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『
統
治
の
書
』

句
ミ
b
h
ミ
'M
悼
む
き
ぬ
ま
た
は
め
々
ミ
ミ
・
ミ
N
R
E
b
一
は
セ
ル
ジ
ュ
1
1

ク
朝
の
君
主
ス
ル

タ
l
ン
u
マ
リ
ク
・
シ
ャ

l

(
一
O
五
五
|

九
二
、
在
位

一
O
七
二

l
九
二
〉

が
君
主
の
た
め
に

政
治
の
方
法
を
説
い
た
書
物
で
あ

る
。
セ
ル
ジ

ュ
l
ク
朝
は
中
央
ア
ジ
ア
の
ト

ル
コ
系
の
民
族
が
建
て
た
も
の
で
、
そ
の
領
域
は
今
の
イ
ラ
ン
を
中
心
と
し
て
、

の
宰
相
ニ
ザ

l
ム

・
ア
ル
・
ム
ル
ク
(
一

O
一
八
|
九
二
)

中
央
ア
ジ
ア

か
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ら
小
ア
ジ
ア
に
及
ん
だ
。

こ
れ
よ
り
先
、

ア
ッ
パ

ー
ス
朝
に
よ
る
統

一
的
支
配
の
中
か
ら
地
方
政
権
が
濁
立
す
る
動
き
が
起
こ

っ
て
い
た。

そ
の
最
初
の
も
の
が
ニ

l

シ
ャ

ー
プ

l
ル
を
中
心
と
し
た
タ

l
ヒ
ル
朝
で
あ
り
、
そ
れ
が
猫
立
政
擢
と
な

っ
た
誼
操
は
、
金
曜
日
の
モ
ス
ク
で
の
読
数
(
フ
ト
パ
)
の
中
で

そ
れ
ま
で
カ
リ
フ
の
名
を
唱
え
て
い
た
の
に
、
そ
れ
を
や
め
て
こ
の
地
の
知
事
タ
l
ヒ
ル
の
名
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

れ

は
ベ
ル
シ
ア
系
の
王
朝
で
あ
り
、

ベ
ル
シ

ア
人
に
よ
る
ベ
ル

シ
ア
史
は
こ
の
王
朝
の
意
義
を
高
く
評
慣
す
る。

『
統
治
の
書
』
で
は
始
粗
タ
l

ヒ
ル
の
子
ア
ブ
ド
ウ
ッ
ラ
ー
を
正
義
の
太
守
白
ヨ
可
と
し
て
い
る

(
七
章
)
。

次
に
起
こ
っ
た
の
が
シ

l
ス
タ
ー
ン
出
身
の
ヤ
ア
ク

l
ブ
で
、
彼
は
父
ラ
イ
l
ス
と
と
も
に
員
銭
細
工
職
人
制
由
民
帥
円
で
あ

っ
た
た
め
、
彼
の

建
て
た
王
朝
は
サ
ッ
フ
ァ
ー

ル
朝
と
呼
ば
れ
る
。
ヤ
ア
ク

l
ブ
は
ア
ッ
パ

ー
ス
朝
の
カ
リ
フ
に
敵
射
し
、
そ
の
都
パ
グ
、
タ

l
ド
に
兵
を
準
め
た

が
、
敗
れ
て
退
い
た
。
ヤ
ア
ク
l
プ
の
死
後
、
そ
の
弟
ア
ム
ル
が
縫
い
だ
。
こ
の
と
き
ア
ム
川
以
北
に
住
ん
で
い
た
ベ
ル

シ
ア
系
の
サ
1

7

1



ン
朝
の
イ
ス
マ

1
イ
l
ル
が
カ
リ
フ
と
手
を
結
び
、

サ
l
マ
l
ン
朝
は
フ
ト
バ
の
中
で
カ
リ
フ
の
名
を
唱

ア
ム
ル
を
破
っ
て
こ
れ
を
捕
え
た
。

え
て
忠
誠
を
示
し
た
。
『
統
治
の
書
』
は
カ
リ
フ
の
側
に
立
つ
た
め
、
ヤ
ア
ク
l
ブ
を
非
と
し
、
イ
ス
マ

l
イ
l
ル
を
是
と
し
て
い
る

(一ニ
章
〉。

カ
ス
ピ
海
の
西
南
岸
、
現
在
は
ギ
1

ラ
l
ン
と
呼
ば
れ
る
地
方
は
嘗
時
は
ダ
イ
ラ
ム
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
起
こ
っ
た
ブ
ワ
イ
朝
は
九

四
五
年
に
バ
グ
ダ
ー
ド
を
占
領
し
て
カ
リ
フ
を
政
治
的
支
配
下
に
お
い
た
。
こ
の
王
朝
は
イ
ス
ラ
ム
の
少
数
涯
た
る
シ

l
ア
涯
を
奉
じ
た
の

で
、
『
統
治
の
書
』
は
ダ
イ
ラ
ム
人
を
異
端
者
と
し
て
攻
撃
す
る

(
十
章
な
ど
)
。

サ
1
7
1
γ
朝
に
仕
え
た
ト
ル
コ
人
高
級
奴
隷

m
r己
削
ヨ
ム
・
、
吋
5
r
の
ア
ル
ブ

・
テ
ギ
l
ン
は、

そ
の
能
力
を
買
わ
れ
て
将
軍
に
昇
進
し
、

今
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
ガ
ズ
ニ
l
へ
行
っ
て
濁
立
政
擢
を
建
て
た
(
二
十
七
章
)
。
こ
れ
が
ガ
ズ
ニ
l
朝
で
あ
る
。

と
、
そ
の
部
下
サ
ブ
ク
・
テ
ギ
l
ン
が
、
そ
の
あ
と
そ
の
子
マ
フ
ム

l
ド
が
繕
い
だ
。

彼
は

「
ス
ル
タ

l
ン
」
の
稽
暁
を
と
り
、
ス
ル
タ
l
ン
H

ア
ル
ブ
・
テ
ギ
l
ン
の
あ

マ
フ
ム

l
ド
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
彼
は
イ
ス
ラ
ム
数
の
弘
布
と
ベ
ル
シ
ア
文
化
の
保
護
に
貢
献
し、

『
統
治
の
書
』

で
は
名
君
の
一
人
に
数
え

n
u
 

t-u 

ら
れ
、
多
く
の
逸
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

マ
フ
ム

l
ド
の
子
マ
ス
ウ
l
ド
の
代
に
な
っ
て
ガ
ズ
ニ

l
朝
の
勢
力
が
衰
え
る
と
、

そ
の
西
方
に
勢
力
を
樹
立
し
た
の
が
セ

ル
ジ
ュ

l
ク
朝

で
あ
る
。
そ
の
王
ト
グ
リ
ル
は
一

O
五
五
年
に
バ
グ
ダ
ー
ド
に
入
り
、
そ
れ
ま
で
そ
こ
を
支
配
し
て
い
た
ブ
ワ
イ
朝
を
倒
し
、
代

っ
て
カ
リ
フ

の
保
護
者
と
な
っ
た
。
ト
グ
リ
ル
の
後
を
そ
の
兄
チ
ャ
グ
リ
l
の
子
ア
ル
ブ
・
ア
ル
ス
ラ
l
ン
が
纏
い
だ
。
彼
は
宰
相
と
し
て
今
の
イ
ラ
ン
東

北
部
、
ト
ゥ

l
ス
出
身
の
ア
ブ
l

・
ア
リ
l

・
ハ
サ
ン
を
起
用
し
た
。

L 

れ
zう:

「
王
園
の
秩
序
」

の
意
の
稿
競
寸

ニ
ザ
l
ム
・
ア
ル
・
ム
ル

ク
」
で
有
名
な
人
物
で
あ
る
。
中
園
で
は
北
宋
の
司
馬
光
や
王
安
石
と
同
時
代
に
嘗
る
。
ア
ル
ブ

・
ア
ル
ス
ラ
l
ン
の
子
で
王
位
に
つ
い
た
マ

リ
ク
・
シ
ャ
ー
は
、
近
臣
た
ち
に
命
じ
て
政
治
の
方
法
に
つ

い
て
の
論
文
を
執
筆
さ
せ
た
。

そ
の
う
ち
最
優
秀
の
も
の
と
し
て
ニ

ザ
l
ム
の
も

の
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
れ
が
『
統
治
の
書
』

全
五
十
章
で
あ
り
、
本
書
成
立
の
事
情
は
そ
の
序
章
に
見
え
る
。

ニ
ザ
1
ム
は
マ
リ
ク
・

シ
ャ
l

の
宰
相
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
年
長
老
で
あ
り
、
後
見
人
三
巴
停
の
立
場
に
あ

っ
た
。
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本
書
の
特
色
に
つ
い
て
い
う
な
ら
、

ま
ず
第
一
に
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ア
l
ウ
ィ
ン
・
ロ

l
ゼ
ン
ソ
l

~
が

「
良
き
政
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府
と
は
ど
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ね
か
を

ニ
ザ

l
ム
は
理
論
整
然
と
、
そ
し
て

こ
れ
は
重
要
で
な
い
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
人
を
祭
し
ま

せ
る
よ
う
に
絞
述
し
て
い
る
」
と
い
う
と
お
り
で
あ
る
。

お
も
し
ろ
い
物
語
の
う
ち
有
盆
な
も
の
三
つ
を
選
ん
で
以
下
に
紹
介
す
る
で
あ
ろ
う

zう:

こ
こ
で
は
諺
だ
け
を
拾
い
出
し
て
み
よ
う
。
諺
と
い
う
の
は
普
通
の
人
聞
の
日
常
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
知
恵
で
あ
っ

て、

す
べ
て
の
人
に

強
く
訴
え
る
も
の
で
あ
る
。
か
っ
こ
内
に
章
散
を
示
す
。

「一
章
原
に
火
が
つ
け
ば
、
乾
い
た
も
の
も
漂
っ
た
も
の
も
み
な
燃
え
る
」

(
一
)

「美

名
に
だ
ま
さ
れ
る
人
は
生
計
を
失
い
、
美
名
を
も
っ
て
だ
ま
す
人
は
生
命
を
失
う
」

(四〉

「
政
治
家
で
最
良
の
者
は
同
学
者
と
交
り、

与
者
で
最

悪
の
者
は
政
治
家
と
交
る
」
〈
八
〉

「肉
が
腐
れ
ば
盤
か
け
る
。
盟
が
腐
れ
ば
何
か
け
る
」
(
十
一
二
)

「
す
べ
て
の
希
望
は
絶
望
よ
り
生
ま
れ
る
」

(十
三
)「

一
人
の
助
言
は

一
人
の
力
、
十
人
の
助
言
は
十
人
の
力
」
(十
八
)
「軽
率
は
悪
魔
の
子、

熟
慮
は
神
の
子
」
(
三
十
八
)

「
主
婦
二
人
の

家
は
片
づ
か
ず
、

主
人
二
人
の
家
は
破
滅
す
る
」
(
四
十
一

〉
「
雨
を
避
け
て
溝
に
落
ち
る
」

(四
十
六
)
。

ま
た
現
代
イ
ラ
ン
の
小
準
教
科
書
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
有
名
な
話
は
こ
う
で
あ
る

さ
一十
六
〉
。
サ
サ
ン
朝
の
名
君
ヌ
l
シ

l
ル
ワ

l
ン
が

あ
る
村
を
通
り
か
か
っ
た
。
九
十
歳
ほ
ど
の
老
人
が
そ
こ
で
く
る
み
'の
木
を
植
え
て
い
た
。
そ
れ
を
見
た
王
は
驚
い
た
。
な
ぜ
な
ら
く
る
み
は

@

‘
 

植
え
て
か
ら
質
が
な
る
ま
で
に
二
十
年
か
か
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
王
は
老
人
に
問
う
た
。
「
お
ま
え
は
く
る
み
の
買
が
な
る
ま
で
生
き
て

い
る
つ
も
り
か
。」
老
人
は
答
え
た
。
「
他
人
が
植
え
た
も
の
を
我
々
が
食
べ
ま
し
た
。

- 60ー

我
々
が
植
え
る
も
の
を
他
人
が
食
べ
る
で
し
ょ
う
。」

『
統
治
の
書
』
の
特
色
の
第
二

は
、
著
者
の
抱
く
危
機
感
で
あ
る
。
異
端
に
射
す
る
警
戒
と
攻
撃
の
文
章
は
本
書
を
通
じ
て
至
る
と
こ
ろ
に

見
ら
れ
る
。
異
端
振
の
煽
動
に
よ
る
動
範
が
お
こ
れ
ば
善
人
も
悪
人
も
ひ
と
し
く
被
害
を
蒙
る
と
い
う
の
が
、

つ
け
ば
・
:
・」
の
意
味
で
あ
る
。
イ
ス

ラ
ム
教
に
お
け
る
宗
数
は
我
々
の
観
念
に
お
け
る
宗
数
で
は
な
い
。

先
に
引
い
た
諺
「
葦
原
に
火
が

そ
れ
は
政
治
や
経
済
や
祉
舎
の
領

域
を
も
含
ん
だ
、

い
わ
ば
文
明
で
あ
る
。
そ
の
内
部
の
相
克
は
宗
涯
の
劉
立
と
い
う
外
観
を
も

っ
て
表
現
さ
れ
る
。

一
ザ

l
ム
の
場
合
、
具
世

的
に
は
セ
ル
ジ
ュ

l
ク
朝
の
支
配
陸
制
が
、
よ
り
個
別
的
に
は
彼
自
身
の
地
位
が
問
わ
れ
て
い
た
。
彼
は
い
う
。

「
私
が
私
利
を
計

っ
て

い
る

と
言
う
人
た
ち
が
あ
っ
て
、
私
の
意
見
は
今
の
と
こ
ろ
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
私
が
こ
の
世
を
去
っ
た
時
に
彼
ら
の
腐
敗
と
陰
謀
が
明
ら
か
に

か
H
唱

nJ、
こ
の
偉
大
な
る
帝
園
に
針
す
る
私
の
献
身
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
」
(
四
十
三
〉。

「
四
八
五

(一

O
九
二
)



年
に
我
々
は
バ
グ
ダ
ー
ド
に
行
く
こ
と
に
な
り
、
私
は
宮
廷
書
家
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ナ

シ
l
フ
に
こ
の
本
を
渡
し
、
き
れ
い
な
字
で
潟
す
よ
う
に

言
っ
た
。
そ
し
て
も
し
私
が
こ
の
抜
か
ら
蘇
っ
て
く
る
こ
と
が
な
い
な
ら
、
そ
れ
を
ス
ル
タ
l
ン
陛
下
に
提
出
す
る
よ
う
に
と
停
え
た

(終
章
)
。

エ
ザ
l
ム
の
議
感
ど
お
り
、
彼
は
イ
ス
フ
ア
ハ

1
ン
日
バ
グ
ダ
ー
ド
街
道
に
お
い
て
暗
殺
さ
れ
た
。

『
統
治
の
書
』
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
数
多
く
の
物
語
の
う
ち
、
比
較
的
長
く
て
興
味
あ
る
も
の
三
篇
を
選
び
、
解
説
を
加
え
る
。

@
 

第
五
章
「
封
土
広
明
所
有
者
の
こ
と
、
お
よ
び
彼
ら
が
農
民
を
ど
う
扱
っ
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
」

⑤
 

王
の
物
語
」
で
あ
る
。

正
義
の
王
と
は
サ
サ
ン
朝
の
ヌ

l
シ
l
ル
ワ
l
γ

の
こ
と
で
、
ニ
ザ
l
ム
に
と
っ
て の

大
部
分
を
占
め
る
の
が
「
正
義
の

「
先
王
之
政
」
が
こ
こ
に
一ホ
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
物
語
に
は
本
書
の
他
の
物
語
と
同
じ
く
曾
話
瞳
の
表
現
が
頻
出
し
、

讃
み
準
む
に
つ
れ
て
芝
居
の
よ
う
に
い
き
い
さ
と
朕
景
が

- 61ー

浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
物
語
の
場
面
の
第
一
は
ア
ゼ
ル
パ
イ
ジ
ャ
ン
地
方
の
老
女
の
家
、
第
二
は
都
マ

ダ
l
イ
ン
郊
外
の
王
室
狩
強
場
、
第
三

が
ヌ
!
シ

l
ル
ワ
l
ン
の
宮
廷
で
、
第
三
の
場
面
が
も
っ
と
も
長
い
。
物
語
は
あ
く
ま
で
虚
構
で
あ
り
、
作
者
の
願
墓
と
も
い
え
る
の
で
あ
る

と
虚
構
と
を
交
互
に
提
出
し
て
く
る
。
そ
う
す
る
と

事
貫

(
現
賓
に
起
こ
り
得
る
こ
と
〉

が
、
そ
の
物
語
を
も
っ
と
も
ら
し
く
見
せ
る
た
め
に
、

受
け
と
る
側
は
ほ
と
ん
ど
違
和
感
な
く
す
べ
て
を
事
買
と
し
て
容
認
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ま
ず
老
女
の
家
の
場
面
で
あ
る
。
彼
女
は
夫
も
子
も
亡
く
な

っ
て

一
人
暮
ら
し
で
あ
る
。
先
祖
か
ら
相
積
し
た
合
法
的
な
財
産
と
し
て
、
わ

ず
か
な
土
地
を
所
有
し
て
い
る
。
自
分
に
は
耕
作
す
る
力
が
な
い
の
で
人
に
貸
し
て
耕
作
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
牧
穫
の
中
か
ら
政
府
に
税
を
納

め
、
耕
作
人
の
取
り
分
を
輿
え
る
。
そ
の
残
り
で
毎
日
四
箇
の
パ
ン
を
焼
く
こ
と
が
で
き
る
。

一
箇
は
童
に
食
べ
、

そ
れ
ぞ
れ
交
換
す
る
。

一
箇
は
夜
に
食
べ
る
。

一
箇
は
燈
油
と
、

彼
女
の
家
は
水
汲
み
場
与
・
r
r
z
H
U
Y
に
近
く
て
便
利
だ
し
、

そ
の
う
ち

一
箇
は
お
か
ず、

近
所
の

人
々
は
親
切
で
彼
女
に
衣
類
を
興
え
て
援
助
し
て
い
る
。

543 

さ
て
一
人
の
将
軍
田
町
品
}
ザ
印
包
凶
同
が
ヌ

l
シ
l
ル
ワ

l
ン
王
に
よ
っ
て
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
知
事
若
山
町
に
補
せ
ら
れ
た
。

知
事
は
自
分
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の
邸
宅
と
庭
園
を
作
る
た
め
に
彼
女
の
土
地
を
買
お
う
と
し
た
が
、
彼
女
は
貰
る
こ
と
を
拒
ん
だ
。
知
事
は
力
づ
く
で
土
地
を
取
り
上
げ
、
代

金
も
換
地
も
輿
え
な
か

っ
た
。
こ
こ
ま
で
は
事
貫
で
あ
る
。
庶
民
の

一
人
と
し
て
の
老
女
の
生
活
が
篤
質
的
に
掛
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
ま
た

そ
ん
な
人
の
土
地
を
取
り
上
げ
る
権
力
者
が
存
在
す
る
こ
と
も
事
買
で
あ
る
。

彼
女
は
い
く
ら
知
事
に
願
い
出
て
も
聞
い
て
く
れ
な
い
の
で

」の

こ
と
を
ヌ

l
シ
ー
ル
ワ

l
ン
王
に
訴
え
る
た
め
に
、

ア
ゼ

ル
バ
イ
ジ

ャ

ン
か
ら
は
る
ば
る

マ
ダ
l
イ
ン
(今
の
イ
ラ
ク
の
バ
〆
タ
l
ド
附
近
)

へ
出
か
け
て
行
く
。
毎
日
の
生
活
が
や

っ
と
で
あ
る
彼
女
が
数
百
キ

ロ
の
掠

@
 

を
す
る
と
い
う
の
は
鹿
構
で
あ
る。

老
女
は
都
で
人
に
尋
ね
ま
わ
っ
て
、

某
日
に
王
が
狩
り
に
行
く
こ
と
を
知
っ
た
。

一
夜
を
過
ご
し
た
。
翌
日
、
王
の
姿
を
見
る
や
彼
女
は
そ
の
前
に
と
び
出
し
て
嘆
願
書

門
宕
包
を
差
し
出
し
た
。
王
は
そ
れ
を
受
け
取

っ
て
読

み
、
彼
女
の
事
情
を
理
解
し
た
。
田
舎
の
貧
し
い
老
女
が
字
を
書
く
教
養
を
も

っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、

彼
女
は
王
室
狩
撤
場

へ
行
き
、
藁
塚

r吉田
E
r
の
蔭
で

こ
の
場
合
は
口
頭
で
な
く
文
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書
に
よ
る
嘆
願
の
方
が
物
語
と
し
て
は
よ
い
。

ヌ
l
シ
l
ル
ワ
l
ン
王
は
こ
の
問
題
を
秘
密
裡
に
調
査
す
る
た
め
に
一
計
を
案
じ
た
。
午
後
の
童
震
の
時
間

(
イ
ラ
ン
で
は
今
も
こ
の
習
慣
が
あ

る
)
に

一
人
の
小
姓

m
r
c
z
s
を
呼
ん
だ。

そ
し
て
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン

へ
行

っ
て
彼
女
に

つ
い
て
調
べ
る
よ
う
命
じ
た
。
し
か
し
王
は
そ
の

翌
日
、
廷
臣
貴
族
の
前
で
は
同
じ
小
姓
に
劃
し
て
「
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
農
業
事
情
を
調
査
せ
よ
」
と
言
っ

た
。

赴
い
て
調
べ
た
結
果
は
、
彼
女
の
申
し
立
て
と
一
致
し
て
い
た
。
小
姓
は
都
へ
戻
り
、

小
姓
が
ひ
そ
か
に
現
地
へ

公
の
場
で
は
か
の
地
の
農
業
に
つ
い
て
報
告
し
、
王
と

二
人
き
り
の
と
さ
に
員
相
を
話
し
た
。

王
は
貴
族
倫
侶
を
宮
廷
に
集
め
、

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
知
事
に

つ
い
て
尋
ね
た
。
知
事
の
財
産
は
彼
ら
の
答
え
に
よ
る
と
次
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

ィ
ナ

l
ル、

現
金

S
Z
E
E色
二

O
O高
デ
ィ
ナ
ー
ル
、

家
財
道
具
巴
三
-rB白
己
目
白

O

自
由
同
町

五

O
蔦
デ
ィ
ナ
ー
ル
分
、

そ
の
ほ
か
に
土
地
自
己
へ
飯
館

EHJEロ
E
S、
製
粉
所
官

-E、
浴
場

mmロロ帥

E
、
農
地

B
5
g∞
宮
口
の
そ
れ
ぞ
れ
を
フ
ラ

賓
石
」
阿
君
岳
町
六

O
首
円
デ



ア
ゼ
ル
パ
イ
ジ
ャ
ン
の
各
地
に
所
有
す
る
。
ま
た
馬

g
げ
と
ら
ば

B
昨
日
三
高
頭
、
羊

m
z
pロ円四
一一

O
高
頭
、
ら
く
だ
田
宮
昨
日
三
高
頭
、
高
級
奴
隷

m
E
E
B
(ト
ル

コ
人
、
ギ
リ
シ
ア
人
、
エチ
オ
ピ
ア
人
)

一
七

O
O人
、
女
奴
隷

Z
E
E-同
四

O
O人
。
そ
し
て
食
べ
物
と
し
て
毎
日
二
0
種
類
の
も
の
が
あ
る
こ
と
な
ど
。

ー
サ
l
ン
、

イ
ラ
ク
、
フ
ァ
ー

ル
ス
、

以
上
は
個
人
の
富
の
質
と
量
を
一
示
す
一
例
と
な
ろ
う
。
少
し
説
明
を
加
え
る
な
ら
、

製
粉
所
は
水
力

(
ま
れ
に
風
力
〉
に
よ
っ
て
小
菱
を
粉
に

す
る
。
そ
の
所
有
者
は
利
用
者
の
持
参
す
る
小
褒
の
一
定
割
合
を
報
酬
と
し
て
受
け
取
る
。
放
館
や
浴
場
が
都
市
の
商
人
た
ち
の
た
め
で
あ
る

の
に
劉
し
、
製
粉
所
は
す
べ
て
の
農
家
が
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
、

農
家
に
劃
し
て
経
済
的
優
位
を
占
め
る
。
奴
隷
は
主
と
し
て

ト
ル
コ
人
で
、

貰
買
贈
興
の
劉
象
と
な
り
、
家
族
を
も
つ
こ
と
を
許
き
れ
な
い
。
能
力
に
よ
り
高
級
奴
隷
と
、
下
級
奴
隷
宮
口
合
に
分
か
れ

る
。
後
者
は
単
純
肉
睦
務
働
に
従
事
す
る
の
に
反
し
、
前
者
は
訓
練
を
受
け
て
軍
務
に
服
し
、
昇
進
し
て
将
軍
と
な
り
、
時
に
は
み
.す
か
ら
政

@
 

擢
を
立
て
る
こ
と
も
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
期
の
西
ア
ジ
ア
に
お
い
て
と
の
高
級
奴
隷
の
意
義
は
大
き
い
。

〉
』
こ
人

J

、

さ
て
ヌ

l
シ
l
ル
ワ
l
ン
正
義
王
は
と
の
富
め
る
塵
制
者
が
よ
る
べ

な
い
老
女
に
劃
し
て
行

っ
た
行
震
に
つ
き
そ
の
慮
分
を

一
同
に
問
う
た

皮
を
は
ぎ
、
肉
を
犬
に
食
わ
せ
、
睦
内

「ど
ん
な
罰
に
も
値
い
し
ま
す
」
と
い
う
答
え
を
得
た
の
で
、
か
の
知
事
を
連
れ
て
き
て
、
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に
藁
を
詰
め
、

そ
れ
を
宮
廷
の
門
に
吊
る
し
て
人
々
へ
の
見
せ
し
め
と
し
た
。
王
は
「
自
分
は
い
わ
ば
親
羊

szr
と
子
羊

E
H
E
を
狼
何
日
関

か
ら
守
る
の
だ
」
と
言
う
。
羊
と
狼
と
は
劉
立
す
る
存
在
で
、

西
ア
ジ

ア
の
生
活
に
と
っ
て
ご
く
身
近
な
も
の
で
あ
る
。
卒
和
な
時
代
の
形
容

と
し
て
「
羊
と
狼
が
一
緒
に
水
を
飲
む
」
と
い
う
表
現
が
あ
る

(七
章
、
後
出
〉。

「
た
そ
が
れ
」
を

「
羊
か
狼
か
わ
か
ら
な
い
時
」

と
い
う
。

ま
た
「
羊
」
の
語
を
日
本
人
は
穂
稿
的
に
使
う
。

と
れ
に
嘗
る
の
が
∞

rpロ
仏
で
あ
る
が
、

ベ
ル
シ
ア
語
で
は
親
と
子
に
分
け
て
言
う
の
が

普
通
で
あ
る
。
経
済
的
債
値
が
違
う
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
ヌ
l
シ

1
ル
ワ
l
ン
王
は
い
う
。

「
農
民
は
興
え
る
者

円2
7・
g含
で

あ
り
、
軍
人

は
取
る
者

g
gロ
・
白
ロ
円
四
国
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
取
る
者
よ
り
も
興
え
る
者
を
優
遇
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
。

ス
ラ
ム
以
前
以
後
を
、
通
じ
て
つ
ね
に
農
民
を
傘
重
す
る
思
想
は
あ
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
は
要
す
る
に
、

と
っ
て
の
牧
入
源
で
あ
る
と
と
か
ら
き
た
も
の
で
、
す
べ
て
た
て
ま
え
で
あ
っ
て
、

ベ
ル
シ
ア
史
に
お
い
て
も
イ

農
民
が
食
料
供
給
者
で
あ
り
、
政
府
に

545 

農
民
は
質
際
は
つ
ね
に
も

っ
と
も
し
い
た
げ
ら
れ
た
階
層
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で
あ
っ
た
。

王
は
老
女
が
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
へ
跨
る
の
を
援
助
し、

元
の
土
地
を
返
し
て
や
り
、

「
ど
う
か
お
ま
え
の
祈
龍

己矢印

の
中
で
私
の
名
を

言
っ
て
く
れ
」
と
い
う
。
新
躍
の
中
で
人
の
名
を
言
う
と
は
、

そ
の
人
に
感
謝
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

ヌ
l
シ
ー
ル
ワ
l
ン
は
こ
の
物
語
の
主
人
公
と
し
て
「
正
義
の
王
」
た
る
性
質
を
存
分
に
護
揮
し
て
い
る
。

こ
の
物
語
を
聞
け
ば
誰
で
も
祭

し
く
な
る
。

そ
の
理
由
は
、

主
人
公
が
絶
劉
的
な
権
威
の
持
主
で
あ
っ

て
、
善
を
勧
め
悪
を
懲
ら
す
か
ら
で
あ
る
。

の
生
活
に
不
安
を
も
っ
一

般
民
衆
に
と

っ
て
、
虚
構
で
も
あ
れ
こ
の
よ
う
な
頼
も
し
い
魚
政
者
は
心
の
支
え
と
な
る
。

の
た
め
に
は
権
威
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
も
う
ひ
と
っ
こ
の
物
語
の
お
も
し
ろ
い
理
由
は
、

か
の
老
女
の
よ
う
に
日
常

だ
れ
に
と

っ
て
も
安
心

王
が
そ
の
擢
力
を
む
き
だ
し
に
行
使
す
る

の
で
な
く
、
計
略
を
も
っ
て
人
の
意
表
に
出
た
こ
と
で
あ
る
。
老
女
の
申
し
立
て
を
裏

つ
け
る
の
に

小
姓
を
汲
遣
す
る
に
嘗

っ
て
、
最
初
か
ら

公
然
と
や

っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
の
に
、

廷
臣
た
ち
を
あ
ざ
む
い
て
内
密
に
事
を
運
ぶ

そ
の
意
外
性
が
お
も
し
ろ
い。

こ
の
物
語
の
二
要
素

-64ー

「
権
威
」
と
「
計
略
」
は
本
書
の
他
の
物
語
に
も
見
出
さ
れ
る
。

ま
た
ヌ

1
シ
l
ル
ワ
l
ン
王
が
異
端
た
る
マ
ズ
ダ
ク
数
を
鎮
座
し
た
こ
と
を
功
績
と
し
て
、

一
ザ
i
ム
は
詳
述
し
て
い
る

(四
十
四
章
〉。
異

マ
ズ
ダ
ク
数
が
婦
人
と
財
産
の
共
有
を
主
張
し
た
と
い
う
彼
の
非
難
は
、

代
の
イ
ス
マ
イ
ル
涯
に
あ
て
は
ま
る
。
ま
た
ア

ゼ
ル
パ
イ
ジ
ャ
ン
の
知
事
の
よ
う
な
有
力
者
の
物
語
も
、

端
は
彼
に
と
っ
て
現
賓
の
問
題
で
あ
り
、

そ
の
ま
ま
ニ

、サ
l

ム
の
時

サ
サ
ン
朝
と
い
う
よ
り
は
セ
ル
ジ

ュ

ー
ク
朝
の
質
態
と
み
な
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

第
七
章
に
「
バ
グ
ダ

ー
ド
の
ト
ル
コ
人
賂
軍
の
物
語
」
が
載
っ
て
い
る
。
こ
の
ト
ル
コ
人
が
悪
人
で
、

カ
リ
フ
u
ム
ウ
タ
シ
ム

(在
位
八

ー
四
一
一
)
に
懲
ら
し
め
ら
れ
る
話
で
あ
る
。
こ
の
話
の
中
で
、

る
。
場
面
は
ま
ず
将
軍
の
屋
敷
、
つ
い
で
モ
ス
ク
、

擢
威
を
も
っ
人
は
カ
リ
フ
で
あ
り
、

つ
い
で
仕
立
屋
の
庖
と
な
る
。

計
略
を
用
い
る
の
は
佐
立
屋
の
老
人
で
あ



こ
の
物
語
の
冒
頭
に
ト
ル
コ
人
奴
隷
に
つ
い
て
と
う
い
う
。

「
ア
ッ
パ
ー
ス
朝
の
カ
リ
フ
の
中
で
ム

ウ
タ
シ
ム
ほ
ど
の
権
威
と
富
を
も
っ
た

ま
た
彼
ほ
ど
多
く
の
ト
ル
コ
人
下
級
奴
隷
を
も
っ
た
も
の
は
い
な
い
。
彼
は
ま
た
七
寓
人
の
ト
ル
コ
人
高
級
奴
隷
を
も
っ

も
の
は
い
な
い
し
、

て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
多
く
を
将
校

回
目
可

に
登
用
し
た
。

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

ム
ウ
タ
シ
ム
に
よ
れ
ば
使
用
人
と
し
て
は
ト
ル
コ
人
に
勝
る
も
の

だ
れ
か
金
を
貸
し
て
く
れ
る
人
は
な
い
か
と
相
談
す
る
。
執
事
は
自

分
の
知
人
で
バ
グ
ダ
ー
ド
の
パ
ー
ザ
ー

ル
に
庖
を
も
っ
商
人
を
推
薦
す
る
。
将
軍
は
商
人
を
招
い
て
歓
待
し
、

「
自
分
と
取
引
し
て
く
れ
な
い

か
」
つ
ま
り
金
を
貸
し
て
く
れ
な
い
か
と
も
ち
か
け
る
。
商
人
は
賂
箪
の
要
求
を
断
れ
ず
、
貸
す
こ
と
に
す
る
。
将
軍
は
六
百
デ
ィ
ナ
ー

ル
借

こ
の
話
の
主
人
公
た
る
将
軍
は
あ
る
日
、
自
分
の
執
事

4
3
wユ
に

穫

町丘町
削
除
の
と
き
に
返
す
と
約
束
す
る
。

り
て
、
七
百
デ
ィ
ナ
ー
ル
の
借
用
書
官
E
F
を
書
く
。
百
デ
ィ
ナ
ー
ル
は
利
子
の

つ
も
り
で
あ
ろ
う
。
期
間
宮
F
は
四
|
五
か
月
で
、
牧

牧
穫
時
の
返
済
と
い
う
の
は
農
民
の
慣
習
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

現
在
で
も
農
民
が
地
主

- 65ー

や
商
人
か
ら
現
金
ま
た
は
穀
物
を
借
り
る
と
き
、
次
の
牧
穫
を
揖
保
と
す
る
。

商
人
は
返
済
期
限
か
ら
十
日
た

っ
て
将
軍
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
が
金
を
返
し
て
く
れ
な
い
。
二
か
月
た

っ
て
行
っ

て
も
、
さ
ら
に
二
か
月
待

っ
て
行
っ
て
も
、
や
は
り
む
だ
だ
っ
た
。
八
か
月
た
っ
て
彼
は
裁
剣
所
に
訴
え
た
。
裁
剣
官
の
と
こ
ろ
か
ら
五
十
人
を
連
れ
て
行
っ
た
が
、
将

軍
を
裁
判
所
に
出
頭
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
パ
グ
タ
l
ド
の
有
力
者
の
す
べ
て
が
将
軍
に
話
を
し
て
く
れ
た
が
む
だ
だ
っ
た
。
商
人

笠
譲
歩
し
て
、
利
子
∞
包

は
い
ら
な
い
、
元
金
目
印
苦
か
ら
百
デ
ィ
ナ
ー
ル
引
い
て
返
し
て
く
れ
て
も
い
い
と
申
し
出
た
が
、
こ
れ
も
数
き

目
な
か
っ
た
。
蔦
策
っ
き
た
彼
は
紳
に
す
が
る
ほ
か
な
い
と
、
あ
る
モ
ス
ク
へ
行
、辛口
、
躍
奔
の
あ
と
濁
り
言
と
し
て
貸
金
の
こ
と
を
つ
ぶ
や
い

て
い
た
。

た
ま
た
ま
そ
こ
に

一
人
の
托
鉢
借
合
同
耳
、

zr
が
い
て
、
こ
の
濁
り
言
を
聞
ぎ
と
め
、

商
人
に
事
情
を
尋
ね
た
。
托
鉢
借
と
い
う
の
は
つ
ね

に
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
を
し
て

一
文
な
し
で
あ
る
。
商
人
は
こ
ん
な
男
に
話
し
て
も
無
盆
だ
と
た
め
ら
う
。
し
か
し
そ
の
托
鉢
借
は
昔
の
賢
者
の

「
も
し
悩
み
が
あ
る
な
ら
誰
に
で
も
話
し
て
み
よ
。
も
っ
と
も
卑
し
い
人
か
ら
救
い
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
」

547 

数
え
を
言
う。
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そ
こ
で
商
人
は
事
情
を
話
す
。
そ
れ
を
聞
い
た
托
鉢
借
は
こ
う
数
え
る
。
「
こ
の
町
の
し
か
じ
か
の
と
こ
ろ
に
光
塔

g
gr
の
あ
る
モ
ス

ク
が
あ
る
。
そ
の
そ
ば
に
門
が
あ
り
、
門
の
向
こ
う
に
仕
立
屋
の
庖
が
あ
っ
て
、
老
人
が
ぼ
ろ
を
着
て
坐
っ
て
服
を
縫
っ

て
お
り
、

手
停
い

の

小
僧
が
二
人
働
い
て
い
る
。

そ
の
老
人
に
事
情
を
説
明
せ
よ
。
も
し
お
ま
え
の
目
的
が
か
な
え
ら
れ
た
ら
、
新
躍
の
中
で
私
の
名
を
唱
え
て
く

れ
。」

商
人
は
言
わ
れ
た
と
お
り
仕
立
屋
の
庖
へ
行
っ
て
そ
の
主
人
に
事
情
を
話
す
。
老
人
は
言
う
。

「
あ
な
た
の
債
務
者
に
話
を
し
て
み
ま
し
ょ

ぅ
。
紳
が
官
同
事
う
ま
く
は
か
ら
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
c

し
ば
ら
く
壁
に
も
た
れ
て
坐

っ
て

い
て
く
だ
さ
い
。」

「
壁
に
も
た
れ
て
坐
る
」
と
は
、

彼
ら
の
生
活
様
式
と
し
て
椅
子
で
な
く
床
に
坐
る
こ
と
で
、

壁
に
も
た
れ
る
の
が
祭
で
あ
る
。
現
在
で

も
、
椅
子
式
で
あ
る

一
部
の
上
級
階
級
を
除
さ
、
壁
に
も
た
れ
て
床
に
坐
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

こ
う
い
う
表
現
ゃ
、
先
の
托
鉢
信
に
よ
る
仕

立
屋
の
庖
の
説
明
に
は
質
感
が
こ
も
っ
て
い
る
。
ご
み
ご
み
し
た
パ
ー
ザ
ー
ル
の
中
に

モ
ス
ク
が
あ
り
、
経
済
的
活
動
の
み
に
従
事
し
て
い
る

こ
の
物
語
の
読
者
な
い
し
聴
衆
は
、
こ
の
卒
凡
な
老
人
が
権
力
者
た
る
ト
ル
コ
人
将
軍
に
劃
し
て
何
を
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
不
可
能
を
可

- 66ー

と
見
な
さ
れ
る
商
人
が
案
外
信
心
深
い
こ
と
な
ど
、
今
日
の
パ

ー
ザ
ー
ル
を

一
見
す
れ
ば
わ
か
る
。

能
に
す
る
秘
策
は
何
か
、
大
き
な
期
待
を
抱
く
に
ち
が
い
な
い
。

ま
も
な
く
小
信
が
戻
っ
て
く
る
。
そ
の
あ
と
す
ぐ
に

そ
の
賂
寧
が
馬
に
乗
り
、
馬
丁
と
従
者
を
つ
れ
て
佐
立
屋
の
庖
へ
や
っ
て
く
る
。
庖
の
前
で
馬
か
ら
下
り
、
庖
へ
入
り
、
身
を
か
が
め
て
老
人

の
手
に
口
づ
け
す
る
。
こ
れ
は
最
高
の
敬
意
の
表
現
で
あ
る
。
将
軍
は
従
者
に
も
た
せ
て
い
た
財
布
の
中
か
ら
お
金

N
R
を
取
り
だ
し
、

ま
た

老
人
は
手
紙
を
書
、
傘
、
そ
れ
を
一
人
の
小
僧
に
持
た
せ
て
将
軍
の
と
こ
ろ
へ
遣
わ
す
。

パ
ー
ザ
ー
ル
か
ら
秤

S
芯
N
D

を
も

っ
た
試
金
人
口
山
門
戸
正
を
連
れ
て
く
る
。
そ
の
試
金
人
は
そ
の
お
金
を
鑑
定
し

s
t
r
E
S、
許
債
し

た
(
?
〉

Z
H
W
S
E
Eロ
。
思
う
に
嘗
時
の
貨
幣
は
多
種
貨
幣
の
混
在
と
鋳
造
技
術
の
未
熟
に
よ
り
、
個
数
遁
貨
の
機
能
を
失
っ
て
、
秤
量
貨

@
 

幣
と
な

っ
て
い
た
の
で
、
試
金
人
の
鑑
定
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
結
果
、
終
軍
が
持
参
し
た
も
の
は
五
百
デ
ィ
ナ
ー
ル
の
値
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、

そ
れ
を
と
り
あ
え
ず
商
人
に
渡
し
た
。
翌
日
、
終



軍
は
残
り
の
二
百
デ
ィ
ナ
ー
ル
を
梯
い
、
贈
り
物
を
添
え
た
。
商
人
は
借
用
誼
を
持
軍
に
返
し
た
。
商
人
は
そ
の
う
ち
の
百
デ
ィ

ナ
ー
ル
を
お

躍
と
し
て
老
人
に
差
し
出
し
た
が
、
老
人
は
受
け
取
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
そ
の
次
に
は
羊
肉
と
鶏
肉
を
焼
き
、
そ
れ
と
プ
デ
ィ
ン
グ

-zz
p

⑪
 

と
ク
y

キ
l

w
ロ
-
x
E
と
を
持
参
す
る
と
、
老
人
は
受
け
取
っ
た
。

い
か
な
る
手
段
を
も
っ
て
し
て
も
金
を
、
返
そ
う
と
し
な
か
っ
た
将
軍
が
仕
立
屋
の
一

言
で
返
し
て
く
れ
た
こ
と
が
、
商
人
に
と

っ
て
ふ
し
ぎ

で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
問
う
と
、
老
人
の
答
え
は
次
の
内
容
で
あ
っ
た
。

「私
は
こ
の
三
十
年
間
、
こ
こ

の
モ
ス
ク
で
光
塔
の
上
か
ら
瞳
奔
招
呼
人
ヨ
ロ
〆
悶
呂
を
し
て
い
る
。
職
業
は
仕
立
屋
だ
。
酒

自
己

を
飲
ん

だ
こ
と
も
な
い
し
、
女
遊
び

N

宮
内
や
男
遊
び

rd司兵曲

を
し
た
こ
と
も
な
い。
」
老
人
の
近
く
に
ト
ル
コ
人
格
軍

(
金
を
借
り
た
の
と
は
別
人
〉

@
 

の
家
が
あ
っ
た
。
一
高
の
騎
兵
を
部
下
に
も
つ
有
力
者
で
あ
る
。
あ
る
日
、
老
人
が
午
後
の
躍
奔
を
終
え
て
鯖
宅
の
途
中
、
そ
の
将
軍
が
酒
に

酔
っ
て
お
り
、
通
り
か
か
っ
た
婦
人
を
自
分
の
家
へ
引
き
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
彼
女
は
名
家
の
出
で
、
嫁
ぎ
先
で
は
貞
潔
で
知
ら
れ
て
い

る
。
泣
き
叫
ん
で
助
け
を
求
め
た
が
、
誰
も
将
軍
を
恐
れ
て
助
け
に
行
か
な
い
。
老
人
は
近
所
の
有
力
者
を
集
め
て
抗
議
に
行
っ
た
が
、
持
軍

の
部
下
の
た
め
に
追
い
携
わ
れ
た
。
そ
の
夜
、
老
人
は
夜
の
雄
奔
を
終
え
て
床
に
入

っ
た
が
、
婦
人
の
と
と
が
心
配
で
眠
れ
な
い
。
そ
の
う
ち

に
一
つ
の
考
え
を
思
い

つ
い
た
。
今
は
員
夜
中
で
あ
る
が
、

躍
奔
招
呼

昌

吉

を

や
ろ
う
。

す
る
と
将
軍
は
こ
れ
を
朝
の
躍
拝
の
招
呼
と
思
つ

- 67ー

て
彼
女
を
樟
放
す
る
に
ち
が
い
な
い
。

老
人
は
そ
れ
を
質
行
し
た
。

の
耳
に
も
入
っ
た
。

カ
リ
フ

は
こ
の
時
な
ら
ぬ
招
呼
に
大
い
に
怒
り
、
老
人
を
呼
ん
で
理
由
を
問
う
た
。
老
人
の
説
明
を
聞
い
て
納
得
し
、
次

に
そ
の
持
軍
を
呼
ん
だ
。
「
私
の
威
光
と
公
正
に
よ
り
狼
と
羊
が
一
緒
に
水
を
飲
む
よ
う
な
卒
和
な
時
代
に
、
な
ぜ
よ
か
ら
ぬ
振
舞
を
し
た
か
」

と
責
め
、
賂
軍
を
袋
に
入
れ
、
外
か
ら
棒
で
殴
っ

て
骨
を
こ
な
ど
な
に
砕
き
、
チ
グ
リ
ス
川
に
投
げ
こ
ん
だ
。

す
る
と
絡
軍
は
婦
人
を
婦
ら
せ
た
。

招
呼
の
聾
は
カ
リ
フ
H

ム
ウ
タ
シ

ム

こ
の
話
は
バ
グ
ダ
ー
ド
で
有
名
に
な
り
、

仕
立
屋
の
老
人
と
聞
け
ば
人
々
は
袋
と
棒
と
チ
グ
リ
ス
川
を
連
想
し
て
、
彼
を
恐
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
以
上
が
老
人
の
説
明
で
あ
る
。

549 

こ
の
物
語
の
あ
と
で
ニ

ザ
l
ム
は
こ
う
附
言
す
る
。

「と

の
種
の
話
は
津
山
あ
る
が
、

わ
が
君
マ
リ
ク
・
シ
ャ
ー
に
、

今
ま
で
の
カ
リ
フ
や
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王
が
い
か
に
親
羊
を
狼
か
ら
守
っ
た
か
、
い
か
に
役
人
を
統
御
し
た
か
、
い
か
に
悪
人
を
濠
防
し
た
か
、

か
を
知
っ
て
頂
く
た
め
に
、
私
は
以
上
の
話
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
」
ニ
ザ
l
ム
が
ア
ッ
パ

ー
ス
朝
の
カ
リ
フ
の
う
ち
で
名
君
と
稿
与
え
る
の
は
、

そ
の
兄

マ
ア
ム

l
ン
、
お
よ
び
彼
ら
の
父
ハ

l
ル
l
ン

・
ア
ル

・
ラ
シ
l
ド
の
三
人
で
あ

る

(
一二章〉。

い
か
に
し
て
イ
ス
ラ
ム
数
を
守
っ

た

こ
の
ム
ウ
タ
シ
ム
の
ほ
か
、

一
ザ

1
ム

と
同
時
代
の
カ

リ
フ
H

ム
ク
タ
デ

ィ
ー

に
つ
い
て
は
た
だ

一
か
所
で
、
彼
が
ス
ル
タ
ー
ン
H

マ
リ
ク

・
シ
ャ

ー
に
稿
読
を
輿
与
え
た
と
記
す
だ
け
で

あ
る
(
四
十
章〉
。
『
統
治
の
書
』
に
お
い
て

「
世
界
の
統
治
者
」

r
r
ロ
LT
E
H三
十
V
Y卸
ロ
と
は
セ

ル
ジ
ュ
l
ク
朝
の
ス
ル
タ
l
ン
で
あ
っ

て
、

ア
ッ
パ
ー
ス
朝
の
カ
リ

フ
で
は
な
い
。

カ
リ

フ
は
す
で
に
世
俗
的
権
威
を
失
い
、
宗
数
的
権
威
の
み
を
保
持
し
て
い
た
。

四

第
四
十
章
に

「ス

ル
タ

l
ン
H

マ
フ
ム

l
ド
と
彼
の
稿
蹴
」

と
い
う
物
語
が
あ
る
。

彼
は

『
統
治
の
書
』

で
名
君
の
一
人
に
数
え
ら
れ
、
多

く
の
逸
話
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。

「
ス
ル
タ

l
ン
と
い
う
稿
競
は
マ

フ
ム

!
ド
以
前
に
は
存
在
し
な
か

っ
た。

イ
ス
ラ
ム
世
界
で
は
じ
め
て

ス

- 68ー

ル
タ
l
ン
と
稿
し
た
君
主
は
彼
で
あ
り
、

そ
れ
以
後
こ
れ
が
一
般
的
慣
習
と
な

っ
た」

(
主

5
0
「
ス
ル
タ

l
ン
H

マ
フ
ム
l
ド
は
王
位
に
即
く

と
、
カ
リ
フ
H

カ
l
デ

ィ
ル

・
ビ
ッ

ラ
ー

に
劃
し
て
稽
読
を
求
め
た
。

@
 

を
興
与
え
た
。
そ
れ
か
ら
ス
ル

タ
l
ン
は
、

カ
リ
フ
は

。
ヤ
ミ

l
ン
・
ア
ル

・
ダ
ウ
ラ
ψ

(

間
家
の
右
手
〉
と
い
う
稽
競

一l
ム
ル
l
ズ

(シ
l
ス
タ
ー
ン
)
、

フ
ラ
l
サ

l
ン
、

イ
ン

ド
の
諸
州
を
征
服
し
た
。
イ

ン
ド
で
は

無
数
の
都
市
を
占
領
し
て
ソ

l
ム
ナ
l
ト
に
達
し
、
そ
の
地
の
偶
像
を
奪

っ
て
闘
っ
た
。

ま
た
サ
マ
ル

カ
ン
ド
や
ホ
ラ
ズ
ム
を
取
り
、
ク

ヒ

ス
タ
ー
ン
(今
の
イ
ラ
ン
中
央
部
)
と
イ
ラ
ク
(今
の
イ
ラ
ク
の
卒
野
部
)
に
至
り
、
イ
ス
フ
ア
ハ
l
ン
、
ハ
マ
ダ
l
ン
を
取
り
、

タ
バ
リ
ス
タ

ー
ン

(
マ
|
ザ
ン
ダ
ラ
l
ン
)
を
支
配
下
に
お
い
た
」
(四
十
章)。

稽
就
に
つ
い
て

ニ
ザ
l
ム
は
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
分
相
庭
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
知
識
人
層
た
る
導
師

百

聞
ヨ
、
皐

者
向
山
口
ヨ
、

裁
判
官
色
色
と
、
非
知
識
人
た
る
徒
弟
岳
山
mE
凶
や
ト
ル
コ

人
が
、
同
じ
稽
競
を
も
っ
て
は
い
け
な
い
。
知
識
人
に
は
ム
イ
l

ン
・

ア
ル

・
デ
ィ
l
ン
ハ
信
仰
の
支
持
者
)
と
い
う
稀
続
が
ふ
さ
わ
し
い
が
、
非
知
識
人
が
こ
の
よ
う
な
稽
援
を
と
る
の
は
正
し
く
な
い
。



武
官
(
ト
ル
コ
人
が
な
る
〉
た
る
賂
校
曲
目
ロ
や
ト
ル
コ
人
に
ふ
さ
わ
し
い
稿
放
は
「
フ
サ
l
ム
・
ア
ル
・

ダ
ウ
ラ
」
〈
園
家
の
飼
〉
「
サ
イ
フ
・

ア
ル
・
ダ
ウ
ラ
」
(
園
家
の
万
)
「
ア
ミ

l
ン
・
ア
ル
・
ダ
ウ
ラ
」

(
園
家
の
信
頼
)
「
シ
ヤ

ム
ス
・
ア
ル
・
ダ
ウ
ラ
」
(
園
家
の
太
陽
)
な
ど
で
あ
る
。

文
官
(
タ
l
ジ
ク
人
H

ベ
ル
シ
ア
人
、
が
な
る
)
に
ふ
さ
わ
し
い
稿
披
は
「
ア
ミ
l
ド
・

ア
ル
・
ム
ル
ク
」
(
王
園
の
柱
石
)
「
ザ
ヒ

l
ル

・
ア
ル

・
ム

ル
ク
」
(
王
園
の
保
護
者
)
「
カ
ワ

l
ム
・
ア
ル
・
ム
ル
ク
」
(
王
国
の
支
柱
)
「
ニ
ザ

l
ム
・
ア
ル
・
ム
ル
ク
」

(
王
園
の
秩
序
〉
な
ど
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
ニ
ザ
l
ム
に
よ
れ
ば
、
嘗
時
は
武
官
と
文
官
の
稿
慌
の
匡
別
が
飽
れ
て
い
た
。
ま
た
何
で
も
物
事
は
多
す
ぎ
る
と
債
値
が
下
る
も

の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
稿
競
も
輿
え
す
ぎ
な
い
よ
う
、
出
し
惜
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
し
て
そ
れ
は
教
養
や
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。

ま
た
ニ
ザ

l
ム
が
書
い
て
い
る
次
の
こ
と
も
我
々
は
基
礎
知
識
と
し
て
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

て

名

E
B
誕
生
の
と
き
に
商
親
が
つ
け
る
も
の
。
幼
い
時
や
、
近
親
者
か
ら
は
こ
れ
で
呼
ば
れ
る
。

二
、
血
縁
名

E
ミ同

成
人
し
て
か
ら
自
分
で
つ
け
る
。
社
舎
人
と
し
て
は
こ
れ
で
呼
ば
れ
る
(
こ
の
黙
は
中
園
の
あ
さ
な
に
笛
る
〉
。
例
え
ば

- 69ー

「
イ
ブ
ン
・
|
|
|
」
(|
|
の
子
)
「ア
ブ
l
・
|
|
|」
(
|
|
の
父
)
な
ど
。

三
、
稿
競

-2与

公
的
生
活
に
お
い

て
功
績
あ
る
者
を
顕
彰
す
る
た
め
に
君
主
が
授
け
る
も
の
。
名
や
血
縁
名
よ
り
債
値
が
高
い
。
種
競

を
も
っ
人
に
劃
し
て
は
稿
践
で
呼
ぶ
。

一ザ
l
ム
は
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
書
き
加
え
て
い
る
。

「
ム
ハ

ン
マ
ド
」
と
い
う
名
の
人
が
と
て
も
多
く
、

百
人
集
ま
れ
ば
そ
の
十
人
が

ム

ハ
ン
マ
ド
で
、
も
し
「
ム
ハ
ン
マ
ド
!
」
と
呼
べ
ば
十
人
が
「
は
い
」
と
答
え
る
。
そ
れ
を
区
別
す
る
た
め
に
は
稽
競
を
つ
け
れ
ば
よ
い
。
例

「
ラ
シ

l
ド」

(
正
し
い
)

@
 

呼
べ
ば
一
人
々
々
を
区
別
で
ぎ
る
と
。
現
在
も
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
名
に
「
ム
ハ
ン
マ
ド
」
の
つ
く
も
の
は
多
い
。

え
ば
「
今
タ
ッ
ス
」
(
特
別
の
)
「
ム
ワ
ッ
フ
ア
ク
」
(
成
功
し
た
〉「
カ
l
ミ
ル
」
(完
全
な
〉

な
ど
を
つ
け
て
そ
れ
で

さ
て
ス
ル
タ
l
ン
H

マ
フ
ム

l
ド
と
彼
の
稿
競
の
物
語
で
あ
る
。

マ
フ
ム

l
ド
は

一
つ
だ
け
の
稿
競
に
満
足
せ
ず
、

と
と
ろ
が

r
E包
ロ
と
い
う
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
語
の
稿
競
を
も
っ
サ
マ

ル
カ
ン

ド
の
領
主
は
「
ザ
ヒ

l

さ
ら
に
稿
競
を
カ
リ
フ

551 

に
請
求
し
た
が
許
き
れ
な
か
っ
た
。
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ル

・
ア
ル
・
ダ
ウ
ラ
」
(
闘
家
の
保
護
者
)

「
マ
イ
l
ン

・
ハ
リ
l
フ
ァ
ト

・
ア
ッ
ラ
l
」

(榊
の
代
理
人
の
支
持
者
〉

「
マ
リ
ク
・
ア
ル

・
シ
ャ
ル

ク
・
ワ

・
シ
l
ン
」
(
東
方
と
中
国
の
王
)
と
い
う
三
つ
の
稽
競
を
も
っ
て
い
た
。

サ
マ
ル

カ
ン
ド
は
ス
ル
タ

l
ン
の
勢
力
下
に
あ
る
か
ら
、
ス

ル
タ
1

ン
に
と
っ
て
は
お
も
し
ろ
く
な
い
。

ス
ル
タ
l
ン
は
多
く
の
贈
り
物
を
そ
え
て
懇
願
の
手
紙
を
カ
リ
フ
に
出
し
た
。
十
度
も
出
し
た
末

に
や
っ
と
来
た
返
事
は
ス
ル
タ
!
ン
を
失
墓
さ
せ
た
。
そ
の
内
容
は
、
人
に
は
名
と
血
縁
名
と
稀
蹴
と
一
つ
ず
つ
あ
れ
ば
充
分
で
あ
る
。
サ
マ

ル
カ
ン
ド
の
ハ

l
ヵ
l
ン
が
三
つ
の
稿
放
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
彼
が
未
聞
と
無
知
と
か
ら
多
く
の

稽
競
を
要
求
し
て
き
た

の
で
そ
れ
を
か
な

え
て
や

っ
た
だ
け
で
あ
る
。
あ
ん
な
愚
か
者
の
ま
ね
を
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
返
事
を
見
て
ス
ル
タ

l
ン
は
落
臆
し
た
。
彼
の
側
近
に
一
人
の
ト
ル

コ
人
婦
人
が
い
た
。
読
み
書
き
が
で
き
、
話
上
手
で
、

つ
ね
に
ス

ル
タ

l
ン
の
身
過
に
い
て
、
話
を
し
た
り
木
を
讃
ん
で
や
っ
た
り
し
て
い
た
。
そ
し
て
と
て
も
な
れ
な
れ
し
い

g
w
z
m
g
g
r
r
間
柄
で
あ
っ

た
。
彼
女
は
ス
ル
タ

l
ン
の
切
な
る
願
い
を
知
っ
て
そ
れ
を
か
な
え
よ
う
と
す
る
。
カ

リ
フ
が

ハ
l
カ
i
ン
に
興
え
た
稽
競
授
興
誼

〆

E
E
B同

を
ハ

l
カ
l
ン
の
と
こ
ろ
か
ら
盗
み
出
す
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。
彼
女
は
ス

ル
タ

1
ン
か
ら
現
金

・
費
石
・

衣
服

・
装
身
具

・
家
畜
そ
の
ほ
か

必
要
な
限
り
の
も
の
を
も
ら
い
、
十
四
歳
に
な
る
自
分
の
子
を
つ
れ
て
出
か
け
る
。

ア
ム
川
を
渡
り
、
ヵ

シ

エ
カ
ル、

カ
シ
品
ガ
ル
で
は
ト
ル
コ
人
奴
隷
、
女
奴
隷
、
中
園
や
コ

l
タ
ン

か
ら
の
職
入
品
、

マ
ル
カ

γ
ド
に
着
い
た
。

例
え

は
じ、ウ
ゃ、ス
こ、カ、
う、ン
や ド
絹を
製経
品 て
をサ

- 70ー

贈
り
物
用
と
し
て
買
い
こ
ん
だ
。

彼
女
は
サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
到
着
す
る
や
、
津
山
の
贈
り
物
と
得
意
の
鱒
舌
で
ハ

l
カ
l
ン
と
そ
の
妻

(稽
放
は

r
z
gる
に
と
り
入
り
そ
の

信
頼
を
得
た
。
彼
女
の
奉
住
に
封
し
て
ハ

l
カ
l
ン
は
村
や
土
地
を
下
賜
し
て
報
い
よ
う
と
し
た
が
、

彼
女
は
辞
退
し、

ま
す
ま
す
信
任
を
得

た
。
こ
う
し
て
六
か
月
た
っ
た
と
き
彼
女
は

一
つ
の
願
い
を
申
し
出
た
。
こ
う
で
あ
る
。

「
私
は
身
寄
り
と
し
て
は
こ
の
子

一
人
で
す
。
こ

の

子
の
数
育
の
た
め
に
は
ど
ん
な
こ
と
で
も
し
て
や
り
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
子
は

コ
l
ラ
ン
は
全
部
習
い
ま
し
た
。
今
は
作
文
を
習

っ

て
い
ま
す
。
ま
た
ア
ラ
ビ
ア
語
や
ベ
ル
シ
ア
語
の
論
文
を
讃
ん
で
い
ま
す
。
神
や
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
言
葉
に
次
ぐ
も
の
と
し
て
は
カ
リ
フ

が
諸
王

に
奥
え
た
手
紙
が

一
番
で
す
。
そ
れ
を
書
い
た
人
は
最
高
の
文
章
家
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
文
章
は
内
容
表
現
と
も
も
っ
と
も
す
ぐ
れ



た
も
の
で
す
。
も
し
お
許
し
が
頂
け
て
、
カ
リ
フ
の
手
紙
を
二
、

三
日
貸
し
て
下
さ
い
ま
し
て
、

で
も
理
解
で
き
ま
し
た
ら
、
こ
れ
以
上
の
幸
せ
は
あ
り
ま
せ
ん。」

わ
が
子
が
そ
れ
を
皐
び
、
そ
の
う
ち
の
敷
語

こ
れ
に
劃
し
て
ハ

l
カ
l
γ

と
ハ

l
ト
ゥ
!
ン
は
答
え
た
。

「お
ま
え
の
願
い
と
は
こ
ん
な
も
の
か。

ど
う
し
て
町
や
村
を
く
れ
と
言
わ
な

い
の
か
。

お
ま
え
が
欲
す
る
も
の
は
わ
が
臓
に
五
十
も
あ

っ
て
挨
に
埋
ま
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
紙
、
ぎ
れ
に
何
の
盆
が
あ
ろ
う
。
も
し
要
る
な
ら

手
紙
を
全
部
お
ま
え
に
や
ろ
う。
」
彼
女
は
答
え
た
。
「
い
い
え、

カ
リ

フ
の
手
紙
一
通
で
充
分
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」

こ
う
し
て
目
ざ
す
書
類
で
あ
る
稽
競
授
興
謹
を
手
に
入
れ
る
や
、

彼
女
は
サ
マ

ル
カ
ン
ド
か
ら
逃
げ
出
し
、

ア
ム
川
を
渡
り
、
ガ
ズ
ニ

ー
に

諦
り
つ
い
て
そ
れ
を
ス
ル
タ
l
ン
に
差
し
出
し
た
。

ス
ル

タ
l
γ
は聞
学
者
を
し
て
カ
リ
フ
に
あ
て
て
手
紙
を
書
か
せ
た。

こ
う
い
う
内
容
で
あ

る

「
私
の
部
下
の
一
人
が
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
バ

l
ザ
l
ル
を
歩
い
て
い
て
、

鼠
午
校

自由
r仲
間
ゲ
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
来
ま
し
た
。
見
る
と
、

カ

リ
フ
の
手
紙
を
子
供
た
ち
が
も
っ
て
い
て

そ
の
値
打
も
知
ら
ず
に
奪
い
合
い
し
て
挨
ま
み
れ
に
し
て
い
ま
し
た
。

私
の
部
下
は
こ
の
貴
重
な

- 71ー

文
書
を
救
う
た
め
に
、

乾
ぶ
ど
う

B
E
Z
N
を
子
供
た
ち
に
輿
え
て
そ
の
手
紙
を
も
ら
い
、

ガ
ズ
ニ

l
へ
持
ち
鯖
っ
て
私
に
差
し
出
し
ま
し

た
。
云
々
」
つ
ま
り
自
分
の
献
身
と
功
績
に
劃
し
て
稽
読
を
下
さ
れ
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

る
が
、
手
紙
文
と
は
正
反
射
に
篤
貫
的
で
講
談
調
で
あ
る。

子
供
に
乾
ぶ
ど
う
を
や
る
と
い
う
の
が
と
く
に
お
も
し
ろ
い
。
撃
者
は
こ
の
手
紙

こ
の
文
章
は
手
紙
文
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
い

を
も
っ
て
バ

グ
ダ
ー
ド
へ
行
さ
、

ス
ル
タ
l
ン
の
た
め
に
も
う
一
つ
の
稿
続

「ア

ミ
l
ン
・
ア
ル
・

ミ
ッ
ラ
」
(
園
民
の
信
頼
)
を
カ
リ
フ
か
ら

受
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
ニ
ザ
l
ム
は
こ
の
物
語
に
よ
っ

て
何
を
言
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
彼
が
目
ざ
し
て
い
る
の
は
秩
序
の
確
立
で
あ
る
。

孔
子
が

「
必

ず
や
名
を
正
さ
ん
か
」
と
言

っ
た
よ
う
に
、

名
と
賓
が
伴
う
こ
と
、

い
る
。

つ
ま
り
人
が
自
分
の
能
力
と
地
位
に
躍
じ
た
稽
競
を
と
る
こ
と
を
願
っ

て

と
い
う
と
と
は
現
買
が
そ
う
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
彼
は
ト
ル
コ
人
H

非
知
識
人
と
タ
l
ジ
ク
人
u
知
識
人
の

匡
別
を
強
調
す
る
。

ト
ル
コ
人

ト
ル
コ
翠
間

遊
牧

遊
牧
民
・
軍
人

未
開
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タ
l
ジ
ク
人

ベ
ル
シ
ア
一
語

定
着

都
市
民
・

農
民

文
明
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雨
者
の
相
遣
を
わ
か
り
や
す
く
表
せ
ば
右
の
よ
う
で
あ
る
。

ト
ル
コ
と
タ
l
ジ
ク

の
匿
別
は
不
嬰
で
は
な
い
。
つ
ま
り
ト
ル
コ
が
定
着
し
、
ト
ル
コ
語
を
忘
れ
、

ジ
ク
と
み
な
さ
れ
る
。
相
違
は
血
統
で
な
く
文
化
に
よ
る
。
現
代
イ
ラ
ン
に
は
何
百
蔦
と
い
う
単
位
で
数
え
ら
れ
る
ト
ル
コ
人
が
お
り
、
現
在

の
「
ト
ル
コ
」
と
「
タ
l
ジ
ク
」
の
概
念
は
『
統
治
の
書
』
と
同
様
で
あ
旬
。

ベ
ル
シ
ア
語
だ
け
を
用
い
れ
ば

タ

こ
こ
で
ト

ル
コ
人
の
も
う
一
つ

の
面
を
評
債
し
な
い
と
片
手
落
と
な
ろ
う
。

ζ

の
物
語
の
中
で
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
本
書
の
こ
の
第
四

十
章
以
下
が
第
二
部
で
、
そ
の
紋
述
の
大
部
分
が
異
端
へ

の
攻
撃
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。

一
ザ

l
ム
が
考
え
る
も
う

一
つ
の
秩
序
は
異
端
か
ら

正
統
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ト
ル
コ
人
は
熱
烈
な
正
統
涯
で
あ
り
、

一
ザ

l
ム
の
支
持
を
受
け
る
。
彼
は
先
王
ア

ル
ブ

・
ア
ル

ス
ラ
l

ン
の
言
と
し
て
こ
う
体
え
る
。

「
我
々
ト

ル
コ

人
は
こ
の
闘
で
は
よ
そ
者
で
、

力
づ
く
で
こ
の
闘
を
奪

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
我
々
は
正
統

汲
イ
ス
ラ
ム
数
徒
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

紳
は
我
々
に
恵
み
を
興
え
る
」
(
四
十
一

章〉。

セ
ル
ジ

ュ
l
ク
朝
、

な
い
し
西
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ト
ル

- 72-

コ
人
の
役
割
を
葎
直
に
表
現
し
た
文
章
で
あ
る
。

以
上
、

ニ
ザ

l
ム
の
事
げ
る
三
人
の
君
主
に
射
す
る
評
債
は
、

ヌ
ー
シ
!
ル
ワ

l
γ

ム
ウ
タ
シ
ム
、

マ
フ
ム

l
ド
の
順
に
高
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
ベ
ル

シ
ア
人、

ア
ラ
ブ
人
、

ト
ル
コ
人
の
順
で
あ
る
。

五

『
統
治
の
書
』
に
は
以
上
の
物
語
の
ほ
か
に
も
有
盆
な
記
事
が
少
な
く
な
い
。

次
に
そ
の
い
く
つ
か
を
指
摘
す
る
。

ま
ず
言
語
に
つ
い

て
こ

う
い
う
。

知
る
べ
き
こ
と
を
知
っ
て
い
る
人
の
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
の
数

「
賢
者
と
は
ア
ラ
ビ
ア
語
を
よ
く
知
っ
て
い
る
人
の
こ
と
で
な
く
、

義
や

コ
l
ラ
ン

の
意
味
を
ト
ル
コ
語
、
ベ
ル
シ
ア
語
、
ま
た
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
知

っ
て
い
る
人
は
、

え
る
。
そ
の
上
に
ア
ラ
ビ
ア
語
を
知

っ
て
い
れ
ば
な
お
さ
ら
よ
い
」
(
八
章)。

こ
れ
は
西
ア
ジ
ア
の
言
語
事
情
を
う
ま
く
説
明
し
て
い
る
。

サ
ッ
フ
ァ
ー
ル
朝
の
ヤ
ア
ク

l
oフ
の
言
と
し
て
「
私
は
員
品
蝋
細
工
職
人
の
子
で
あ
っ
た
か
ら
、
食
事
と
い
え
ば
大
褒
パ
ン
と
魚
と
玉
葱
と
韮

ア
ラ
ビ
ア
語
を
知
ら
な
く
て
も
摩
者
と
い



で
あ
っ
た
」
と
あ
る
三
一
章
〉
。
こ
れ
は
粗
食
の
こ
と
で
あ
る
。
パ
ン
は
小
委
か
ら
作
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
現
在
で
も
そ
う
で
あ
り
、
小
宴
が

主
食
と
し
て
多
く
栽
培
さ
れ
る
。
そ
れ
に
大
要
も
多
少
作
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
は
大
要
が
乾
燥
に
強
く
、
し
た
が
っ
て
小
褒
が
全
滅
し
て
も

大
要
が
残
る
可
能
性
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
小
委
が
充
分
に
あ
れ
ば
大
褒
は
家
畜
の
飼
料
と
す
る
。
次
に
魚
は
日
本
と
遣

っ
て
ほ
と
ん
ど

食
べ
な
い
。
動
物
蛋
白
と
し
て
は
羊
肉
が
最
高
で
あ
る
。
玉
葱
や
韮
は
日
本
の
漬
物
に
嘗
る
。
「
パ
ン
と
玉
葱
い
い
笑
顔
」
と
い
う
ベ
ル

シ
ア

語
の
諺
が
あ
る
。
粗
食
に
甘
ん
ず
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
食
事
は
日
本
の
ご
飯
と
漬
物
に
嘗
る
。
ま
た

「
食
事
が
下
げ
ら
れ
て
、
手
を
洗
っ

た
」
と
い
う
の
は
(
七
章
)
食
物
を
手
づ
か
み
で
ロ
に
運
ぶ
習
慣
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

次
に
坐
り
方
に
つ
い
て
、
あ
る
ス
l
フ
ィ

l

(
一
抑
制
脚
主
義
者
)
が
フ
ラ
l
サ
i
ン
の
穂
督
を
訪
い
、

そ
の
前
に
「
正
坐
し
た
」
Z
・
巳
田
宮
田
陣
冨

会
μ

・N
削
ロ
ロ
と
あ
る
(
七
掌
〉
。

直
課
す
れ
ば

「
二
つ
の
膝
で
坐
っ
た
」
と
な
る
。

と
れ
に
封
し

「
あ
ぐ
ら
を
か
く
」
こ
と
を
「
四
つ
の
膝
で
坐

る
」
と
表
現
す
る
。

次
に
暦
で
あ
る
。
嘗
時
は
イ
ス
ラ
ム
磨
、
即
ち
へ
ジ
ラ
を
元
年
と
す
る
太
陰
暦
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

ラ
ン
暦
、
即
ち
春
分
を
元
日
と
す
る
太
陽
暦
も
嘗
時
な
お
何
ら
か
の
形
で
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
。

イ
ス
ラ
ム
以
前
の
イ

- 73ー

「
秋
分
富
子
之
宮
と
春
分

Z
2・Z
N
の

と
き
に
一
般
人
民
に
拝
謁
を
許
す
の
が
古
代
ベ
ル
シ
ア
の
君
主
の
な
ら
わ
し
で
あ

っ
た
」
と
あ
る
〈
六
章
〉
。
現
在
の
イ
ラ
ン
と
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ

γ
で
と
の
暦
が
公
式
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
開
学
校
の
新
拳
年
は
秋
分
の
日
に
始
ま
る
。

ま
た
農
事
暦
は
春
分
と
秋
分
を
起
黙
と
す
る
。

イ
ラ
ン

と
ア
ラ
ブ
の
相
違
の
一
つ
で
あ
る
。

衣
は
本
書
に
見
え
る
政
治
論
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
そ
の
理
念
と
し
て
、
名
君
と
し
て
稽
え
ら
れ
る
の
は
、

人
を
含
め
て
列
奉
す
る
な
ら
、
次
の
人
た
ち
で
あ
る
(
八
章
)
。

先
に
第
三
章
で
酎
挙
げ
た
三

フ
ァ
リ
l
ド
ゥ

l
ン
(『
シ
ャ
l
・
ナ

l
マ
』
に
見
え
る
侍
読
上
の
王〉、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
(
マ
ケ
ド
エ

ア
王
〉、
ア
ル
ダ
シ

l
ル、

ヌ
l
シ

カ
リ
フ
H

ウ
マ
ル

(
ウ
マ
イ
ア
朝)、

ノ、

ノレ

ン、

マ
ア

ー
ル
ワ
l
ン
(
以
上
二
人
サ
サ
ン
朝
刊

カ
リ
フ
日
ウ
マ
ル

(第
二
代
正
統
カ
リ
フ
)
、
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ム
ー
ン
、

ム
ウ
タ
シ
ム
ハ
以
上
三
人
ア
ッ
バ
l

ス
朝
、
前
出
)
、

イ
ス

マ
l
イ
l
ル
〈
サ
l
マ
l
ン朝)、

ス
ル
タ
l
ン
u
マ
フ
ム

l
ド

(
ガ
ズ
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l
朝
)。

ま
た
ア
ラ
ブ
的
で
な
い
ベ
ル
シ
ア
的
な
政
治
理
念
の
表
現
と
し
て
二
つ
の
文
章
を
問
挙
げ
る
。

「
王
た
ち
が
守
っ
て
ぎ
た
こ
と
の
一
つ

は
、
古

い
家
柄
を
護
持
し
王
族
を
傘
重
す
る
と
と
で
あ
っ
た
」
(
四
十
章)。

「
ア
ル
ダ
シ
l

ル

(
サ
サ
ン
朝
の
最
初
の
王
)
の
時
か
ら
ヤ
ズ
ダ
ギ
ル
ド

(同

朝
最
後
の
王
)
ま
で
、
宰
相
は
宰
相
の
子
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
ち
ょ
う
ど
王
は
王
の
子
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
。
王
権
が
ベ
ル
シ

ア
の
王
家
を
去
っ
て
以
来
、
宰
相
槌
も
宰
相
家
か
ら
離
れ
て
し
ま

っ
た
」
(四
十
一章)。

主
権
者
は
世
襲
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
考
え
は

ベ
ル
シ
ア
的
停
統
の
著
し
い
も
の

で
、
現
在
ま
で
連
綿
と
保
持
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
選
間
半
制
共
和
制
に
傾
き
が
ち
な
ア
ラ
ブ
的
惇
統
と

銑
く
封
立
す
る
。

ま
た
ニ
ザ
l
ム
は
セ

ル
ジ

占
l
ク
朝
の
租
を
も
、
草
原
の
無
名
の
ト
ル

コ
族
な
ど
と
は
せ
ず
に
、

ベ
ル

シ
ア
精
神
を
鼓
吹
す

る
長
篇
叙
事
詩

『
シ
ャ

l

・
ナ
l
マ
』
(
列
王
紀
仰
〉
に
見
え
る
ト
ゥ
l
ラ
1

ン
(
ト
ル
キ
ス
タ
ン
)
の
王
ア
ブ
ラ

シ
ャ
ー
プ
に

結
び
つ
け
る
。

次
に
は
政
治
の
具
鐙
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第

一
部
で
は
一

・
二
章
を
除
く
全
章
、
第
二
部
の
四
十
一

・
四
十

- 74ー

一章
に
見
ら
れ
る
。
第
二
部
の
他
の
章
は
異
端
へ
の
攻
撃
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
次
に
各
章
の
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
る
。

三
、
君
主
は
一
週
に
二
日
、
人
民
の
陳
情
を
受
け
、
官
吏
の
座
政
を
正
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

四
、
徴
税
官

d
gニ
は
正
し
い
時
期

(枚
穫
時
)
に
、
正
し
い
額
を、

正
し
い
方
法
で
徴
税
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
臣

4
2可
が
正
し

い
事
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
封
土
所
有
者

5
2
M白魚

は
治
下
の
農
民

g
d
え

か

ら
不
嘗
に
搾
取
し
て
は
な
ら
な
い
。

六
、
裁
判
官
色
也
、
説
教
師

5
白色
σ、
取
引
監
視
人
ヨ
ロ
一
二
阻
止
}
た
ち
の
職
務
は
人
々
の
生
命
財
産
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
信
仰

深
く
無
欲
の
人
を
充
て
、
相
躍
な
給
興
を
興
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

七
、
徴
税
官
・
裁
判
官

・
警
察
署
長
田

E
吉
田
・
取
引
監
視
人
の
行
動
を
つ
ね
に
監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
、
君
主
は
紳
皐
者
向
三
国
ヨ
仰
を
傘
敬
し
、
園
庫
か
ら
給
料
を
輿
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
王
権
と
宗
教
は
兄
弟
で
あ
る
か
ら
で
あ
る。

九
、
信
頼
す
べ
き
人
を
長
者

g
Zえ
と
し
、
宮
廷
内
の
こ
と
に
つ
ぎ
助
言
を
求
め
る
。

彼
ら
に
は
月
給
を
輿
え
る
。
彼
ら
は
各
市
・
各
匡



に
代
官
忠
臣
を
波
蓮
し
て
徴
税
を
監
視
す
る
。

十
、
地
方
の
農
民
や
軍
隊
の
貫
情
を
知
る
た
め
に
情
報
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
宿
騨
長
包
宮

σ'E同丘
を
置
く
必
要

が
あ
る
。

十
一
、
宮
廷
か
ら
出
す
手
紙
は
多
す
ぶ
ぜ
る
と
値
打
が
減
る
か
ら
、
重
要
な
用
件
に
限
る
べ
き
で
あ
る
。

十
二
、
宮
廷
か
ら
高
級
奴
隷
が
涯
遣
さ
れ
る
と
さ
、
人
民
を
塵
迫
す
る
と
と
が
あ
る
が
、

そ
う
い
う
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。

十
三
、
密
偵

』
官
官
を
商
人
・

托
鉢
倫
・
旗
行
者
な
ど
に
扮
せ
し
め
て
圏
内
各
地
に
放
ち
、
農
民
の
質
情
を
知
り
、
ま
た
反
範
を
珠
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
不
正
な
裁
剣
官
の
例
を
奉
げ
る
。

諺
「
聾
が
腐
れ
ば
:
:
:
」
の
盟
は
裁
判
門
官
を
さ
す
。

十
四
、
幹
線
道
路
の
要
地
に
傍
令
官
子
宮
を
配
置
し
、
給
輿
を
興
え
る
。

そ
う
す
れ
ば
五
十
フ

ァ
ル
サ
ン
グ

(
一
フ
ア
ル
サ
ン
グ
は
六
キ

ロ

メ
ー
ト
ル
徐
)
以
内
の
地
か
ら
は
一

重
夜
の
う
ち
に
す
べ
て
の
情
報
が
届
く。

十
五
、

口
頭
に
よ
る
命
令
を
俸
達
す
る
に
は
、
そ
れ
が
正
し
く
俸
え
ら
れ
て
賓
行
さ
れ
る
よ
う
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

ー 75ー

十
六
、

宮
廷
使
用
人
者
同
「
ユ
'
r
r
Z忽
は
君
主
の
側
近
で
住
事
す
る
人
で
あ
る
か
ら
、
急
敬
さ
れ
る
人
を
こ
れ
に
充
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
七
、
君
主
が
親
友

E
岳

B
を
も
っ
と
と
は
よ
い
。
そ
れ
は
君
主
に
と

っ
て
気
分
轄
換

・
護
衛

・
情
報
源
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
親

友
に
も
給
料
を
輿
え
る
べ
き
で
あ
る
。

十
八
、
君
主
は
知
識
人
の
意
見
を
聞
く
べ
き
で
あ
る
。
知
識
よ
り
も
経
験
の
あ
る
人
が
望
ま
し
い
。

十
九
、
宮
廷
に
二
百
人
の
近
衛
兵

日
正
巳
仏

を
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
う
ち
百
人
は
ダ
イ
ラ
ム
人
、

二
十
、
儀
櫨
用
と
し
て
金
銀
賓
石
を
ち
り
ば
め
た
武
器
二
十
組
を
用
意
す
べ
き
で
あ
る
。

る。

百
人
は
フ
ラ
l
サ
l
ン
人
が
よ
い
。

こ
れ
は
我
が
園
の
偉
大
き
を
誇
示
す
る
た
め
で
あ

二
十
一
、
外
園
の
使
者
が
来
た
ら
落
度
の
な
い
待
遇
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
使
者
は
偵
察
の
任
を
も
帯
び
て
い
る
こ
と
を
知
る
べ

557 

き
で
あ
る
。
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二
十
二
、
君
主
の
校
行
に
備
え
て
、
宿
騨

ヨ
白
ロ
N

巳
ご
と
に
食
糧
や
飼
料
を
貯
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

二
十
三
、

軍
隊
は
規
則
正
し
く
給
輿
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。

二
十
四
、
軍
隊
は
種
々
の
民
族
で
構
成
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
互
い
に
競
争
し
て
努
力
す
る
か
ら
で
あ
る
(
『
カ
l
ブ
i
ス
の
書』

第

四
十
二
章
に
同
様
の
記
事
が
あ
る
〉
。

二
十
五
、

ア
ラ
ブ
人、

ク
ル
ド
人
、
ダ
イ
ラ
ム
人
、
ギ
リ
シ
ア
人
で
新
し
く
我
が
園
の
支
配
下
に
入
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
族
長
の
子

ま
た
は
弟
を
人
質
と
し
て
我
が
宮
廷
に
留
め
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

二
十
六
、

⑬
 

ト
ル
コ

マ
!
ン
族
(
イ
ス
ラ
ム
教
に
入
信
し
た
オ
グ
ズ
族
、

卸
ち
セ

ル
ジ

ュ
I
F
朝
創
立
者
と
同
族
)
は
嫌
わ
れ
て
い
る
が

こ
れ
を
高
級

奴
隷
と
同
様
に
訓
練
し
て
奉
仕
さ
せ
る
と
有
盆
で
あ
る
。

二
十
七
、
高
級
奴
隷
に
劃
し
て
は
綿
密
な
計
霊
を
立
て
て
数
育
と
訓
練
を
施
す
べ
き
で
あ
る
。

-76ー

二
十
八
、
君
主

へ
の
奔
謁
は
容
易
に
し
か
も
秩
序
正
し
く
行
わ
れ
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

二
十
九
、
君
主
の
催
す
酒
宴
に
招
か
れ
た
者
は
、
お
供
は
一
人
だ
け
と
す
る
。
酒
の
持
込
は
い
け
な
い
。

三
十
、
君
主
の
側
近
の
者
は
各
自
一

定
の
席
次
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

三
十
一
、
牧
入
の
多
い
者
は
そ
れ
に
臆
じ
た
武
器
や
装
備
を
用
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

三
十
二
、
兵
士
は
要
求
を
上
官
を
通
じ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
三
、

高
位
に
あ
る
者
は
自
分
の
義
務
に
忠
貫
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
彼
が
過
ち
を
犯
せ
ば
、
公
衆
の
面
前
で
な
い
と
こ
ろ
で
穏
や

か
に
注
意
す
る
の
が
撃
王
し
い
。

三
十
四
、

警
備
員
志
田
町
冨
ロ
・
嘗
直
ロ

2
E
2
・
門
番

E
F
E
は
卑
し
い
出
の
者
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
が
金
に
誘
わ
れ
ぬ
よ
う
監
督
す
べ

き
で
あ
る
。

三
十
五
、
君
主
の
毎
朝
の
食
事
は
豪
華
な
方
が
よ
い
。
奔
謁
に
来
た
人
も
一
絡
に
食
べ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
君
主
の
偉
大
き
は
こ
の
よ
う



な
家
事
の
よ
さ
に
表
れ
る
。

三
十
六
、
高
級

・
下
級
の
奴
隷
は
そ
の
勤
務
成
績
に
従
っ
て
賞
罰
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。

三
十
七
、
封
土
の
農
民
が
困
窮
し
な
い
よ
う
、
正
し
い
情
報
に
も
と
.
つ
い
て
正
し
い
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
八
、
君
主
の
仕
事
に
性
急
は
禁
物
で
あ
る
。

三
十
九
、
君
主
の
護
衛
長
曲
目
可
十
廿

2
2
は
君
主
に
よ
る
死
刑
な
ど
の
判
決
を
執
行
す
る
擢
力
の
持
主
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
能
力
と
威
厳
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
十
一
、
一

人
に
二
つ

の
職
を
興
え
た
り
、
一
つ

の
職
を
二
人
に
興
え
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。

四
十
二
、
女
性
は
外
被

印
百

を
か
ぶ
っ
て
い
て
、

広
い
知
識
を
も
た
な
い
か
ら
、
政
治
に
つ
い
て
稜
言
す
べ
き
で
な
い
。

第
二
十
三
章
に
お
い
て
「
菅
の
王
は
イ
ク
タ

1

(封
土
〉
を
興
え
ず
、

各
人
は
そ
の
地
位
に
慮
じ
て

一
年
に
四
回
、

園
庫
か
ら
現
金
に
よ
る

ベ
ル
シ
ア
な
い
し
西
ア
ジ
ア
社
曾
経
済
史
の
重
要
な
一

-77ー

給
輿
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
制
度
は
ガ
ズ

ニ
l
朝
ま
で
踏
襲
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
、

こ
ま
、
即
ち
貨
幣
経
済
か
ら
封
建
経
済
へ
の
饗
遷
を
描
寓
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
統
治
の
書
』
の
第
二
部
、
即
ち
第
四
章
以
後
の
ほ
と
ん
ど
は
異
端
へ
の
攻
撃
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
正
し
い
宗
涯
は
イ

ス
ラ
ム
数
の
ハ
ナ

フ
ィ
l
、
シ
ャ
ー
プ

ィ
イ
l
の
雨
皐
涯
だ
け
で
あ
っ
て
〈
彼
は
シ
ャ
ー
プ
ィ
イ
l
波〉
、
他
の
様
々
な
名
稽
を
も
っ
諸
涯
、
お
よ

び
ゾ

ロ
ア
ス
タ
ー
敬
、

ユ
ダ
ヤ
数
、
キ
リ
ス

ト
数
は
す
べ
て
邪
教
冨
門
回
目

S
Zσ
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
。

非
常
に
き
び
し
い
態
度
で
あ

る

ニ
ザ
l
ム
・
ア
ル

・
ム
ル
ク
の
最
期
は
ア
タ
l

・
マ
リ
ク
・

ジ

品
ワ
イ

ニ
l

『
世
界
征
服
者
の
歴
史
』
第
三
部
第
十
二
章
に
述
べ
ら
れ
て
い

年
、

る
。
と
の
著
者
は
ニ
ザ
l
ム
と
同
じ
く
正
統
涯
の
立
場
に
立
つ
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
イ
ス
マ
イ
ル
涯
の
首
領

伺

S
za--羽

田
ゲ

zf
は
一

O
九

O

エ
ル
ブ
ル
ズ
山
脹
中
の
ア
ラ
ム

1
ト
の
砦
に
擦
り
、
そ
の
急
進
的
な
理
論
に
も
と
づ
い
て
過
激
な
活
動
を
展
開
す
る
。
「
ハ
サ
ン
は
計
略

559 

の
陥
穿
を
し
か
け
て
、

ニ
ザ
l
ム
・
ア
ル

・
ム
ル
ク
の
よ
う
な
偉
大
な
獲
物
を
ま
ず
第
一
に
死
の
網
に
陥
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
名
聾
を
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揚
げ
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
欺
備
の
手
口
問
と
虚
偽
の
細
工
で
も

っ
て
。
献
身
者
多

E
5
(イ
ス
マ
イ
ル
仮
活
動
家
)
の
基
礎
を
固
め
た
。

l
ン
出
身
の
、フ

l
・
タ
l
ヒ
ル
と

い
う
男
が
現
世
も
来
世
も
な
く
し
て
し
ま
い
、
来
世
で
の
幸
一
帽
を
求
め
る
と
い
う
誤
ち
を
犯
し
て
、

四
八
五

年
ラ
マ
ザ

l
ン
月
一
一
一
日
金
曜
日
の
夜

(
一
O
九
二
年

一
O
月

一
六
日
)
、

ア
ッ
ラ

一
ハ
l
ワ
ン
ト
の
匡
域
の
サ
フ
ナ
と
い
う
宿
騨
に
お

い
て

ス
l
フ
ィ

ー
に
扮
し
て

一
ザ
l
ム
の
輿
に
近
づ
い
た
。
ニ
ザ
|
ム
は
断
食
を
や
め
て
(
ラ
マ
ザ
l
ン
月
は
断
食
を
す
る
が
そ
れ
は
重
だ
け
で
夜
は
食
べ
る
。
そ
の
こ

と
か
っ
)
興
に
乗
っ
て
宮
廷
か
ら
自
分
の
天
幕
へ
開
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
男
は
短
万

一仏
門与

を
彼
に
向
か

っ
て
打
ち
お
ろ
し
、
彼
は
そ
の
傷
に

⑪
 

よ

っ
て
殉
数
者
と
な

っ
た
。
献
身
者
が
殺
し
た
最
初
の
人
物
が
一
ザ

i
ム
で
あ
る
。L

ず
、
必
ず
相
手
に
接
近
し
て
短
万
を
用
い
る
の
が
作
法
で
あ
っ
た
。

こ
の
振
の
暗
殺
者
は
武
器
と
し
て
飛
道
具
や
毒
を
用
い

宰
相

ニ
ザ

l
ム
の
死
後
、
そ
の
後
を
追
う
よ
う
に
二
か
月
ほ
ど
し
て
ス
ル
タ

l
ン
H

マ
リ
ク

・
シ
ャ

ー
が
病
死
し
た
。

こ
れ
で
セ
ル

ジ

ュ
1

ク
朝
の
盛
時
は
終
り
を
告
げ
る
。

要
す
る
に

ニ
ザ

l
ム
・

ア
ル

・
ム

ル
ク
の
立
場
は
、
異
端
に
封
し
て
正
統
を
、
未
開
に
封
し
て
文
明
を
、
そ
れ
ぞ
れ
擁
護
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
彼
に
と

っ
て
異
端
は
撲
滅
す
る
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
っ

た
が
、
未
聞
は
文
明
に
準
化
し
う
る
も
の
で
あ
っ

た
。
未
開
ト
ル
コ
人
君

主
を
教
化
す
る
た
め
に
文
明
ベ

ル
シ
ア
人
宰
相
が
や
さ
し
い
言
葉
で
お
も
し
ろ
く
書
い
た
教
科
書
が
、
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① 註

『
統
治
の
書
』
の
テ
キ
ス
ト
と
隷
註
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

(UFω
ユ

何

回

ω円
r
o『

0
『

ー、

ベ
ル
シ
ア
語
原
文
一
八
九
一
パ
リ
1

2
、
フ
ラ
ン
ス
語
詳
註

一
八
九
三

3
、

ニ
ザ
l
ム
と
そ
の
時
代
に
つ
い
て
の
ア
ラ
ビ
ア
語

・
ベ
ル

シ
ア
語
史

料

一

八

九
七

玄
回目
帥

7
p
f
ω
B
s
t
o自宅同口同
の
テ
キ
ス
ト

(
右
の
シ
ェ
フ
ェ

ル

こ
の

『
統
治
の
書
』
で
あ
る
。

に
よ
る
〉
一
九
五
五

z
c
ro
ユロ白「
r
o

英
語
諜

同
3E
切
ロ
ロ
砕
ロ
¥

C
白色
町
『
ミ
ミ
ミ

一
九
六

O

ロ
ン
ド
ン

ベ
ル

シ
ア
語
原
文

句
合
同
『
白
山
'
ミ
ミ
忠

一
九
六
二
テ
へ

ラ
ン

ダ
ー
ク
の
こ
の
英
語
認
と
テ
キ
ス
ト
が
有
盆
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
語
誇
と
し
て

ωnrω
古
ロ
向
。
円
〈
O

ロ

ω
n
r
o
d〈古
m
o
p
~〈
凡
N
bi

遣
ミ
遣
ミ
』
y
h叫ミ
nUQHE柚遣
n
p
E
8
.
玄
c
ロの
r
o旬
、
が
あ
る
。
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専
門
的
概
説
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
。
ー
、
は
政
治
史
、

2
、
は
枇

曾
経
済
史
で
あ
る
。

同
d
h
H

向
。
h
S
F
『
定
h

h

h
な
芯
ミ
ロ
¥
マ
白
詰
印
・
、
『
y
o
ω
仰
と
C

内向

g内山

P4-
。
口
問
。
-
句
。
ユ
0

円四日
r
H申∞∞・

H

・、
H
，
r
o
司

o
Z
己
2
-
R
L
U
u
E曲丘一

n
z
z
g『
可
。
『
己
耳
目

E
ロ
E
ロ

d
、。ユ仏

(の
・
開
・
∞
O

帥君。円ユ
H

〉・

N
・
叶
V
O

阿国件。『ロ白

-ω
件門戸
hnZ『。。同

5
0
ω
と」
Z

』
開
自

1
2・
(〉・

同内・

ω・回、
ωszoロ
)
・

本
書
の
文
慢
に
つ
い
て
は
次
の
も
の
に
説
明
が
あ
る
。

開
晶
君
曲
『
ι
。
・
回
『
0
4
〈ロ
0

・
h
h
H
同町wdH
喝、い官民民的問也、い可

b
¥
』u
問、色白・

〈
o-
・
ロ
・
。
「
曲
目
M

・円〈・

同
時
代
の
散
文
作
品
た
る
「
カ
l
フ
l
ス
の
書
」
と

「
四
つ
の
講
話
」

の
日
本
語
謬
と
し
て
黒
柳
恒
男
謬
『
ベ
ル
シ
ア
逸
話
集
』
〈
卒
凡
社
東
洋

文
庫
昭
四
四
〉
が
あ
る
。

②

開
3
5
F
H
-
N
O
M
O口
件
宮
ア
』
u
ロ
之
江
E
N
g
-
R
hと

S
ミ
ミ
帆
き
白~

HMNS=・同由白
N

-

ロ
円
。
。
〈
2
ロヨ

o
E・

③
ベ
ル
シ
ア
語
三
年
の
数
科
書
に
桂
冠
詩
人
パ
ハ

l
ル
の
詩
と
し
て
出
て

お
り
、
「
十
年
」
と
す
る
。
ま
た
大
野
盛
雄
編
著
『
ア
ジ
ア
の
農
村
』
で

は
こ
の
詩
を
引
い
て
、
農
民
の
理
想
像
の
表
現
だ
と
す
る
。

@
ベ
ル
シ
ア
史
上
の
イ
ク
タ
l
に
つ
い
て
は
次
の
研
究
が
あ
る
。
〉

E

-ハ・

ω
-
F
2
u
r
g
p
h白
詰
ミ
巴
『
札
白
昌
弘
、
町
白
師白話
H

H

昌
、
向、丸
F

H

由市山市
y

同

日

目

寸

F
O
H
4
Eaω
u、
回
芯
日
釦
ロ
ハ
H
p
oω
己
宮
古
・

イ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
は
『
統
治
の
書
』
の
五
・

二
十
三

・
三
十
七
の
掌

に
言
及
が
あ
る
。

⑤

こ
の
物
語
の
一
態
の
全
詳
は
勝
藤

『
モ
ン
コ
ル
の
西
征
』

561 

〈
創
元
新
書

昭
三
五
)
に
あ
る
。

⑤

註

④
の
書
の
同
章
に
は
、
農
民
が
地
方
官
の
座
制
を
中
央
政
府
に
直
訴

す
る
こ
と
は
、
理
論
上
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
賞
際
に
は
困
難
で
あ
っ
た

と
述
べ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
距
離
の
遼
さ
と
、
地
方
官
の
妨
害
と
を
穆

げ
て
い
る
。

⑦
佐
藤
圭
四
郎

「サ
1
7
l
ン
朝
時
代
の
奴
僕

Z
E
B
に
つ
い
て

」
(
東

洋
史
研
究
一
八
の

一
、
昭
三
四
〉

『
統
治
の
書
』
を
使
っ
た
研
究
の
先
駆

的
な
も
の
で
あ
る
。

③
ベ
ル
シ
ア
に
お
け
る
農
民
翻
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
ラ
ム
ト
ン
前
掲
書

冒
頭
の

ω
o
c円円。
M
-

ロ

参
照
。

@

イ
ス
ラ
ム
祉
曾
に
お
け
る
貨
幣
の
秤
量
化
の
現
象
に
つ
い
て
は
、

岡
崎

正
孝
「
イ

ス
ラ
l
ム
帝
園
に
お
け
る
前
期
的
資
本
家
の
一
側
面
」

(
東
洋

史
研
究
二

O
の
一、

昭
一
一
一
六
〉
の
第
一

章
参
照
。

⑮
こ
の
二
種
の
菓
子
は
同
じ
名
前
で
現
在
も
あ
る
(
後
者
は
】

E-rz

と
も
な
る
)
。

⑪
「
午
後
の
稽
奔
」

ロ曲目
印刷

い・
丘
町
営
午
後
の
後
半
の
稽
奔
の
こ
と
、
現

在
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
こ
の
時
間
を
円
四
日間

R
K
S
R
と
い
う
。
同
様

に
「
夜
の
種
奔
」

z
s
e
E
E
E
E
か
ら
、
夜
の
初
期
を
佐
伯
自

と
い

左
門
ノ
。

⑫

「釦ロ『

gn何
回
ミ
o
P
33
ζ
=
足
S
凡
ミ
ミ
句
、
白

S
R
S
h・
5
己

所
載
の
闘
版
二

O
l
B
は
エ
デ
ィ

ン
バ
ラ
大
皐
聞
書
館
織
の
ミ

ニ
ア
チ
ュ

l
ル
の
一
枚
で
、

「ヤ
ミ
l
ン
・
ア
ル
¥
タ
ウ
ラ
L

卸
ち
ス
ル
タ
l
ン
リ
マ
フ

ム
l
ド
が
カ
リ
フ
H

カ
l
デ
ィ
ル
・
ビ
ッ
ラ
ー
か
ら
贈
ら
れ
た
衣

〈
r
E
-a三

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
)
を
着
て
喜
ん
で
い
る
様
が
描
か
れ
て
い
る

(
一一一一

O
六
年
作
〉
。
ス
ル
タ
l
ン
の
左
右
に
男
十
人
と
女
八
人
の
侍
臣
が
い
る
。
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ま
た
ス
ル
タ
l
ン
と
、
男
の

一
人
が
解
髪
で
あ
る
。
物
語
の
中
で
ス
ル
タ

ー
ン
の
側
近
の
女
性
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑬

現

吠

の

一
例
を
母
、
け
る
と
、
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
の
へ
ラ
|
ト
郊
外
カ
バ

ピ
ア
ン
村
の
戸
主
二

O
八
人
中
、
名
前
の
一
部
に
「
ム
ハ
ン
マ
ド
」
が
つ

く
も
の
は
七
三
人
あ
る
。

⑬
イ
ラ
ン
や
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
筆
者
の
経
験
か
ら
い
っ
て
、
差

別
の
要
因
は
人
種
や
言
語
で
な
く
宗
教
に
あ
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
筆
者

が
参
加
し
た
東
大
調
査
隊
が
調
査
し
た
イ
ラ
ン
園
フ
ァ

ー
ル
ス
州
ポ
レ

・

ノ
ウ
村
は
ト
ル
コ
系
遊
牧
民
の
定
着
し
た
村
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る

ト
ル
コ
的
お
よ
び
タ

l
ジ
ク
的
要
素
の
い
く
つ
か
に
つ

い
て
は
「
ベ
ル
シ

ア
世
界
に
お
け
る
ト
ル

コ
・
モ

ン
ゴ
ル
的
要
素
」
(
評
林
|
大
阪
外
大
法

経
皐
曾
|
一
四
、
昭
五

O
〉
に
お
い
て
言
及
し
た
。

⑮
こ
の
文
献
に
出
て
く
る
よ
く
似
た
二
語
、

叶
E
F
、
『
ロ
ユ
ヨ
副
ロ
の
相

還
は
、
前
者
が
イ
ス
ラ
ム
・
ベ
ル
シ

ア
文
明
世
界
へ
、
主
と
し
て
奴
隷
と

し
て
、
個
々
に
入
っ
て
き
た
ト
ル
コ
人
を
指
す
の
に
射
し
て
、
後
者
は
部

族
集
固
と
し
て
来
た
ト
ル

コ
人
、
主
と
し
て
オ
グ
ズ
族
を
指
す
よ
う
で
あ

る。

⑮

』
o
r
ロ
〉
・
回
。
可

F
P
-

コHh
h
u同
ロ
ミ
ミ
町
宮
司
、
也
、

Ra(U
S-

A

志
向、色、
・
〈
o-
-
-
H
・

5
g-

切
。
『ロ
釦
『《同

F
o
d〈
2
・
Hdpaw

h

a
白
Z
S
F
H由
ミ

に
も
ニ
ザ
l
ム
の
死

の
記
事
を
載
せ
る
が
、
こ
の
方
は
ラ
シ

l
ド

・
ア
ル
・
テ
ィ
ー
ン

『
総

合
史
』

h
b
送
、
ミ
'吋
白
N
b
b
ミ
b
p

か
ら
の
課
で
、
ジ
ュ
ワ
イ
ニ

!
の
と
ほ

と
ん
ど
同
文
で
あ
る
。
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The Qayimtu MSS.

Nｏbiｉｏ Ｙａｍａｄａ

　　

In Ｗ. Radloff's Ｕｉｇｕｒiｓhe Spｒａｃｈ改屈ｍａｌｅｒ，　Ｍａtｅｒialien　ｎａｃｈ
ｄｅ祖

Ｔｏｄｅ　ｄｅｓ　Ｖｅｉｿ･ａｓｓｅｒｓ　ｗit　Ｅｒｇａｎｚｕｎｇｅｎ ｖｏｎ　Ｓ.Ｍａｌｏｖ 　heｒａｕｓｍｓｅｈｅｎ

(Leningrad, 1928) there are seven MSS. concerning ａ personage whose

name Radloff and Malov read Qiyimtu, Q(a)yimtu, or (⊇arimtu (Table

I). From an inspection of the originals it is evident that the name should

be read Qayimtu. Furthermore in the unpublished MSS. in East Berlin,

at the Deutshe Akademie der Wissenschaft's Zentralinstitut 錨ｒ Alte

Geschichte und Archaologie, Bereich Alter Orient, the author has found

nine more MSS. concerning the same Qayimtu (Table II)｡

　　

This article is devoted to demonstrating that these siχteen MSS. are

all concerned with the same individual. 1t is also suggested that, as three

loan contracts among the documents imply, the Qayimtu of the MSS. was

ａ thirteenth or fourteenth century landlord in the Turfan region of Eastern

Turkestan.

　

The author intends to publish more detailed studies of the

sixteen documents concerning Qayimtu in the near future.

Siｕａｓａt-ｎａｍａ.orthe Book of Government

Tａｋｅｓhi K≪lｓｎ／i･ii

　　

The Ｓｉｖａｓａt-ｗａｍａｉｓａ ｔｅχtbook on politics which
the Seljuq vizier

Nizam al-Mulk wrote for his sovereign. The work is written in
ａ very

simple style of Persian ； free from rhetorical ornamentation
and with few

quotations from the classics, it is easy to read. Its contents
consist of ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一一2一一



profusion of anecdotes strung together to please the reader｡

　　

The Nizam al-Mulk had two aims in writing the work. One was

to edify the unsophisticated Seljuq sultan by means of Islamic, Persian

culture. The other was to defend Islamic ｏｒthodoχｙagainst heresies｡

　　

The author takes three stories from the work and analyzes them.

The protagonists of these stories,the Sassanid　Anushirwan the Just, the

Abbasid caliph Mｕ‘tasim,and Sultan Mahmud of Ghazni are all depicted

as models of ｏrthodoχy. Anushirwan, especially,is deemed not only in

the Siｙａｓａt-ｎａｍａbutthroughout the history of Iran to have been one

of the most outstanding of rulers.

The Winter- and S ummer-Q uar ters of the Il-khans

Miｎｏbｎ Ｈｏiiｄｎ

　　　

The Mongols kept their nomadic life even after their conquest of Iran

and the establishment of Hulagu Ulus there. The Il-khans, sovereigns

of Hulagu Ulus, had their own pasture lands and set up their winter- and

summer-quarters there.　They usually made seasonal migrations between

the headquarters｡

　　　

These winter- and summer-quarters, respectivelyｑiｓJilaｑ and ｙａｙldｑ

in the Persian written sources, were founded in　Azerbaijan, the north-

western province of the Land of Iran. The main winter-quarters were

located in Arran and Mughan on the lower reaches of the Rivers Aras

and Kur, in Jaghatu on the lower reaches of the River JaghaturQd, and

in Baghdad later. The main summer-quarters were located in Alatagh at

the watershed of the Rivers Euphrates and　Aras, in　Siyahkuh on the

upper

　

reaches

　

of

　

the

　

River

　

Jaghaturud, in　Sughurluq ( = Takht-i

Sulaiman) on the River Saruq, and in Sultaniyya at the watershed of the

- ３－


