌
汁
プ
0
8
0
ノ
≦
読

　
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
の
経
済
は
都
市
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
て
お
り
、
本
章
に
は

量
的
に
も
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
都
市
の
重
要
性
は
第
一

に
国
際
交
易
の
拠
点
と
し
て
で
あ
り
、
そ
れ
は
ヌ
ラ
デ
ィ
ソ
、
サ
ラ
デ
ィ
ン

に
よ
る
近
東
の
安
定
に
従
い
一
一
八
○
年
代
以
後
活
発
化
し
、
ア
ッ
コ
ン
は

＝
二
世
紀
に
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
や
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
比
肩

す
る
よ
う
に
な
る
。
以
下
、
商
晶
の
列
挙
、
港
市
の
収
益
、
港
・
道
路
に
対

す
る
国
王
の
特
権
と
領
主
に
よ
る
そ
の
蚕
食
、
商
人
に
与
え
ら
れ
た
特
権
等

が
述
べ
ら
れ
る
。
特
に
商
人
の
特
権
に
つ
い
て
は
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

地
に
は
西
欧
人
以
外
の
種
々
の
商
人
も
訪
れ
、
都
市
に
は
商
人
以
外
に
様
々

な
職
種
の
住
畏
が
い
た
が
、
ギ
ル
ド
は
存
在
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。
次
い
で
、

都
市
が
領
主
に
も
た
ら
す
収
入
と
し
て
諸
税
を
列
挙
し
、
個
々
に
考
察
し
て

い
る
。
徴
税
は
O
O
霞
α
¢
。
。
切
。
母
σ
Q
o
o
営
を
始
め
と
す
る
諸
下
級
法
廷
が
兼115 （285）



ね
、
特
に
港
や
市
揚
の
法
廷
は
徴
税
の
他
に
フ
ィ
エ
フ
・
ラ
ン
ト
の
支
払
い

業
務
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
著
者
は
こ
れ
を
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
の
官
僚
制
の
洗

練
を
示
す
最
良
の
例
と
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
諸
法
廷
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
業
務
や
組
織
に
つ
い
て
の
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
以
上
第
一
部
の
ま
と
め
が
な
さ
れ
て
お
り
、
聖
地
で
は
西
欧
封
建

制
が
古
来
の
支
配
機
構
を
排
除
せ
ず
、
そ
の
上
に
か
ぶ
さ
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
影
響
を
受
け
た
と
す
る
。
即
ち
、
こ
の
地
に
は
貨
幣
経
済
が
持
続
さ
れ
て

お
り
、
村
蕩
や
港
の
支
配
は
従
来
の
組
織
を
維
持
し
て
、
洗
練
さ
れ
た
官
僚

に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
、
領
主
は
都
市
に
住
む
年
金
生
活
者
器
p
鉱
段
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
交
易
の
繁
栄
は
領
主
に
大
き
な
収
入
を
も
た
ら
し
、
彼
等
と

そ
の
家
毘
に
有
閑
生
活
を
可
能
に
し
、
そ
れ
が
後
述
さ
れ
る
法
律
学
派
形
成

の
背
景
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
交
易
は
一
二
三
〇
年
代
に
最
盛
期
を
迎
え
、

そ
の
時
バ
ロ
ン
の
運
動
も
最
高
潮
に
達
す
る
。
し
か
し
＝
一
五
〇
年
代
以
後

交
易
は
衰
退
し
、
領
主
は
危
機
を
迎
え
る
。
彼
等
は
防
衛
の
た
め
に
常
に
大

き
な
支
出
を
必
要
と
し
て
お
り
、
収
入
の
一
時
的
な
低
落
で
さ
え
大
き
な
打

撃
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
エ
ル
サ
レ
ム
王
国
の
傾
主
達

は
特
に
経
済
的
関
心
が
強
く
、
彼
等
は
理
想
よ
り
も
収
入
を
確
保
す
る
た
め

の
政
治
的
な
選
択
を
行
な
っ
た
。
こ
う
し
て
第
二
部
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
行

く
。　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
交
易
の
衰
退
（
通
商
路
の
変
化
に
よ
る
）

と
聖
地
国
家
の
滅
亡
と
を
結
び
つ
け
る
説
は
か
な
り
一
般
化
し
つ
つ
あ
る
よ

う
だ
が
（
最
近
の
も
の
で
は
毒
・
頃
・
窯
。
累
。
筐
い
壽
3
詩
辞
馬
ぎ
顛
起
振
ミ

蜂
ミ
、
愚
♪
鼠
O
◎
◎
牡
爲
℃
N
曽
這
録
》
℃
・
ω
9
に
も
見
ら
れ
る
）
、
本
書
で
は
特
に

領
主
達
の
動
向
と
結
び
つ
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
注
目
す
べ
き
点
で
あ

る
。
又
、
領
主
達
が
理
想
よ
り
収
入
確
保
を
重
視
し
た
と
い
う
結
論
は
、
態

々
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
屡
々
聖
地
国
家

で
は
理
想
的
法
制
が
自
己
嗣
的
化
さ
れ
て
い
た
か
の
如
く
主
張
さ
れ
る
こ
と

へ
の
批
判
で
あ
ろ
う
。
第
二
部
で
も
そ
の
視
点
は
持
続
さ
れ
て
い
る
。

　
凝
O
O
昌
ω
鉱
刷
目
鉱
O
瓢
巴
O
O
謬
訟
陣
O
け

　
㎝
　
日
げ
①
司
鉾
け
げ
①
同
Q
n
O
｛
叶
げ
Φ
切
ρ
円
9
凱
六
一
ジ
画
O
＜
Φ
ヨ
①
昌
挫

　
本
書
の
表
題
に
な
っ
て
い
る
一
一
七
四
年
と
は
、
ボ
ー
ド
ゥ
ア
ソ
四
世
代

エ
ル
サ
レ
ム
王
に
即
位
し
た
年
で
あ
る
。
一
三
歳
で
即
位
し
た
時
、
既
に
癩

病
に
冒
さ
れ
て
い
た
彼
の
治
世
に
、
初
め
て
バ
ロ
ン
党
が
そ
の
理
念
を
表
明

し
た
と
さ
れ
、
そ
れ
は
ト
リ
ポ
リ
伯
レ
ー
モ
ソ
三
世
の
摂
政
職
要
求
に
始
ま

る
。
こ
の
時
、
後
に
法
律
家
達
に
よ
っ
て
彫
琢
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
議
論

℃
罫
ω
臼
。
詳
げ
。
綜
騨
鵠
蜀
暮
が
利
用
さ
れ
、
後
の
バ
ロ
ン
党
の
父
祖
と
み

な
さ
れ
る
党
派
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
。
通
説
に
よ
れ
ば
、
彼
等
は
古
植
民

の
土
着
バ
ロ
ン
達
で
あ
り
、
以
後
、
イ
ス
ラ
ム
勢
力
と
の
和
解
を
求
め
る
彼

等
と
新
来
の
攻
撃
的
冒
険
家
と
の
間
に
対
立
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
著
者
は
再
検
討
を
加
え
、
集
権
化
を
計
る
国
王
が
外
部
か
ら
導
入
し

た
顧
問
達
と
政
策
決
定
の
場
か
ら
追
放
さ
れ
た
旧
来
の
バ
ロ
ン
達
と
の
対
立

を
一
要
素
と
し
て
指
摘
す
る
。
そ
し
て
ボ
ー
ド
ゥ
ア
ソ
時
世
を
取
巻
く
サ
ー

ク
ル
が
冒
険
家
よ
り
む
し
ろ
ロ
イ
ヤ
リ
ス
ト
か
ら
な
っ
て
い
た
か
ど
う
か
を

調
べ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
視
点
は
極
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る

が
、
に
も
拘
わ
ら
ず
以
下
の
叙
述
で
は
必
ず
し
も
そ
れ
が
十
分
に
展
開
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
は
他
の
二
つ
の
要
素
と
し
て
、
サ
ラ
デ

ィ
ン
の
脅
威
下
に
強
力
な
支
配
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
、
ボ
…
ド
ゥ
ア
ソ
四

王
の
病
気
に
よ
り
、
彼
の
姉
妹
シ
ビ
ル
と
イ
ザ
ベ
ル
の
王
位
継
承
を
巡
っ
て

紛
争
が
生
じ
る
こ
と
を
挙
げ
、
む
し
ろ
こ
の
二
つ
の
要
素
に
両
派
の
対
立
を
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結
び
つ
け
る
形
で
論
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
ギ
ー
・
ド
・
リ
ュ
ジ
ニ

ャ
ソ
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
到
る
事
件
経
過
を
述
べ
、
パ
ロ
ソ
党
の
側
は
法
制
的

に
も
実
際
の
勢
力
の
上
か
ら
も
必
ず
し
も
優
勢
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘

な
ど
、
一
定
程
度
注
目
す
べ
き
も
の
も
あ
る
が
、
結
局
、
も
し
ギ
ー
の
磯
愚

と
レ
ー
モ
ソ
の
野
望
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
問
題
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
昔
な
が
ら
の
結
論
に
帰
着
す
る
。
し
か
し
、
と
も
か
く
バ
ロ

ン
運
動
が
こ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
以
後
、
イ
ザ
ベ
ル
の
継
承
問
題
を
焦

点
に
成
長
し
て
行
く
と
し
て
、
ハ
ッ
テ
ィ
ー
ン
の
戦
以
後
の
情
況
分
析
に
移

っ
て
行
く
。

　
こ
こ
で
は
ア
ン
リ
・
ド
・
シ
ャ
ソ
バ
ー
ニ
ュ
と
イ
ザ
ベ
ル
の
結
婚
ま
で
の

．
経
過
が
叙
述
さ
れ
、
王
国
の
大
半
の
喪
失
と
第
三
回
十
宇
軍
に
よ
る
再
征
服

と
い
う
特
殊
な
国
制
的
情
況
が
生
じ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
即
ち
、
征

服
の
権
利
に
従
い
、
再
征
服
地
は
自
動
的
に
エ
ル
サ
レ
ム
王
に
復
帰
せ
．
ず
、

征
服
者
の
処
分
に
帰
す
る
と
い
う
原
則
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
ギ
ー
の
ア
ッ
コ

ソ
征
服
の
努
力
や
コ
ソ
ラ
ー
ド
・
ド
・
モ
ン
フ
ェ
ラ
の
サ
ラ
デ
ィ
ン
と
の
交

渉
を
説
明
し
、
コ
ン
ラ
…
ド
の
選
出
が
オ
ー
ト
・
ク
…
ル
に
よ
る
の
で
は
な

く
、
征
服
者
で
あ
る
十
字
軍
士
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
又
、

こ
の
一
連
の
事
件
の
背
景
に
強
力
な
支
配
者
を
求
め
る
バ
ロ
ン
党
の
要
求
が

あ
っ
た
と
す
る
が
、
こ
の
間
の
叙
述
で
は
、
オ
ン
フ
ロ
ワ
と
イ
ザ
ベ
ル
の
離

婚
問
題
の
部
分
を
除
い
て
、
パ
ロ
ソ
党
の
動
き
と
し
て
は
あ
ま
り
明
確
に
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
①
諺
ω
o
げ
○
〇
一
〇
｛
喝
。
信
鳥
巴
｝
霞
野
宴

　
最
初
に
、
エ
ル
サ
レ
ム
王
国
に
お
い
て
法
律
に
関
す
る
名
声
を
持
っ
て
い

た
人
々
を
、
前
期
（
一
二
四
三
年
以
前
）
、
中
期
（
一
二
四
三
～
七
〇
年
）
、

後
期
（
一
二
七
〇
年
以
後
）
に
分
け
て
列
挙
し
、
彼
等
は
大
都
分
バ
ロ
ン
党

で
、
互
い
に
密
接
な
血
縁
・
婚
姻
・
臣
従
関
係
（
中
心
は
イ
ブ
ラ
ン
家
一
門
）

に
あ
り
、
慢
代
間
に
は
親
子
の
結
合
の
他
、
法
理
論
の
直
接
的
継
承
関
係
が

あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
こ
こ
に
法
律
学
派
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

結
論
づ
け
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
法
律
学
派
形
成
の
原
基
と
し
て
、
一
つ

に
は
王
国
の
貴
族
達
の
法
律
へ
の
興
味
を
挙
げ
、
そ
の
条
件
と
し
て
第
一
翻

の
珍
事
に
述
べ
た
彼
等
の
都
市
集
住
と
イ
タ
リ
ア
商
人
・
教
会
人
と
の
接
触

を
指
摘
す
る
。
し
か
し
彼
等
が
実
際
に
法
律
の
知
識
を
身
に
つ
け
た
の
は
法

廷
の
実
務
に
お
い
て
で
あ
り
、
以
下
、
王
国
の
裁
判
制
度
の
考
察
の
中
に
学

派
形
成
の
原
因
が
探
ら
れ
る
。
一
つ
は
A
S
L
に
よ
り
大
部
分
の
封
保
有
者

が
オ
ー
ト
・
ク
ー
ル
の
メ
ン
バ
f
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
通
常
の
領
主
法

廷
へ
の
参
加
と
相
撃
っ
て
彼
等
に
法
廷
で
活
動
す
る
多
く
の
機
会
が
生
じ
、

法
律
知
識
の
必
要
が
高
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
次
に
弁
護
人
の
存
在
が
あ
る
。

エ
ル
サ
レ
ム
王
国
で
は
訴
訟
妾
事
者
の
要
求
に
よ
り
同
僚
の
中
か
ら
弁
護
人

が
指
名
さ
れ
た
が
、
良
き
弁
護
人
を
得
れ
ば
有
利
な
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、

こ
う
し
て
学
識
あ
り
熟
練
し
た
法
律
家
グ
ル
ー
プ
が
騎
士
の
中
か
ら
出
現

す
る
。
最
後
に
成
分
法
の
欠
如
が
挙
げ
ら
れ
る
。
初
期
の
王
国
に
は
所
謂

び
。
碕
①
㏄
臨
。
葺
ω
o
℃
巳
。
器
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
存
在
し
た
が
、
サ
ラ
デ
ィ
ン

に
よ
る
征
服
に
際
し
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
法
廷
の
記
録

が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
三
世
紀
後
半
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
間
は

古
法
の
完
全
な
忘
却
を
恐
れ
て
法
書
が
編
纂
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
過
虫
の
記

熔
や
権
威
あ
る
老
人
か
ら
の
伝
聞
が
保
存
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
古
法
が
議
論

さ
れ
記
憶
さ
れ
た
の
が
上
述
の
法
律
学
派
で
あ
り
、
法
廷
で
騎
士
達
が
頼
っ

た
の
も
彼
等
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
最
後
に
そ
う
し
た
法
書
や
年
代
記
の
中
に
見
ら
れ
る
彼
等
の
理
念

が
考
察
さ
れ
る
。
古
法
の
喪
失
に
よ
リ
コ
ニ
世
紀
の
法
律
家
達
は
初
期
の
時
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代
を
神
話
化
し
、
彼
等
の
理
念
を
第
一
回
十
字
軍
薩
後
の
事
態
の
説
明
の
中

に
表
明
し
た
。
即
ち
、
聖
地
の
主
権
は
十
宇
軍
士
た
る
移
民
大
衆
に
属
し
て

い
た
の
で
あ
り
、
ゴ
ド
フ
ロ
ワ
・
ド
・
ブ
イ
ヨ
ン
選
出
の
経
過
に
は
一
種
の

社
会
契
約
論
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
立
法
に
際
し
て
も
家
臣
の
主
導
性
が
主

張
さ
れ
、
国
王
は
法
の
遵
守
を
誓
約
し
、
裁
判
は
家
臣
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
法
廷
で
行
な
わ
れ
、
国
王
も
そ
の
決
定
に
束
縛
さ
れ
た
。
か
く
し
て
、
法

書
の
叙
述
か
ら
は
裁
判
・
立
法
に
お
け
る
オ
ー
ト
・
ク
ー
ル
の
大
き
な
権
限

が
結
論
さ
れ
る
。
本
章
の
翰
墨
に
は
こ
れ
に
対
す
る
問
題
点
と
次
章
へ
の
展

望
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
一
つ
は
、
オ
ー
ト
・
ク
ー
ル
の
権
力
は
王

権
に
薩
結
し
て
い
た
故
に
王
が
弱
体
化
す
れ
ば
ク
ー
ル
も
弱
体
化
し
た
こ
と

で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
法
書
の
叙
述
は
国
王
が
最
高
封
主
と
し
て
の
権
利
の

み
に
満
足
し
て
い
る
と
い
う
情
況
を
仮
定
し
て
お
り
、
実
際
に
は
属
王
に
そ

れ
を
強
制
す
る
た
め
の
制
裁
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
次
章
で
は
、

一
一
九
八
～
一
二
三
一
年
の
国
形
史
を
、
こ
う
し
た
法
律
家
の
理
論
と
彼
等

が
自
分
達
の
自
由
に
な
る
と
信
じ
た
制
裁
の
試
み
と
を
中
心
に
考
察
し
て
行

く
。

　
刈
銀
6
｝
の
甑
。
。
Φ
2
巴
冨
＝
σ
Q
Φ
o
Φ

　
最
初
に
中
世
の
王
権
の
複
合
的
性
格
を
指
摘
し
、
次
い
で
、
エ
ル
サ
レ
ム

王
国
の
非
集
権
的
性
格
を
強
調
す
る
通
説
を
挙
げ
、
そ
の
再
検
討
と
し
て
、

公
的
権
利
を
持
つ
君
主
と
し
て
の
王
権
と
封
建
契
約
に
束
縛
さ
れ
た
最
高
点

主
と
し
て
の
王
権
と
い
う
二
つ
の
原
理
の
闘
争
が
、
エ
ル
サ
レ
ム
王
国
に
も

存
在
し
た
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
強
力
な
王
権
の
例
と
し
て
、
1
非
常

蒔
総
動
員
制
、
2
＝
一
世
紀
の
国
王
大
権
と
そ
の
衰
現
と
し
て
の
所
謂
ボ
ー

ド
ゥ
ア
ソ
三
世
の
霧
ω
一
・
・
Φ
、
3
外
敵
の
脅
威
下
の
圏
王
の
精
神
的
な
力
、
4

豊
か
な
襲
撃
、
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
内
、
2
は
以
下
の
叙

述
で
少
し
問
題
に
さ
れ
る
が
、
1
と
3
は
そ
の
効
果
が
不
明
確
で
あ
り
、
4

の
王
領
は
重
要
な
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
簡
単
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
だ
け
で
、
他
の
部
分
で
は
殆
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
た
め
に
、
こ
の
指

摘
と
以
下
の
叙
述
と
の
結
び
つ
き
に
明
確
さ
が
欠
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
も
か
く
、
国
王
側
の
強
権
的
政
策
に
対
す
る
バ
ロ
ン
側
の
対
応
と
し
て
、

著
者
は
法
律
家
達
が
展
開
し
た
「
A
S
」
の
バ
ロ
ン
的
解
釈
」
を
挙
げ
る
。

こ
れ
が
本
書
の
主
要
テ
ー
マ
の
一
つ
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
幹
は
国

王
の
随
意
な
行
為
に
抵
抗
す
る
法
的
根
拠
と
そ
の
抵
抗
方
法
で
あ
り
、
具
体

的
に
は
、
国
王
は
オ
ー
ト
・
ク
ー
ル
で
の
裁
判
な
し
に
家
臣
の
逮
捕
や
領
地

没
収
を
で
き
な
い
こ
と
、
国
王
が
裁
判
を
拒
否
し
、
或
い
は
判
決
を
実
行
し

な
か
っ
た
時
、
家
隠
は
実
力
行
使
や
サ
…
ヴ
ィ
ス
引
き
上
げ
に
よ
り
そ
れ
を

強
制
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
制
裁
の
有
効
性
は
、
す
べ
て
の

家
臣
が
常
に
一
致
し
て
行
動
し
、
一
方
、
支
配
者
が
彼
等
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
に

の
み
頼
っ
て
い
る
こ
と
が
条
件
に
な
っ
て
い
る
。
著
者
の
言
葉
に
よ
れ
ば
そ

れ
は
「
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
「
A
S
」
の
パ
ロ
ソ
的
解

釈
」
の
限
界
が
あ
っ
た
。
以
下
、
具
体
的
な
事
件
経
過
の
中
に
そ
れ
を
考
察

し
て
行
く
。

　
ま
ず
一
一
九
八
年
の
ア
モ
ー
リ
ー
二
世
暗
殺
未
遂
を
巡
る
テ
ィ
ベ
リ
ア
ス

の
ラ
ゥ
ー
ル
追
放
事
件
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
恐
ら
く
ボ
ー
ド
ゥ

ア
ソ
三
世
の
霧
ω
冨
①
に
拠
っ
て
裁
判
な
し
に
ラ
ウ
…
ル
を
追
放
し
よ
う
と

す
る
國
王
に
対
し
て
ラ
ゥ
！
ル
は
初
め
て
A
S
L
を
対
置
し
た
の
で
あ
り
、

国
王
の
拒
絶
に
対
し
て
家
臣
達
は
サ
ー
ヴ
ィ
ス
引
き
上
げ
を
行
な
っ
た
。
し

か
し
こ
れ
は
必
ず
し
も
効
果
が
な
く
、
実
際
に
は
ラ
ウ
ー
ル
は
国
外
へ
轡
虫

し
、
ア
モ
ー
り
一
が
没
す
る
ま
で
帰
国
し
得
な
か
っ
た
。
倶
し
、
こ
の
時
オ

ー
ト
・
ク
ー
ル
が
一
致
し
て
行
動
し
た
点
が
後
世
の
法
律
家
に
影
響
を
及
ぼ
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し
た
と
い
う
。

　
次
い
で
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ニ
世
の
十
字
軍
が
考
察
さ
れ
る
。
彼
は
周
知
の
如

く
病
気
に
よ
り
出
発
延
期
を
余
儀
無
く
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
二
つ
の
重
要
な

結
果
を
も
た
ら
し
た
。
即
ち
一
つ
は
教
皇
に
よ
る
破
門
と
そ
れ
に
続
く
教
皇

軍
の
南
伊
侵
入
で
あ
り
、
今
　
つ
は
十
字
軍
の
主
力
が
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
到
着

以
前
に
聖
地
を
離
れ
て
し
ま
い
、
彼
は
聖
地
で
小
数
の
兵
力
し
か
用
い
得
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
叙
述
は
キ
プ
ロ
ス
を
巡
る
紛
争
に
始
ま
り
、
内
乱
に

到
る
ま
で
を
描
い
た
上
で
エ
ル
サ
レ
ム
に
移
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
ス
ル
タ

ン
、
ア
ル
・
カ
ー
ミ
ル
と
の
交
渉
に
よ
リ
エ
ル
サ
レ
ム
回
復
を
果
た
し
た
後
、

聖
地
の
パ
ロ
ソ
達
と
の
問
に
紛
争
が
生
じ
た
。
そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、

ダ
マ
ス
ク
ス
と
の
経
済
的
関
係
の
指
摘
（
海
岸
幽
居
布
は
ダ
マ
ス
ク
ス
の
外

港
で
あ
っ
た
）
は
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

の
バ
ロ
ン
に
対
す
る
強
権
政
策
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
裁
判
な
し
に
パ
ロ
ソ

達
か
ら
フ
ィ
ー
フ
を
没
収
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
及
び
あ
る
所
領
の
継
承
問

題
に
関
し
て
オ
ー
ト
・
ク
ー
ル
の
判
決
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
バ
ロ
ン
達
は
前
者
に
つ
い
て
は
実
力
行
使
に
よ
り
、
後
者
に

つ
い
て
は
サ
ー
ヴ
ィ
ス
引
き
上
げ
に
よ
り
、
い
ず
れ
も
皇
帝
の
試
み
を
打
ち

砕
く
こ
と
が
で
き
た
。
か
く
て
こ
の
度
は
A
S
L
の
制
裁
が
成
功
し
た
の
で

あ
り
、
著
者
は
こ
れ
に
よ
っ
て
「
A
S
」
の
バ
ロ
ン
的
解
釈
」
が
強
権
的
支

配
者
に
対
す
る
万
能
薬
と
し
て
バ
ロ
ン
達
の
心
中
に
固
定
し
た
と
す
る
。
し

か
し
彼
等
は
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
上
述
の
如
く
弱
体
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
を

忘
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
次
の
段
階
で
明
ら
か
に
な
る
と
さ
れ

る
。
そ
れ
は
ア
ッ
コ
ン
・
コ
ミ
ュ
ー
ン
で
あ
る
。
＝
＝
二
〇
年
に
教
皇
と
和

約
を
結
ん
だ
後
、
東
方
政
策
を
再
開
し
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
聖
地
に
艦
隊
を

派
遣
し
、
ジ
ャ
ン
・
デ
ィ
ブ
ラ
ン
の
所
領
で
あ
っ
た
ベ
イ
ル
ー
ト
を
包
囲
し

た
事
件
に
際
し
、
ア
ッ
コ
ン
に
バ
ロ
ン
、
騎
士
、
ブ
ル
ジ
旦
ア
か
ら
な
る
コ

ミ
ュ
ー
ン
が
結
成
さ
れ
た
。
著
者
は
、
コ
ミ
ュ
ー
ン
設
立
の
事
情
に
つ
い
て

の
℃
鍔
づ
、
窪
の
説
を
批
判
し
た
上
で
、
こ
れ
は
皇
帝
軍
に
対
し
て
A
S
L

の
適
用
が
失
敗
し
た
後
の
唯
一
の
抵
抗
手
段
で
あ
っ
た
と
す
る
。
即
ち
、
バ

ジ
ア
ン
・
ド
・
シ
ド
ソ
の
ナ
…
ト
・
ク
ー
ル
に
お
け
る
要
求
（
ク
ー
ル
の
判

決
ま
で
ベ
イ
ル
ー
ト
包
囲
解
除
を
要
求
）
が
拒
否
さ
れ
、
領
主
達
に
よ
る
ベ

イ
ル
ー
ト
実
力
解
放
の
試
み
が
失
敗
し
た
こ
と
に
よ
り
、
皇
帝
軍
に
対
し
て

騎
士
ば
か
り
で
な
く
可
能
な
限
り
多
く
の
自
由
人
を
結
集
す
る
手
段
と
し
て

コ
ミ
ュ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
情
況
の
中
に
著
者
は

上
述
し
た
「
A
S
」
の
バ
ロ
ン
的
解
釈
」
の
弱
点
を
見
る
。
即
ち
、
そ
の
制

裁
力
は
強
力
な
外
国
兵
や
傭
兵
を
自
由
に
使
用
で
き
る
支
配
者
に
は
効
果
が

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
A
S
」
の
悲
し
き
挫
折
」
の
中
に
著
者
は
領

主
達
の
政
治
理
念
の
欠
陥
が
暴
露
さ
れ
て
い
る
と
し
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず

四
半
世
紀
後
の
法
書
中
に
は
A
S
L
が
万
能
倉
と
し
て
扱
わ
れ
続
け
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
、
彼
等
は
自
ら
の
国
制
理
念
に
従
っ
て
幻
想
の
国
家
を
熱

心
に
描
い
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
結
論
づ
け
る
。

　
法
書
の
描
く
像
が
＝
一
世
紀
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
な
い
こ
と

が
近
年
は
定
説
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
＝
二
世
紀
に
つ
い
て
も
そ
の

有
効
性
を
疑
う
著
者
の
主
張
は
興
味
深
い
。
た
だ
、
一
二
三
一
～
三
二
年
と

い
う
短
期
間
の
情
況
の
み
か
ら
こ
の
よ
う
な
断
定
的
な
結
論
を
出
し
て
も
良

い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
最
終
的
に
は
皇
帝
軍
は
聖
地
か
ら

駆
逐
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
＝
一
四
三
年
の
戦
争
終
結
ま
で
を
本

章
の
考
察
範
囲
に
入
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
間
の

叙
述
は
、
次
章
で
別
の
視
点
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
。
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ま
ず
エ
ル
サ
レ
ム
王
圏
に
お
け
る
バ
イ
イ
と
い
う
言
葉
の
用
法
に
つ
い
て

説
明
し
、
摂
政
と
王
の
代
理
人
と
の
二
種
の
意
味
に
大
別
で
き
る
と
す
る
。

そ
し
て
、
摂
政
の
種
類
六
種
及
び
代
理
人
職
に
つ
い
て
、
そ
の
権
限
を
中
心

に
個
別
に
考
察
し
て
い
る
。
一
三
世
紀
に
は
聖
地
に
常
住
す
る
国
王
が
殆
ど

お
ら
ず
、
領
主
達
に
と
っ
て
、
バ
イ
イ
職
の
法
を
自
分
達
の
政
治
的
目
標
に

適
合
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
な
諜
題
で
あ
っ
た
。

　
次
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
政
治
参
加
を
巡
る
聞
題
に
触
れ
、
イ
タ
リ
ア
都
市
や

ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
代
表
を
含
ん
だ
「
議
会
」
と
呼
び
得
る
も
の
の
存
在
に
言
及

す
る
。
一
二
世
紀
に
は
課
税
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
第
三
身
分
の
出
現
を
予

想
さ
せ
る
例
も
存
在
し
た
が
、
一
三
世
紀
に
は
そ
う
し
た
例
は
な
く
、
又
、

彼
等
は
オ
ブ
ザ
ー
ヴ
ァ
ー
で
決
議
に
は
参
加
せ
ず
、
結
局
、
彼
等
は
聖
地
防

衛
に
必
要
な
有
力
者
と
し
て
重
要
な
国
制
的
決
定
に
無
言
の
同
意
を
与
え
る

た
め
出
席
し
た
の
だ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
も
し
一
般
税
の
試
み
が
更
新
さ

れ
て
い
た
な
ら
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
は
代
表
を
送
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
い

る
が
、
何
故
＝
二
世
紀
に
は
課
税
の
試
み
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て

は
述
べ
て
い
な
い
。

　
続
い
て
再
び
ロ
ソ
バ
ル
デ
ィ
ア
戦
争
の
叙
述
に
戻
り
、
バ
イ
イ
職
を
巡
る

皇
帝
側
と
バ
ロ
ン
側
と
の
闘
争
を
中
心
に
、
皇
帝
一
教
皇
関
係
を
絡
め
て
、

一
二
四
三
年
の
戦
争
終
結
ま
で
を
叙
述
す
る
。
そ
の
間
、
必
ず
し
も
バ
β
ン

側
は
法
的
に
有
利
な
立
場
に
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
最
終
的

に
は
、
コ
ン
ラ
ー
ト
四
世
の
成
人
と
テ
ィ
ル
ス
の
陥
落
に
よ
り
こ
の
戦
争
は

終
結
す
る
が
、
そ
の
際
、
キ
プ
ロ
ス
女
王
ア
ジ
ク
ス
の
摂
政
就
任
は
テ
ィ
，
ル

ス
占
領
を
合
法
化
す
る
た
め
の
摂
敷
法
の
新
解
釈
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し

て
ア
ッ
コ
ソ
・
コ
ミ
晶
ー
ン
の
解
散
に
触
れ
、
そ
れ
は
法
の
薪
解
釈
と
い
う

皇
帝
に
対
抗
す
る
饗
し
い
方
法
の
発
見
の
結
果
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
前
章

で
は
、
法
の
解
釈
よ
り
力
関
係
が
優
越
す
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
り
、
こ

こ
で
も
皇
帝
側
の
勢
力
如
何
に
よ
っ
て
は
情
況
は
変
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
の
叙
述
の
仕
方
は
前
章
の
結
論
と
少
し
逸
興
を
き
た
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
沿

　
と
も
か
く
、
政
治
的
都
合
に
従
っ
た
摂
政
法
の
歪
曲
は
、
一
二
五
八
年
に

も
繰
り
返
さ
れ
、
摂
政
の
ユ
ー
グ
ニ
世
自
身
が
少
年
で
あ
り
母
后
プ
レ
ザ
ン

ス
が
更
に
そ
の
摂
政
に
な
る
と
い
う
異
常
事
態
が
生
じ
た
の
は
、
ジ
ェ
ノ
ア

と
ヴ
ェ
ニ
ス
の
紛
争
の
形
勢
を
逆
転
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
次
い

で
＝
一
六
四
年
の
摂
政
職
を
巡
る
紛
争
、
＝
一
六
九
年
の
王
位
を
巡
る
紛
争

を
分
析
し
、
共
に
勝
利
者
の
方
が
論
拠
薄
弱
で
あ
っ
た
と
し
て
、
家
臣
達
は

自
分
達
が
認
め
た
支
配
者
を
選
ぶ
た
め
に
は
自
ら
が
確
立
し
た
前
例
を
も
無

視
し
た
と
結
論
す
る
。
但
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
の
彼
等
の
利
害
に
つ
い
て

は
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
こ
う
し
て
即
位
し
た
ユ
ー
グ
三
世
が
、
一
定
の
強
権
政
策
を
追
求
し
な
が

ら
も
、
結
局
聖
地
退
去
を
余
儀
無
く
さ
れ
る
叙
述
の
後
、
最
後
に
、
シ
ャ
ル

ル
・
ダ
ン
ジ
ュ
ー
の
代
理
人
ロ
ジ
ェ
・
ド
・
サ
ソ
・
ス
ヴ
リ
ノ
の
虚
誕
を
述

べ
る
。
こ
れ
が
本
書
の
表
題
に
あ
る
一
二
七
七
年
の
事
件
で
あ
る
。
こ
の
場

合
、
自
ら
の
原
則
に
忠
実
た
ら
ん
と
す
れ
ば
、
バ
ロ
ン
達
は
ロ
ジ
ェ
の
要
求

を
拒
否
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
フ
ィ
ー
フ
没
収
の
脅
迫
（
か
つ

て
A
S
L
に
関
し
て
詳
論
さ
れ
た
問
題
）
に
さ
し
た
る
抵
抗
を
示
す
こ
と
も

な
し
に
、
彼
等
は
ロ
ジ
ェ
を
バ
イ
イ
と
し
て
受
け
入
れ
た
。
こ
の
理
由
と
し

て
著
者
は
、
領
主
達
が
経
済
的
に
貧
困
化
し
て
い
た
こ
と
、
ロ
ジ
ェ
が
強
力

な
軍
事
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
、
か
く
し
て
、
再
び
制
裁
は
役
に
立

た
ず
、
バ
ロ
ン
達
は
彼
等
の
父
祖
が
案
出
し
た
す
べ
て
の
法
規
を
破
壊
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
と
結
論
す
る
。
　
「
家
臣
達
の
夢
の
終
結
」
と
い
う
最
後
の
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評書

言
葉
が
示
す
如
く
、
こ
こ
で
も
著
者
は
法
書
の
内
容
の
有
効
性
に
つ
い
て
疑

問
を
呈
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
本
章
は
多
く
の
内
容
が
盛
込
ま
れ

て
い
る
割
に
は
今
一
つ
未
整
理
で
あ
り
、
ロ
ソ
バ
ル
デ
ィ
ア
戦
争
か
ら
王
位

継
承
紛
争
に
到
る
長
い
経
過
叙
述
も
、
必
ず
し
も
視
点
が
十
分
に
明
確
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
書
の
最
後
に
は
短
い
結
論
が
つ
い
て
お
り
、
も
し
強
力
な
支
配
が
存
在

し
、
領
主
達
が
よ
り
従
順
で
あ
っ
た
な
ら
、
王
国
は
よ
り
長
く
存
続
し
た
で

あ
ろ
う
こ
と
、
彼
等
は
理
想
主
義
者
で
は
な
く
、
政
治
的
必
要
に
応
じ
て
自

ら
の
法
を
利
用
し
、
或
い
は
覆
し
た
こ
と
、
防
衛
の
負
担
の
重
さ
と
交
易
の

盛
衰
に
よ
る
影
響
、
彼
等
の
政
治
理
念
は
パ
撰
ン
運
動
の
尖
端
を
行
く
も
の

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
不
可
能
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
幻
想
で
あ
り
、
殆
ど
他
に

影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
理
念
は
他
の
類
似
の
環
境
に
あ
っ
て

は
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
、
を
列
挙
す
る
。
そ
し
て
、
ジ

ャ
ン
・
ド
・
ヤ
ッ
フ
ァ
の
法
書
は
十
後
軍
国
家
の
最
大
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で

あ
る
と
い
う
言
葉
で
本
書
は
結
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
の
結
び
は
、
そ
の
当
否

は
措
く
と
し
て
、
少
し
唐
突
な
印
象
を
与
え
る
。

　
以
上
、
本
書
の
梗
概
を
紹
介
し
て
来
た
が
、
気
づ
い
た
点
に
つ
い
て
は
そ

の
都
度
指
摘
し
て
来
た
の
で
、
紙
幅
の
都
合
か
ら
も
詳
論
は
避
け
る
が
、
た

だ
、
一
つ
疑
問
に
思
う
こ
と
は
、
本
書
の
主
題
で
あ
る
領
主
達
の
政
治
理
念

を
考
察
す
る
際
、
そ
の
主
要
な
史
料
で
あ
る
法
書
の
成
立
と
そ
の
時
代
背
景

と
の
関
わ
り
が
殆
ど
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
著
者
は
法
書
中
の
理

念
が
親
実
性
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
が
、

何
故
そ
う
し
た
幻
想
が
法
書
に
盛
込
ま
れ
る
に
至
っ
た
の
か
を
、
そ
れ
ぞ
れ

の
法
書
の
成
立
時
点
に
お
い
て
説
明
し
な
け
れ
ば
、
結
局
、
最
初
に
提
起
さ

れ
た
「
何
故
七
〇
年
後
に
は
王
権
が
弱
体
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
の
か

P
」
と
い
う
問
題
に
答
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
全
般
的
な
所
感
と
し
て
、
本
書
は
勝
領
経
営
の
分
析
等
に
も
大
き

な
部
分
が
割
か
れ
て
お
り
、
単
な
る
国
継
史
に
終
わ
っ
て
い
な
い
点
は
注
屑

す
べ
き
で
あ
る
が
、
総
じ
て
、
そ
う
し
た
経
済
的
背
景
と
政
治
過
程
と
が
別

々
に
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
相
互
の
有
機
的
な
開
連
が
今
一
つ
明
確
で
は
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
交
易
の
盛
衰
と
バ
ロ
ン
運
動
の
消
長
と
を
結
び
つ
け
て

述
べ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
点
で
あ
る
が
、
両
者
の
関
連
に
つ
い
て
の
具
体

的
な
分
析
は
あ
ま
り
十
分
置
は
な
い
。
尤
も
、
序
文
に
も
主
張
さ
れ
て
い
る

如
く
、
著
者
の
主
た
る
関
心
は
領
主
達
の
政
治
理
念
に
あ
り
、
経
済
的
分
析

は
そ
の
背
景
と
し
て
行
な
わ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
以
上
、
そ
の
辺
り
の
限
界
は

や
む
を
得
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
本
書
は
非
常
に
広
範
な
内
容
を
運
ん
で
お
り
、
い

く
つ
か
の
不
十
分
な
点
は
あ
る
も
の
の
、
今
後
の
更
な
る
研
究
へ
の
様
々
な

可
能
性
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
分
野
の
研
究
が
極
め
て

乏
し
い
我
国
に
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
研
究
を
一
つ
の
出
発
点
と
し
て
、
盛

ん
に
研
究
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　
（
三
五
一
頁
　
一
九
七
三
年
　
い
。
巳
。
ロ
冒
竃
螢
。
讐
筥
餌
潰
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
生
　
大
津
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