
ソ
コ
ト
ラ
島
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て

蔀

勇

造

六五四三二一

は

じ

め

に

ソ
コ
ト
ラ
島
へ
の
キ
リ
ス
ト
数
停
来

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
来
島
前
の
状
況

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
来
島
後
の
状
況

猷
麟
喝
の
ア
ラ
ビ
ア
語
名
の
由
来

お

わ

に
り
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t主

じ

め

ソ
コ
ト
ラ
は
ア
フ
リ
カ
の
角
の
東
端
ガ
ル
ダ
フ
イ
岬
の
東
北
東
二
四

0
キ
ロ
の
海
上
に
浮
か
ぶ
、
東
西
一
一
与
一
キ
ロ
、
南
北
三
二
キ
ロ
、
面

(
l〉

積
は
三
六

O
O卒
方
キ
ロ
と
言
わ
れ
る
島
で
あ
る
。
海
抜
四

0
0
メ
ー
ト
ル
前
後
の
石
灰
岩
質
の
高
原
が
島
全
瞳
に
贋
が
り
、
東
部
に
は
標
高

一
五

0
0
メ
ー
ト
ル
に
達
す
る
花
崩
岩
質
で
険
し
い
山
地
が
東
西
に
連
な
っ
て
い
る
。
島
の
北
側
に
は
海
岸
に
沿
っ
て
小
さ
な
卒
地
が
駐
在
す

る
の
が
見
ら
れ
る
。
一
方
南
部
海
岸
地
帯
に
は
、
東
西
約
五

0
キ
ロ
に
わ
た
っ
て
狭
長
な
卒
地
が
績
い
て
い
る
。
島
周
遣
の
海
岸
は
い
ず
こ
も

浅
瀬
か
岩
礁
で
あ
る
た
め
、
大
型
船
の
接
岸
は
不
可
能
で
あ
る
。
気
候
的
に
は
モ
ン
ス
ー
ン
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
て
、
冬
季
に
は
北
北
東

季
節
風
に
よ
っ
て
北
部
海
岸
地
帯
や
山
地
に
、
ま
た
夏
季
に
は
南
西
季
節
風
に
よ

っ
て
島
の
南
半
に
、
そ
れ
ぞ
れ
降
雨
が
も
た
ら
さ
れ
る
。

一季

節
風
の
襲
わ
り
自
に
は
風
が
落
ち
て
高
温
多
漂
の
不
健
康
な
気
候
と
な
り
、
マ
ラ
リ
ア
蚊
が
護
生
す
る
。
島
民
の
多
く
は
北
部
に
思
在
す
る
集

'631 
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落
に
住
み
、
漁
業
や
一
商
業
、
そ
れ
に
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
栽
培
を
中
心
と
す
る
小
規
模

な
農
業
に
従
事
し
て
き
た
。
山
地
で
は
山
羊
や
牛
を
飼
う
牧
畜
民
が
石
室
で
穴

54'30' 

居
生
活
を
お
く
つ
て
い
る
。
南
部
海
岸
地
帯
は
不
毛
の
地
で
人
口
も
少
な
い
。

ま
た
海

の
荒
れ
る
季
節
に
は
、
漁
業
も
島
外
か
ら
の
食
糧
稔
入
も
困
難
に
な
る
の
で
、

ハ
2
〉

近
年
に
至
る
ま
で
島
民
は
慢
性
的
な
食
糧
不
足
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。

乾
季
の
乾
燥
が
巌
し
い
た
め
、
牧
畜
・
農
業
と
も
に
生
産
性
は
低
く
、

こ
の
よ
う
に
文
明
の
中
心
か
ら
は
遠
く
離
れ
、
人
が
住
む
に
も
決
し
て
恵
ま

れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
島
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
洋
を
航
行
す
る
船
舶
の
寄
港

島
内
に
亀
甲
・
ア
ロ
エ
・
麟
麟

に
適
し
た
地
黙
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
と
、

- 98-

渇

・
乳
香
・
龍
挺
呑
等
を
産
し
た
こ
と
か
ら
、
古
来
東
西
の
船
乗
り
や
商
人
が

し
ば
し
ば
こ
こ
を
訪
れ
た
。
そ
し
て
彼
等
が
商
品
と
と
も
に
持
ち
掃
っ
た
こ
の

島
に
閲
す
る
情
報
が
、
ギ
リ
シ
ア

・
ロ
l
マ
の
所
謂
古
典
史
料
に
始
ま
っ
て
、

中
世
ア
ラ
ビ
ア
語
の
歴
史
書
や
地
理
書
、
さ
ら
に
は
近
世
ヨ
l
ロ
ヅ
パ
語
の
文

献
の
中
に
牧
録
さ
れ
て
今
日
に
俸
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
一
方
で
、
商
船
の

53'30' 

寄
港
で
外
来
の
影
響
が
及
ん
だ
の
は
北
海
岸
の
一
部
に
と
ど
ま
り
、
島
内
の
そ

れ
以
外
の
地
域
で
は
い
ろ
い
ろ
な
面
で
非
常
に
古
い
特
質
が
隔
離
・
保
存
さ
れ

て
い
る
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
、
前
世
紀
以
来
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
閣
の
多
分
野
の

専
門
家
が
来
島
し
て
調
査
・
研
究
を
行
っ
て
き
た
。

と
こ
ろ
で
筆
者
は
半
ば
偶
然
の
機
舎
か
ら
、
東
京
外
国
語
大
事
ア
ジ
ア
・
ア



フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
の
中
野
瞬
雄
教
授
と
と
も
に
、

(

3

)

 

訪
れ
る
幸
運
に
恵
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
の
見
聞
と
そ
の
後
の
勉
強
で
得
た
知
見
を
も
と
に
、
ソ
コ
ト
ラ
の
歴
史
と
現
朕
に
闘
す
る
報
告

(

4

)

 

文
一
篇
を
草
し
た
が
、
こ
の
島
に
俸
播
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
短
い
報
告
文
の
中
で
論
じ
る
に
は
大
き
す
ぎ
る
テ
l
マ
と
考

一
九
九

O
年
の
十
一
月
に
一
週
間
ほ
ど
、

日
本
人
研
究
者
と
し
て
初
め
て
こ
の
島
を

え
て
、
そ
こ
で
は
ご
く
簡
単
に
燭
れ
る
に
と
ど
め
た
。
そ
れ
を
今
、
こ
の
『
東
洋
史
研
究
』
の
紙
面
を
借
り
て
検
討
し
て
み
た
い
。
論
考
の
末

尾
は
、
龍
血
樹
か
ら
採
れ
る
麟
麟
喝
の
ア
ラ
ビ
ア
語
名
の
由
来
に
つ
い
て
、
新
解
揮
を
提
案
す
る
こ
と
で
結
ぼ
う
と
思
う
が
、
そ
れ
と
い
う
の

も
卑
見
に
よ
れ
ば
、

ソ
コ
ト
ラ
の
キ
リ
ス
ト
教
史
の
中
に
こ
そ
、
こ
の
問
題
を
解
く
鍵
が
潜
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ソ
コ
ト
ラ
島
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
停
来

ソ
コ
ト
ラ
島
そ
れ
自
瞳
に
は
文
献
史
料
は
蔑
さ
れ
て
い
な
い
し
、
考
古
事
調
査
も
極
め
て
不
十
分
な
現
朕
で
は
、
こ
の
島
の
歴
史
は
外
部
史

料
を
通
じ
て
窺
う
し
か
な
い
。
ソ
コ
ト
ラ
の
キ
リ
ス
ト
教
史
を
論
じ
る
に
際
し
、
ま
ず
最
初
に
奉
げ
る
べ
き
史
料
と
い
え
ば
、
五
世
紀
前
半
に

(
5〉

フ
ィ
ロ
ス
ト
ル
ギ
オ
ス

q
E
o昔
話
5
〉
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
数
曾
史
』
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
三
巻
第
四
|
六
章
一
に
、
西
暦
三
五
六
年
頃
に

ロ
l
マ
皇
帝
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世
が
、
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
た
め
ア
リ
ウ
ス
涯
の
テ
オ
フ
ィ
ロ
ス
・
イ
ン
ド
ス
(
吋
r
g
Zニ
g
F号明)、

〈

6
)

即
ち
イ
ン
ド
人
の
テ
オ
フ
ィ
ロ
ス
を
南
ア
ラ
ビ
ア
と
イ
ン
ド
と
エ
チ
オ
ピ
ア
に
涯
遣
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
南
ア
ラ
ビ
ア
の
ヒ
ム
ヤ
ル
王

- 99-

園
の
支
配
者
は
改
宗
に
同
意
し
て
領
内
の
三
箇
所
に
教
舎
が
建
て
ら
れ
た
が
(
第
四
章
)
、

既
に
そ
の
二
十
年
徐
り
前
に
こ
の
王
園
の
支
配
者
が
、

エ
チ
オ
ピ
ア
の
ア
ク
ス
ム
王
園
に
お
け
る
宣
教
が
思

う
よ
う
に
い
か
な
か
っ
た
ら
し
い
(
第
六
章
〉
の
は
、

ア
タ
ナ
シ
ウ
ス
涯
の
フ
ル
メ
ン

テ
ィ
ウ
ス

(
m，

E
B
g巴
口
出
)
の
教
え
を
受
け
容
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

う
と
、
幼
時
に
お
そ
ら
く
債
務
の
揖
保
と
し
て
、
イ
ン
ド
人
が
住
む
デ
ィ
ブ
l
ス

(
E
E
C
島
か
ら
ロ
l
マ
人
の
許
に
、
途
ら
れ
て
き
た
た
め
で

と
こ
ろ
で
テ
オ
フ
ィ
ロ
ス
が
何
故
イ
ン
ド
人
と
呼
ば
れ
た
か
と
い

ー633

あ
っ
た
が
、
彼
は
ヒ
ム
ヤ
ル
で
の
活
動
を
終
え
て
ア
ク
ス
ム
に
行
く
前
に
、
生
ま
れ
故
郷
の
デ
ィ
ブ

l
ス
島
に
渡
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
イ
ン

ド
の
他
の
諸
地
域
に
赴
い
て
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
の
聞
に
見
ら
れ
た
教
義
や
儀
薩
の
凱
れ
を
正
し
た
と
い
う
(
第
五
章
)
。
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そ
こ
で
こ
の
デ
ィ
プ

1
ス
島
の
比
定
が
大
き
な
問
題
と
な
る
。

「イ

ン
ド
」
と
い
う
語
を
文
字
通
り
に
受
け
取
る
者
は
デ
ィ
ブ

l
ス
島
も
そ

の
近
く
に
求
め
る
の
で
、

ス
リ
ラ
ン
カ
か
マ
ル
デ
ィ
ヴ
諸
島
を
有
力
候
補
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
四
世
紀
と
も
な
る
と
、
地
中
海
世
界
の
人
々

は
ア
ク
ス
ム
か
イ
ン
ド
の
船
に
便
乗
し
な
け
れ
ば
イ
ン
ド
へ
行
け
ぬ
と
い
う
不
便
な
紋
況
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
彼
等
の
南
方
世
界

に
闘
す
る
知
識
も
一

・
二
世
紀
の
頃
に
比
べ
て
大
き
く
後
退
し
て
い
た
。
南
ア
ラ
ビ
ア

・エ

チ
オ
ピ
ア
あ
た
り
と
イ
ン
ド
と
の
匿
別
も
暖
昧
に

な
っ
て
い
て
、

「イ

ン
ド
」
と
い
う
地
名
が
紅
海
南
部
を
も
含
め
て
イ
ン
ド
洋
世
界
全
瞳
に
適
用
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
デ

ィ
ブ

l
ス
島
を
含

む
地
方
を
フ
ィ
ロ
ス
ト
ル
ギ
オ
ス
が
イ
ン
ド
と
呼
ん
で
い
て
も
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
本
来
の
イ
ン
ド
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

の
第
五
章
一
を
誼
む
限
り
、
テ
オ
フ
ィ
ロ
ス
が
イ
ン
ド
洋
を
横
断
そ
れ
も
往
復
す
る
大
放
行
を
敢
行
し
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
し
、
第
六
章
の

冒
頭
に
「
こ
の
大
ア
ラ
ビ
ア
か
ら
彼
は
ア
ク
ス
ム
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
エ
チ
オ
ピ
ア
人
の
許
へ
赴
い
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
こ

『
数
舎
史
』

こ
で
イ
ン
ド
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
南
ア
ラ
ビ
ア
と
紅
海
・
ア
デ
ン
濁
を
挟
ん
だ
そ
の
封
岸
地
方
で
、
デ
ィ
ブ

l
ス
島
も
こ
の
あ
た
り
の
島
で

あ
ろ
う
と
い
う
解
稗
の
方
が
蛍
た
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
の
候
補
と
し
て
は
、

ア
デ
ン
湾
の
入
口
近
く
に
位
置
す
る
ソ
コ
ト

-100 

ラ
島
か
、
あ
る
い
は
紅
海
の
エ
チ
オ
ピ
ア
沖
に
浮
か
ぶ
い
く
つ
か
の
島
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
が
翠
げ
ら
れ
て
き
た
。
卑
見
に
よ
れ
ば
「
デ
ィ
ブ

ー
ス
」

を
意
味
す
る
イ
ン
ド
系
の
語
の
轄
靴
で
あ
ろ
う
か
ら
、

(
7〉

紅
海
の
鳥
よ
り
ソ
コ
ト
ラ
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
ソ
コ
ト
ラ
(
ア
ラ
ビ
ア
語
で

F
A
C
E〉
と
い
う
島
名
自

と
い
う
島
名
は

「息向
」

イ
ン
ド
人
が
頻
繁
に
訪
れ
た
島
と
レ
う
こ
と
に
な
る

と睡
も
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
を
日
吉
田
口
}
岳
山
仏

E
E
(「
幸
一
耐
の
島
」
の
義
)
の
轄
靴
な
の
で
あ
る
か
ら
。

随
分
前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が

ギ
&
、

右
に
述
べ
た
よ
う
な
次
第
で
、

フ
ィ
ロ
ス
ト
ル
ギ
オ
ス
の
『
数
舎
史
』
の
記
事
が
、
ソ
コ
ト
ラ
と
キ
リ
ス
ト
教
の
闘
係
に
慣
れ
た
最
古
の
史
料
と
レ
う
こ
と
に
な
る
。
テ

も
し
デ
ィ
ブ

1
ス
島
を
ソ
コ
ト
ラ
島
に
比
定
で
き
る
と
す
れ

オ
フ
ィ
ロ
ス
の
デ
ィ
ブ

l
ス
島
に
お
け
る
活
動
に
つ
い
て
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
後
の
文
脹
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ
の
島
も
テ
オ
フ

ィ
ロ
ス
来
島
前
に
既
に
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
と
す
る
と
次
に
は
、
何
時
如
何
な
る
献
況
の
下

で
キ
リ
ス
ト
教
が
停
来
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
が
、
そ
の
黙
に
論
及
す
る
前
に
史
料
を
も
う
一
黙
見
て
お
き
た
い
。



六
世
紀
前
半
〈
そ
れ
も
半
ば
近
く
〉
に
コ
ス
マ
ス
・

(
8〉

イ
ン
デ
ィ
コ
プ
レ
ウ
ス
テ
ス
(
門
u
g
g
S
H
E
-
8
1
m
g
g
)
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
世
界
地
誌
』
は
、
ソ
コ
ト
ラ
島
の
キ
リ
ス

ト
教
徒
に
つ
い
て
明
言
し
た
最
初
の
史
料
と
し
て
異
論
な
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
コ
ス
マ
ス
は
若
い
頃
イ
ン
ド
洋
で
一
商
人
と
し
て
活
躍
し
た

が
、
後
に
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
涯
の
修
道
士
と
な
っ
て
隠
棲
し
こ
の
書
を
著
し
た
。
ソ
コ
ト
ラ
島
に
は
寄
港
こ
そ
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
沖
合
を
航

デ
ィ
プ
l
ス
島
の
比
定
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
く
ま
で
も
推
論
の
域
を
出
な
い
の
に
劃
し
、

行
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
し
、

エ
チ
オ
ピ
ア
で
こ
の
島
か
ら
や
っ
て
き
た
人
と
遭
っ
て
話
を
し
た
経
験
も
あ
る
と
い
う
。
そ
の
コ
ス
マ
ス
が
記
す

と
こ
ろ
ハ
第
三
各
第
六
五
節
六
|
一
一
一
一
行
)
を
讃
む
と
、

ソ
コ
ト
ラ
の
島
民
は
か
つ
て
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
朝
の
諸
王
に
よ
っ
て
植
民
さ
せ
ら
れ
た
者

達
で
、

ギ
リ
シ
ア
語
を
話
し
、
そ
の
中
に
は
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
、

ベ
ル
シ
ア
で
絞
任
さ
れ
て
涯
遣
さ
れ
て
き
た
聖
職
者
達
が
い
た
と
い

ぅ
。
島
に
ギ
リ
シ
ア
人
が
い
た
こ
と
は
、

『
エ
リ
ュ
ト
ゥ
ラ
l
海
案
内
記
』
に
も
記
し
て
あ
る
(
註
(

7

)

参
照
〉
の
で
間
違
い
な
い
と
思
う
が
、

彼
等
が
エ
ジ
プ
ト
か
ら
植
民
者
と
し
て
、
4

怒
り
こ
ま
れ
た
と
い
う
の
は
、

コ
ス
マ
ス
自
身
か
或
い
は
彼
に
情
報
を
提
供
し
た
ソ
コ
ト
ラ
人
の
誤
解

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
六
世
紀
前
半
に
は
こ
の
島
に
キ
リ
ス
ト
教
が
根
附
い
て
い
て
、

ハ
9
)

教
舎
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
黙
で
、

し
か
も
そ
れ
が
ベ
ル
シ
ア
の

-101ー

コ
ス
マ
ス
の
謹
言
は
貴
重
で
あ
る
。

さ
て
そ
こ
で
話
を
キ
リ
ス
ト
教
俸
来
の
問
題
に
戻
す
が
、
こ
の
黙
に
鯛
れ
て
い
る
史
料
は
い
ず
れ
も
後
世
の
停
承
ば
か
り
で
、
そ
れ
ら
に
基

づ
く
議
論
は
先
の
デ
ィ
ブ

1
ス
島
の
比
定
問
題
同
様
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
推
論
の
域
を
出
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
先
ず
断
っ
て
お
き

た
い
。
七
世
紀
に
西
ア
ジ
ア
一
帯
が
イ
ス
ラ
ム
化
さ
れ
る
と
、

ソ
コ
ト
ラ
に
闘
す
る
古
典
語
の
史
料
は
姿
を
消
し
、
や
が
て
ア
ラ
ビ
ア
語
史
料

が
我
々
の
主
な
情
報
源
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
著
者
達
は
い
ず
れ
も
こ
の
島
に
ギ
リ
シ
ア
人
の
末
喬
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
い
る
こ
と
に
注
目
し

4

彼
等
の
生
態
に
つ
い
て
の
記
事
は
残
し
て
い
る
(
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
後
で
燭
れ
る
)
も
の
の
、
そ
の
起
源
・
由
来
に
関
し
て
は
前
者
に
つ
い
て
混

鈍
し
た
情
報
を
惇
え
る
の
み
で
、
我
々
の
今
の
問
題
に
は
全
く
参
考
に
な
ら
な
い
。
ま
た
十
三
世
紀
に
モ
ン
ゴ
ル
が
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
大
字

を
支
配
下
に
牧
め
る
と
、
そ
の
領
内
を
往
来
す
る
イ
タ
リ
ア
一
商
人
や
キ
リ
ス
ト
教
舎
の
使
節
の
中
に
、
後
で
見
る
よ
う
に
イ
ン
ド
洋
を
航
行
し

635 

て
ソ
コ
ト
ラ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
関
す
る
記
事
を
残
す
者
も
現
れ
た
。
し
か
し
彼
等
も
ア
ラ
ブ
の
著
作
家
達
と
同
様
、

キ
リ
ス
ト
教
停
来
の
歴



636 

史
に
つ
い
て
は
全
く
語
っ
て
く
れ
な
い
。
我
々
が
こ
の
貼
に
閲
す
る
情
報
に
接
す
る
の
は
、

よ
う
や
く
十
六
世
紀
に
な
っ
て
、
喜
望
峰
回
り
の

イ
ン
ド
航
路
を
護
見
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
こ
の
島
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。

(日
)

ジ
ョ
ア
ン

・
デ
・

バ
ロ
ス
ハ
』
0
8
《一
o
F門

HS)
は
『
ア
ジ
ア
』
の
第

一
編
第
七
部
第
四
章
で
、

一
五

O
三
年
に
デ
ィ
オ
ゴ

・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ

ス
・
ベ
レ
イ
ラ

(
0
5
m
c
F吋

E
ZE
P「
2
E
)
が
ソ
コ
ト
ラ
島
を
瑳
見
し
た
こ
と
を
記
す
に
あ
た
り
、

こ
の
島
を

「
聖
ト
マ
ス
の
島
」

と
呼

ん
で
い
る
。
ベ
レ
イ
ラ
自
身
が
そ
う
呼
ん
だ
の
な
ら
、
史
料
的
に
は
彼
が
ソ
コ
ト
ラ
と
聖
ト
マ
ス
の
関
係
に
言
及
し
た
最
初
の
人
物
と
い
う
こ

分
ら
な
い
。

と
に
な
る
の
だ
が
、

パ
ロ
ス
の
記
事
か
ら
は
こ
の
命
名
が
ベ
レ
イ
ラ
に
よ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
後
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
る
も
の
な
の
か
よ
く

(

日

)

『
ア
ル
ブ
ケ
ル
ケ
戦
記
』
も
同
様
で
、

一
五

O
七
年
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
る
ソ
コ
ト
ラ
島
占
領
を
俸
え
る

そ
の
第

一
部
第
一

五
章
で
こ
の
島
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は

「
聖
ト
マ
ス
の
時
以
来
」

そ
こ
に
住
ん
で
い
た
と
記
し
て
い
る
も
の
の
、

こ
の
情
報
を
ア
ル
ブ
ケ
ル
ケ

(足。ロ凶
O

仏

ゆ

と

げ

2
5
2
5〉
自
身
が
こ
の
書
の
著
者
(
同
名
の
庶
子
)
に
停
え
た
の
か
、
そ
れ
と
も
他
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
な
の
か
は
っ
き
り

し
な
い
。
そ
れ
に
封
し
、
自
ら
こ

の
島
を
訪
れ
た
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

・
ザ
ビ
エ
ル
の
記
述
は
明
確
で
あ
る
。
一
五
回
二
年
九
月
二
十
日
附
で
イ

ン
ド
の
ゴ
ア
か
ら
ロ

l
マ
の
イ
エ
ズ
ス
舎
士
達
に
宛
て
て
出
し
た
手
紙
(
書
簡
第
一
五
〉
の
中
で
、
ザ
ビ
エ
ル
は
イ
ン
ド
へ
の
道
中
に
立
ち
寄
っ
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た
ソ
コ
ト
ラ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
つ
い
て
報
告
し
、

(

ロ

〉

孫
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
」
と
記
し
て
い
る
。
要
す
る
に
来
島
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
達
は
、

「彼
ら
は
聖
ト
マ
(
聖
ト
マ
ス
)
を
傘
敬
し
、
こ
の
地
方
で
聖
ト
マ
が
つ
く
っ
た
信
者
の
子

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
住
民
か
ら
、
聖
ト
マ
ス
が
こ

の
島
に
布
教
し
た
と
い
う
停
承
を
聞
か
さ
れ
た
罪
で
あ
る
。

聖
ト
マ
ス
は
所
謂
十
二
使
徒
の
一
人
で
、
共
観
一
幅
一
音
警
の
中
で
は
極
め
て
軽
い
扱
い
し
か
受
け
て
い
な
い
が
、
古
代
数
舎
の
う
ち
シ
リ
ア
と

そ

の

周

遊

の

数

舎

に

お

い

て

は

、

彼

を

エ

デ

γ
サ

・
パ
ル
テ
ィ
ア
・
イ
ン
ド
俸
道
の
創
始
者
と
見
倣
す
停
承
が

(

臼

)

(

凶

)

成
立
し
て
瑳
展
し
た
。
こ
の
う
ち
の
イ
ン
ド
へ
の
布
教
に
つ
い
て
詳
し
く
停
え
て
い
る
の
が
、
新
約
聖
書
外
典
の
一
つ
『
ト
マ
ス
行
停
』
で
あ

遅
く
と
も
三
世
紀
以
後
に

る
。
こ
の
文
書
は
第
六
一
章
ま
で
の
第
一
部
と
六
二
章
一
以
降
の
第
二
部
に
大
き
く
分
か
れ
、
第

一
部
が
北
イ

ン
ド
俸
遁
を
主
題
と
し
て
、
ト
マ

ス
が
バ
ル
テ
ィ
ア
に
停
遁
し
た
と
い
う
俸
承
と
関
係
を
有
し
、
第
二
部
よ
り
古
い
俸
承
の
段
階
を
示
し
て
い
る
の
に
劃
し
て
、
第
二
部
は
ト
マ



ス
が
南
イ
ン
ド
に
も
俸
遁
し
た
こ
と
を
一
万
す
た
め
に
後
で
附
加
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
文
書
全
瞳
と
し
て
は
第
二
部
の
観
黙
か
ら

(
日
)

編
集
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

ト
マ
ス
の
イ
ン
ド
布
教
、
殊
に
彼
が
南
イ
ン
ド
ま
で
行
っ
た
の
か
ど
う
か
は
確
か
め
よ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
現
在
で
も
ト
マ
ス
を
敬
舎

に
も
ト
マ
ス
関
係
の
停
承
が
あ
る
こ
と

(
日
目
)

に
は
あ
る
が
、
す
べ
て
『
ト
マ
ス
行
停
』
を
も
と
に
後
世
成
立
し
た
も
の
な
の
で
、
濁
自
の
史
料
的
債
値
は
な
い
と
い
う
。
と
は
言
え
、
嘗
時

(
一
世
紀
)
の
イ
ン
ド
洋
交
易
の
隆
盛
か
ら
見
て
、
ト
マ
ス
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
も
商
船
に
便
乗
し
た
停
道
者
が
海
路
イ
ン
ド
を
訪
れ
て
も

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
一
商
人
を
通
じ
て
非
常
に
早
い
時
期
に
イ
ン
ド
へ
も
キ
リ
ス
ト
教
が
停
わ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
と
考
え
ら

と
り
わ
け

「
マ
ル
・
ト
マ
教
舎
」

の
創
立
者
と
仰
い
で
い
る
マ
ラ
パ

l
ル
地
方
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
、

お
か
し
く
な
い
し
、

れ
て
い
る
。

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
や
ベ
ル
シ
ア
か
ら
相
嘗
多
数
の
キ

四
世
紀
の
宇
ば
近
く
、
サ
サ
ン
朝
の
シ
ャ
ー
プ
l
ル
二
世
の
迫
害
を
逃
れ
て
、

リ
ス
ト
教
徒
が
南
イ
ン
ド
へ
亡
命
し
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
際
の
移
住
は
既
に
そ
こ
に
あ
っ
た
か
、
も
し
く
は
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教

(

口

)

徒
の
共
同
盟
を
頼
っ
て
行
わ
れ
た
ら
し
い
。

聖
ト
マ
ス
の
イ
ン
ド
布
教
の
停
承
が
こ
の
よ
う
に
か
な
り
早
い
時
期
に
成
立
し
た
の
に
劃
し
、

ソ
コ
ト
ラ
へ
の
布
教
の
停
承
は
、
史
料
的
に

~103 ー

は
十
六
世
紀
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
来
島
以
前
に
は
遡
れ
な
い
。
『
ト
マ
ス
行
停
』
に
は
ソ
コ
ト
ラ
訪
問
の
話
な
ど
出
て
こ
な
い
か
ら
、
こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
後
に
『
行
停
』
か
ら
波
生
し
た
停
読
の
中
で
附
け
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ソ
コ
ト
ラ
に
貧
際
に
は
ど
う
い
う
形
で
キ
リ
ス
ト
教

が
俸
わ
っ
た
か
は
別
に
し
て
、
ト
マ
ス
停
設
の
方
は
ベ
ル
シ
ア
濁
を
通
じ
て
か
、
或
い
は
一
旦
南
イ
ン
ド
を
経
由
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
既
に
-
記
し
た
よ
う
に
、
六
世
紀
に
は
ソ
コ
ト
ラ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
ベ
ル
シ
ア
の
数
舎
の
管
轄
下
に
置
か
れ
て
い
た
し
、
ま
た
ポ
ル

〈
凶
)

ト
ガ
ル
人
来
島
嘗
時
は
マ
ラ
パ
l
ル
の
そ
れ
と
関
係
が
深
か
っ
た
と
い
う
。

こ
の
極
め
て
不
確
か
な
停
承
を
除
く
と
、
ソ
コ
ト
ラ
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
停
来
に
関
す
る
具
憧
的
な
手
懸
り
は
な
く
、
あ
と
は
イ
ン
ド
洋
周
謹

の
他
の
諸
地
方
へ
の
布
教
例
か
ら
類
推
す
る
途
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
右
に
記
し
た
イ
ン
ド
と
同
じ
よ
う
な
形
で
、
ソ
コ
ト
ラ
へ
も

か
な
り
早
い
時
期
に
キ
リ
ス
ト
教
が
停
わ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
し
、
ま
た
後
に
ベ
ル
シ
ア
の
数
舎
の
管
轄
下
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る

637 
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半
に
か
け
て
、

と
、
四
世
紀
の
前
半
に
サ
サ
ン
朝
の
迫
害
を
逃
れ
た
亡
命
者
の
一
部
が
こ
の
島
に
渡
っ
た
こ
と
も
あ
り
う
る
。
三
世
紀
の
後
半
か
ら
六
世
紀
前

ア
ラ
ビ
ア
南
岸
部
が
ア
ク
ス
ム
の
影
響
下
に
置
か
れ
、
イ
ン
ド
洋
で
は
ア
ク
ス
ム
一
商
人
が
ベ
ル
シ
ア
一
商
人
と
覇
を
競
っ
て
活
躍

し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

ソ
コ
ト
ラ
へ
の
最
初
の
停
道
者
が
エ
チ
オ
ピ
ア
か
ら
来
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
可

能
性
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
結
論
の
出
ぬ
作
業
を
こ
れ
以
上
績
け
た
と
こ
ろ
で
大
し
た
意
味
も
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
件
は

こ
こ
ら
で
打
ち
切
っ
て
次
の
問
題
に
準
む
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
来
島
前
の
朕
況

七
世
紀
の
イ
ス
ラ
ム
化
の
波
は
ソ
コ
ト
ラ
に
も
及
ん
だ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
時
期
の
遁
嘗
な
史
料
が
な
い
の
で
事
情
は
よ
く
分
ら
な
い
。

オ

マ
1
ン
の
史
料
に
よ
る
と
、
次
の
八
世
紀
の
中
頃
に
は
オ
マ
l
ン
の
イ
マ
l
ム
の
権
力
が
こ
の
島
に
及
ん
で
い
て
、
島
内
で
は
キ
リ
ス
ト
教
徒

(
山
口
)

と
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
争
い
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
南
者
の
争
い
は
先
住
民
と
新
来
の
移
住
者
の
聞
の
争
い
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。
イ
ス
ラ
ム
教

は
支
配
者
の
宗
教
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

-104ー

こ
の
島
で
は
容
易
に
贋
が
ら
な
か
っ
た
。
十
世
紀
前
半
の
南
ア
ラ
ビ
ア
の
歴
史
家
ハ
ム
ダ

1

一一

l

(と
'
出
曲
目
ι
E
C
は
、
逆
に
南
ア
ラ
ビ
ア
の
マ
ハ
ラ
か
ら
来
た
人
々
が
、
先
住
者
の
影
響
で
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
っ
て

い
る
。
ま
た
彼
は
ア
デ
ン
の
人
々
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
島
内
で
ハ

I
リ
ジ
ュ
涯
と
ス
ン
ニ

l
涯
の
ム
ス
リ
ム
同
士
の
闘
争
が
あ
っ
た
こ
と

(
初
)

も
俸
え
て
い
る
。
ソ
コ
ト
ラ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
健
在
ぶ
り
を
貫
誼
す
る
か
の
よ
う
に
、
八
八

O
年
か
ら
一
二
八
三
年
へ
か
け
て
の
聞
に
、
東

(
幻
〉

シ
リ
ア
数
舎
(
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
波
)
が
ソ
コ
ト
ラ
の
主
教
を
任
命
し
た
例
を
、
史
料
的
に
四
例
確
認
で
き
る
と
い
う
。
六
世
紀
の
コ
ス
マ
ス
も
、

ソ
コ
ト
ラ
の
聖
職
者
は
ペ
ル
シ
ア
で
鈍
任
さ
れ
て
く
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
瞳
制
が
た
と
え
断
績
的
に
せ
よ
少
な
く
と
も
十
三
世
紀
ま

で
は
存
績
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
コ
ス
マ
ス
は
聖
職
者
の
位
階
ま
で
は
特
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
貼
を
明
言
し
て
少
々
物

議
を
か
も
し
て
い
る
の
が
マ
ル
コ
・
ポ

l
ロ
で
あ
る
。
彼
は
十
三
世
紀
の
後
半
に
、
イ
ン
ド
を
出
て
ベ
ル
シ
ア
構
の
ホ
ル
ム
ズ
へ
向
か
う
航
海

キ
リ
ス
ト
教
に
闘
し
て
は
、

の
途
中
で
、

ソ
コ
ト
ラ
の
話
を
い
ろ
い
ろ
聞
き
こ
ん
だ
ら
し
い
。

こ
の
島
の
「
大
主
教
」
は
バ
ウ
ダ
ッ
ク
(
パ
グ



ダ

l
ド
〉
の
ヤ
ト
リ
y
ク
(
カ
ト
リ
コ
ス
〉
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
、

(

詑

)

従
え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
右
に
も
記
し
た
よ
う
に
、

彼
自
身
は
ソ
コ
ト
ラ
の
北
方
五
百
マ
イ
ル
ほ
ど
の
所
に
あ
る
男
島
の
主
教
を

ソ
コ
ト
ラ
の
主
教
に
つ
い
て
の
記
録
な
ら
数
例
あ
り
、

し
か
も
そ
の
う
ち
の

最
後
の
例
は
ポ
l
ロ
の
航
海
か
ら
聞
も
な
い
一
二
八
三
年
の
も
の
で
あ
る
の
に
封
し
、

ロ
の
ソ
コ
ト
ラ
や
男
島
・
女
島
に
関
す
る
話
は
す
べ
て
傍
聞
に
援
っ
た
も
の
で
、
ど
う
も
こ
の
件
に
つ
い
て
は
彼
が
間
違

っ
て
い
る
よ
う
で
あ

(

泊

)
る。

大
主
教
が
任
命
さ
れ
た
と
い
う
記
録
は
な
い
。

ポ
ー

ボ
ー
ロ
は
こ
の
他
に
も
ソ
コ
ト
ラ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
つ
い
て
耳
に
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら
は
他
の
史
料
に
も
見
え
る
記
事
な

の
で
、
ど
う
や
ら
嘗
時
の
人
々
の

ソ
コ
ト
ラ
島
と
そ
の
住
民
に
劃
す
る
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
島
は
海

賊
の
根
城
と
目
さ
れ
て
、
特
に
ム
ス
リ
ム
の
船
乗
り
や
商
人
か
ら
恐
れ
ら
れ
憎
ま
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
東
方
見
聞
録
』
に
は
、

ま
た
こ
の
島
へ
は
、
洋
上
を
滋
て
し
て
仕
事
を
果
た
し
た
海
賊
た
ち
が
多
数
そ
の
船
を
操
っ
て
や
っ
て
く
る
。
彼
等
は
こ
の
島
で
野
管
し

つ
つ
そ
の
掠
奪
品
を
買
却
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
盗
品
は
賓
に
よ
く
貰
れ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
島
の
住
民

は
こ
の
盗
品
が
偶
像
教
徒
や
イ
ス
ラ
l
ム
教
徒
か
ら
劫
掠
さ
れ
た
も
の
で
こ
そ
あ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
奪
わ
れ
て
き
た
も
の
で
は
な

-105-

い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
ど
し
ど
し
そ
れ
を
買
い
取
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

(

但

)

(

お

〉

と
記
さ
れ
て
い
る
。

ソ
コ
ト
ラ
が
海
賊
の
巣
窟
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
十
世
紀
前
半
に
マ
ス
ウ

1
デ
ィ

l
(と
冨
g
a
E
C
が
特
筆
し
て
お
り
、

〈
お
)

メ
ッ
カ
で
同
様
の
話
を
聞
き
こ
ん
で
い
る
。
た
だ
南
名
と
も
、

ま
た
十
四
世
紀
前
半
の
大
放
行
家
イ
プ
ン
・
パ
ト
ゥ
l
タ

Q
Z
F又
去
る
も
、

海
賊
は
イ
ン
ド
人
と
明
記
し
て
い
る。

こ
の
ソ
コ
ト
ラ
の
海
賊
に
劃
エ

ジ
プ
ト
十
字
軍
の
片
棒
を
か
つ
が
せ
よ
う
と
し
た
卓
見
の
士
が
い
た
。
十
四
世
紀
初
め
の
ド
ミ
ニ
コ
舎
土
ギ

ヨ
l
ム
・
ア
ダ
ム

ハ。三一
g
c
g而
〉
含
ヨ
)
は
、

後
に
イ
ル
汗
園
の
首
都
ス
ル
タ
l
ニ
l
イ
ェ
駐
在
の
大
司
教
に
絞
せ
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
先
立
つ
お
そ
ら
く

一
=
二
六
年
よ
り
や
や
早
い
時
期
に
、

ベ
ル
シ
ア
湾
を
出
て
ア
ラ
ビ
ア
牢
島
を
西
に
周
航
し
て
エ
チ
オ
ピ
ア
に
向
か

639 

う
途
中
、

ソ
コ
ト
ラ
に
寄
港
し
て
九
箇
月
間
も
滞
在
し
た
。
嘗
時
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
勢
力
と
イ
ル
汗
園
が
手
を
結
ん
で
、

エ
J

ジ
.フ
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ト
の
マ
ム
ル

l
ク
朝
を
挟
撃
す
る
作
戦
が
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
て
い
た
頃
で
、
ア
ダ
ム
も
ソ
コ
ト
ラ
滞
在
中
に
、
こ
の
島
の
好
位
置
と
多
数
の

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
存
在
、
そ
し
て
そ
こ
が
特
に
ア
デ
ン
の
ム
ス
リ
ム
一
商
人
に
敵
射
す
る
海
賊
達
の
根
接
地
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ

ア
デ
ン
務
・
紅
海
経
由
で
エ
ジ
プ
ト
に
聡
逸
さ
れ
る
物
資
、
殊
に
エ
ジ
プ
ト

の
諸
港
に
禁
織
を
破
っ
て
入
港
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
商
船
に
轄
賀
さ
れ
る
食
糧
品
の
流
れ
を
遮
断
す
れ
ば
、

エ
ジ
プ
ト
の
イ
ス
ラ
ム
勢
力
に
大

(
幻
〉

き
な
打
撃
を
興
え
る
こ
と
は
必
至
と
提
案
し
て

い
る
。
こ
の
計
劃
が
ヨ

ー
ロ
ッ

パ
の
鴛
政
者
や
数
合
田
関
係
者
に
ど
の
程
度
ア
ピ
ー
ル
し
た
か
を

の
島
を
キ
リ
ス
ト
教
軍
の
海
軍
基
地
と
し
、
海
賊
も
動
員
し
て
、

一
示
す
史
料
は
な
い
が
、
約
二
百
年
後
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
イ
ン

ド
洋
で
行
っ
た
こ
と
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
作
戦
で
あ
る
の
は
興
味
深
い
。

(

加

〉

ポ
1
ロ
は
ソ
コ
ト
ラ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
魔
術
師
と
い
う
評
判
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
島
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
世
界
で
も
類
の
な
い
魔
術
師
で
あ
る
。
大
主
教
は
彼
等
に
か
か
る
魔
法
を
使
わ
せ
た
く
は
な
い
の
で
、

彼
等
に
警
告
し
勧
告
す
る
の
で
あ
る
が
、
聴
か
れ
な
い
の
が
そ
の
貫
肢
で
あ
る
。
島
民
に
言
わ
す
れ
ば
、
彼
等
の
組
先
が
昔
か
ら
行
な
っ

大
主
教
も
そ
れ
を
な
ん
と
も
で
き
ず
、

て
き
た
所
だ
か
ら
、
自
分
た
ち
も
同
様
に
そ
れ
を
行
な
い
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
島
民
が
こ
の
よ
う
に
魔
術
を
行
な
い
た
が
る
の
で
、

ほ
か
に
方
法
が
な
い
ま
ま
に
黙
過
し
て
い
る
。
か
く
し
て
こ
の
島
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
ほ
し
い
ま

-106ー

ま
に
魔
術
を
行
な
っ
て
い
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
に
描
明
け
て
、

彼
等
が
思
う
ま
ま
に
天
候
を
左
右
し
て
船
の
運
航
を
支
配
す
る
こ
と
が
、

魔
術
の
具
瞳
例
と
し
て
奉
げ
ら
れ
て
い

る
こ
の
、
ソ
コ
ト
ラ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
魔
法
を
使
う
と
い
う
話
は
有
名
だ
っ
た
よ
う
で
、

(

m
叫
〉

園
語
の
史
料
に
ま
で
登
場
す
る
。

(

却

〉

ほ
ぼ
同
時
代
の
ア
ラ
ビ
ア
語
史
料
や
さ
ら
に
は
中

(
M
U
)
 

十
五
世
紀
末
の
事
情
を
停
与
え
て
貴
重
な
の
が
イ
ブ
ン

・
マ
l
ジ
ド

Q
E
冨
削
正
)
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
、
こ
の
島
の
住
民
は
ギ
リ
シ
ア
人

(
M
M
〉

の
末
喬
と
も
言
わ
れ
る

「
悪
諜
の
」
(
も
し
く
は

「野
畿
な
」
〉
キ
リ
ス
ト
教
徒
ど
も
で
あ
る
が
、
南
ア

ラ
ビ
ア
か
ら
来
た
マ
ハ
ラ
人
(
彼
等
は
明
ら

か
に
ム
ス
リ
ム
〉
が
砦
を
築
き
、
島
民
の
一
部
に
賦
役
と
貢
納
を
課
し
て
支
配
し
て
い
た
。
島
民
'〔
の
多
く
〕
を
支
配
し
芋
ぎ
た
の
は
一
人
の
女



性
で
、

教
舎
に
住
む
司
祭
(
カ
シ
!
と
も
彼
女
の
言
葉
に
従
っ
て
務
め
を
果
し
て
き
た
が
、

こ
の
嘗
時
は
そ
の
女
性
の
力
も
す
っ
か
り
衰
え

て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
来
島
し
た
の
は
、

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
時
期
で
あ
っ
た
。

四

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
来
島
後
の
肢
況

ハ
ロ
ス
の
『
ア
ジ
ア
』
の
第
二
編
第
一
部
に
よ
る
と
、

一
五

O
五
年
に
鯖
園
し
た
ベ
レ
イ
ラ
や
そ
の
他
の
者
か
ら
ソ
コ
ト
ラ
の
事
情
を
聞
い

た
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
ド
ン
・
マ
ヌ
エ
ル
は
、
次
に
出
裂
す
る
艦
隊
に
こ
の
島
を
占
領
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
そ
れ
は
そ
こ
を
イ
ン
ド
航
路
上
の
重

要
な
接
黙
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
と
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
島
民
を
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
支
配
か
ら
解
放
す
る
た
め
で
あ
っ
た
(
第
一

一
五

O
七
年
に
マ
ハ
ラ
人
の
守
備
隊

ト
リ
ス
タ
ン
・
ダ
・
ク
l
ェ
ャ
と
ア
フ
ォ
ン
ソ
・
デ
・
ア
ル
ブ
ケ
ル
ケ
に
率
い
ら
れ
た
艦
陵
は
、

章)。
を
破
っ
て
こ
の
島
を
占
領
し
た
。
そ
し
て
彼
等
の
砦
を
奪
っ
て
こ
れ
を
自
ら
の
要
塞
と
し
、

三
章
)
。

そ
こ
に
百
名
に
達
す
る
人
員
を
駐
留
さ
せ
た
(
第

そ
こ
で
初
め
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
島
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
寅
態
を
、

ハ
ロ
ス
が
詳
し
く
書
き
記
し
て
い
る
(
問
章
)
の

-107ー

で
、
そ
れ
を
以
下
に
要
約
し
て
み
よ
う
。

島
の
人
々
は
み
な
ヤ
コ
ブ
涯
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
ア
ビ
シ
一
ア
人
の
種
族
に
属
す
る
が
、
そ
の
慣
習
の
多
く
を
ま
も
っ
て
い
な
い
。
男
性
の

大
部
分
は
使
徒
の
名
前
を
持
ち
、
婦
人
は
マ
リ
ア
、

〔
イ
サ
ベ
ル
、

ア
ナ
〕
と
い
う
名
前
を
持
っ
て
い
る
。
彼
等
の
崇
拝
の
劃
象
は
十
字
架
で

あ
っ
て
、
各
人
は
す
べ
て
十
字
架
を
首
に
か
け
る
の
を
習
慣
と
し
て
い
る
。
ま
た
彼
等
は
い
く
つ
か
の
躍
拝
堂
を
持
っ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
も

十
字
架
が
崇
拝
の
封
象
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
祈
祷
は
カ
ル
デ
ア
語
で
行
わ
れ
る
。
か
れ
ら
は
割
躍
と
待
降
節
の
よ
う
な
断
食
を
行
う
。
彼
等
は

自
分
達
が
得
た
そ
の
年
の
新
し
い
牧
穫
か
ら
十
分
の
一
税
を
数
舎
に
納
め
る
。

バ
ロ
ス
自
身
は
ソ
コ
ト
ラ
を
訪
れ
た
こ
と
は
な
く
、
専
ら
文
書
資
料
と
停
閣
に
擦
っ
て
本
書
を
執
筆
し
た
の
で
、
右
に
要
約
し
た
キ
リ
ス
ト

教
徒
に
関
す
る
記
事
も
、
こ
の
後
紹
介
す
る
パ
ル
ボ
ザ
や
ザ
ビ
エ
ル
の
そ
れ
に
比
べ
て
か
な
り
観
念
的
で
あ
る
。
果
た
し
て
貫
態
が
こ
の
逼
り

641 

で
あ
っ
た
の
か
、

不
審
の
念
を
抱
か
さ
れ
る
よ
う
な
箇
所
も
あ
る
。
彼
が
ソ
コ
ト
ラ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
ヤ
コ
プ
涯
と
判
断
し
た
理
白
は
よ
く
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(お〉

分
ら
な
い
が
、
既
に
記
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
こ
れ
は
誤
り
で
、
正
し
く
は
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
涯
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
ど
の
涯
に

属
す
る
と
言
っ
て
も
、
教
義
や
儀
躍
の
問
題
で
は
な
く
、
ど
こ
の
数
舎
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
が
。
ア
ラ
ブ
の
著
述

家
達
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
人
の
末
諮
扱
い
さ
れ
て
き
た
島
民
も
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
自
に
は
エ
チ
オ
ピ
ア
人
の
同
族
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
は
外
見
上
の
特
徴
を
捉
え
て
そ
う
言
っ
た
と
い
う
よ
り
、
割
種
等
の
特
殊
な
儀
瞳
を
行
う
貼
で
エ
チ
オ
ピ
ア
の
キ
リ
ス

ト
教
徒
と
同
類
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

再
び
パ
ロ
ス
の
『
ア
ジ
ア
』
に
戻
る
と
(
第
三
章
)
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
マ
ハ
ラ
人
に
劃
す
る
勝
利
が
確
定
す
る
と
、
山
に
避
難
し
て
い
た
キ

不
信
心
者
(
イ
ス
ラ
ム
教
徒
〉
の
支
配
か
ら
の
解
放
を
感
謝
す
る
と
と
も
に
保
護
を
願
い
出
た
。
そ
し
て
艦
隊

に
同
行
し
て
き
た
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
舎
士
の
ア
ン
ト
ニ
オ
神
父
よ
り
、
数
舎
に
改
め
ら
れ
た
モ
ス
ク
で
洗
躍
を
受
け
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
最

リ
ス
ト
教
徒
達
も
戻
っ
て
き
て
、

初
は
良
好
で
あ
っ
た
島
民
と
の
閥
係
が
間
も
な
く
お
か
し
く
な
り
、
要
塞
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
島
民
に
よ
る
奇
襲
と
そ
れ
以
上
に
深
刻
な
食
糧

-108ー

不
足
に
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
。
バ
ロ
ス
は
こ
れ
を
、

「
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
土
地
を
奪
う
つ
も
り
だ
。

か
れ
ら
は
、

イ
ン
デ
ィ
ア
で
も
同
じ
こ

と
を
し
て
き
た
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
ソ
コ
ト
ラ
人
に
信
じ
こ
ま
せ
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
扇
動
の
せ
い
に
し
、

さ
ら
に

「
わ
れ
わ
れ
は
常
に
か

れ
ら
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
の
聞
に
友
情
を
保
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
か
れ
ら
の
聞
に
は
い

か
れ
ら
の
聞
に
と
け
こ
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
」

り
こ
ん
で
お
り
、
ま
た
ソ
コ
ト
ラ
の
婦
人
た
ち
と
結
婚
し
て
子
供
を
儲
け
て
い
た
た
め
に
、

マ
ラ
リ
ア
と
食
糧
不
足
で
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
奉
句
に
、

く
さ
れ
た
の
は
、
占
領
か
ら
僅
か
四
年
後
の
一
五
一

一
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
駐
屯
部
隊
が
ソ
コ
ト
ラ
か
ら
の
撤
退
を
徐
儀
な

と
記
し
て
い
る
。

一
方
、
パ
ロ
ス
と
異
な
り
ポ
ル
ト
ガ
ル
軍
に
加
わ
っ
て
ソ
コ
ト
ラ
に
上
陸
し
た
経
験
を
持
つ
ド
ゥ
ア
ル
テ

・
バ
ル
ボ
ザ
(
ロ

E
5
F『

r
g由
)

土
日
か
ら
の
儀
曜
の
い
く
ら
か
は
遵
守
し
て
い
る
も
の
の
、

(
M
)
 

い
、
名
前
だ
け
の
キ
リ
ス
ト
数
徒
と
断
じ
て
い
る
。

教
義
も
知
ら
な
け
れ
ば
洗
曜
も
受
け
て
い
な

t土

こ
の
島
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
、

一
五
四
二
年
に
ソ
コ
ト
ラ
に
立
ち
寄
っ
た
イ
エ
ズ
ス
舎
士
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

・
ザ
ビ
エ
ル
の
場
合
は
、
自
身
が
聖
職
者
だ
け
に
、
こ
の
島
の
キ



(

お

〉

リ
ス
ト
教
徒
の
境
遇
に
非
常
な
関
心
を
示
し
て
い
る
。
先
に
も
引
い
た
彼
の
書
簡
第
一
五
か
ら
少
し
引
用
し
て
み
よ
う
。

こ
の
島
の
人
び
と
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
〔
島
民
は
〕
キ
リ
ス
ト
信
者
だ
そ
う
で
、
彼
ら
は
そ
う
思
い
こ
ん
で
い
ま
す
。
ハ
中
略
〉
こ
の
人
び

と
は
き
わ
め
て
無
知
で
、
讃
む
こ
と
も
書
く
こ
と
も
知
ら
ず
、
本
も
聖
書
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ほ
と
ん
ど
知
識
の
な
い
人
び
と
で
す
が
、

キ

リ
ス
ト
信
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
誇
り
に
し
て
い
ま
す
。
彼
ら
に
は
数
舎
、
十
字
架
、
ラ
ン
プ
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ど
の
村
に
も
カ
シ

ズ
が
レ
ま
す
が
、
こ
れ
は
私
た
ち
の
聖
職
者
の
よ
う
な
者
で
す
。
こ
の
カ
シ
ズ
も
讃
み
書
き
を
知
り
ま
せ
ん
し
、
本
も
聖
書
も
持
っ
て
い

ま
せ
ん
。
カ
シ
ズ
た
ち
は
た
く
さ
ん
の
祈
り
を
暗
記
し
て
費
え
て
い
る
の
で
す
。
(
中
略
)
信
者
た
ち
は
、

カ
シ
ズ
の
唱
え
る
祈
り
が
自
分

た
ち
の
言
葉
で
は
な
い
た
め
に
、

聖
ト
マ
を
傘
敬
し
、
こ
の
地
方
で
聖
ト
マ
が
つ
く

っ
た
信
者
の
子
孫
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
(
中
略
)
カ
シ
ズ
た
ち
は
洗
躍
を
授
け
ま

〔
そ
の
意
味
を
〕
理
解
し
ま
せ
ん
。
私
に
は
カ
ル
デ
ア
人
の
言
葉
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
(
中
略
)
彼
ら
は

せ
ん
し
、
洗
躍
が
何
で
あ
る
か
も
知
り
ま
せ
ん
。

-109ー

そ
こ
で
ザ
ピ
エ
ル
は
村
々
で
津
山
の
子
供
達
に
洗
瞳
を
授
け
て
、
父
母
達
か
ら
大
い
に
感
謝
さ
れ
た
。
こ
の
島
が
宣
教
に
見
込
み
あ
り
と
思

っ
た
彼
は
、
島
に
残
留
す
る
こ
と
を
総
督
に
願
い
出
た
が
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
と
、
同
じ
手
紙
の
績
き
に
記
し
て
い
る
。
し
か
し
イ
ン
ド
へ
渡

っ
て
か
ら
も
、
こ
の
島
の
教
徒
達
の
こ
と
は
ザ
ピ
エ
ル
の
念
頭
を
離
れ
な
か
っ
た
。

(お〉

チ
ン
か
ら
褒
信
さ
れ
た
数
逼
の
手
紙
の
中
で
、
彼
は
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・
チ
プ
リ
ア
ノ
紳
父
と
他
に
数
名
の
イ
エ
ズ
ス
曾
土
を
ソ
コ
ト
ラ
に
、
透
る

(

幻

〉

と
い
う
計
劃
を
打
明
け
て
い
る
。

一
五
四
八
年
の
十
月
か
ら
翌
年
の
二
月
に
か
け
て
、

コ

十
七
世
紀
に
な
る
と
、

イ
ギ
リ
ス
の
東
イ
ン
ド
曾
祉
の
船
が
ソ
コ
ト
ラ
に
頻
繁
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と
は
異
な

り
、
彼
等
に
は
島
の
支
配
や
宣
教
の
意
園
は
な
く
、
寄
港
の
目
的
は
給
水
と
モ
ン
ス
ー
ン
の
季
節
の
強
風
か
ら
の
避
難
、
特
産
品
の
ア
ロ
エ
の

購
入
、

そ
れ
に
船
同
士
の
連
絡
の
た
め
で
あ
っ
た
。
東
イ
ン
ド
舎
祉
関
係
の
文
書
の
中
に
、
こ
の
世
紀
を
通
じ
て
来
島
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
の
記

録
を
か
な
り
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
れ
ら
イ
ギ
リ
ス
の
軍
人
や
一
商
人
の
日
記
と
手
紙
の
中
に
も
、

ソ
コ
ト
ラ
で
の
見
聞
が
書
き
留
め

643 

て
あ
っ
て
参
考
に
な
る
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
、
彼
等
は
こ
の
島
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
存
在
な
ど
に
は
殆
ど
無
関
心
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
本
稿
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の
役
に
立
つ
よ
う
な
情
報
は
極
め
て
少
な
い
。
僅
か
に

一
六
一
五
年
イ
ン
ド

の
ム
ガ
l
ル
宮
廷
に
大
使
と
し
て
赴
く
途
中
、
こ
の
島
に
立
ち

寄
っ
て
一
週
開
徐
り
を
過
し
た
、
ト

l
マ
ス
・
ロ
ウ
(
司
E
g
g
-
N
0
0
)
卿
の
日
誌
の
八
月
二
十
四
日
の
項
に
関
連
の
記
事
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を

(
お
)

見
る
と
、

ロ
ウ
卿
は
島
民
を
四
種
に
分
類
し
、
そ
の
第
三
番
目
に
つ
い

て
、
ベ
ド
ウ
ィ
ン
と
呼
ば
れ
る
こ
れ
ら
の
人
々
は
、

は
こ
れ
を
第
四
番
目
に
分
類
し
て
い
る
)
で
は
な
い
に
せ
よ
古
く
か
ら
の
住
民
で
、
山
に
住
ん
で
人
口
も
非
常
に
多
く
、
歴
史
家
達
に
よ
っ
て
ヤ
コ

島
の
原
住
民
ハ
卿

ブ
涯
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
呼
ば
れ
て
き
た
の
は
彼
等
の
こ
と
で
あ
る
、
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
卿
は
彼
等
を
ヤ
コ
ブ
涯
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
判
断

し
た
理
由
と
し
て
、
随
行
員
の
一
人
の
ボ
l
ト
ン
氏
(
宮
H
-

回
白
区
間

rsる
が
タ
マ
ラ
(
ソ
コ
ト
ラ
の
行
政
中
心
地
ハ
デ
ィ
l
ボ
の
古
名
)
の
近
く
で
荒

れ
果
て
た
数
舎
を
目
撃
し
た
こ
と
を
奉
げ
て
い
る
。
そ
の
数
舎
に
は
人
影
も
な
く
扉
は
閉
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
ボ
1
ト
ン
氏
、
が
同
行
の
ム
ス
リ

ム
の
シ
ェ
イ
ク
が
止
め
る
の
も
聞
か
ず
に
中
に
入
っ
て
み
る
と
、
重
像
の
描
か
れ
た
祭
壇
が
あ
り
、
そ
の
上
に
は
十
字
架
が
置
か
れ
て
い
た
と

い
う
。
そ
し
て
同
行
の
シ
ェ
イ
ク
は
、
そ
の
数
曾
の
信
徒
達
の
こ
と
を
聞
か
れ
る
の
を
非
常
に
嫌
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ソ
コ
ト
ラ
に
は
ま
だ
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
残
存
し
て
い
た
が
、
支
配
者
の
ム
ス
リ
ム
側
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
そ
れ

を
知
り
彼
等
の
窮
肢
に
同
情
を
示
し
た
り
し
て
面
倒
が
お
こ
る
の
を
恐
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
右
の
記
述
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、

十
七
世
紀
の
初
め
に
は
、

-110ー

ロ

ウ

卿
が
ソ
コ
ト
ラ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
ヤ
コ
ブ
涯
と
呼
ん
で
い
る
の
に
は
何
の
意
味
も
な
い
。

ソ
コ
ト
ラ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
闘
す
る
最
後
の
記
録
は
、
同
じ
世
紀
の
後
牢
に
来
島
し
た
カ
ル
メ
ル
舎
士
ヴ
イ
ン
チ

ェ
ン
ツ
ォ
神
父

(
ぬ
)

2
・
5
ロ
2
5
0
)
の
そ
れ
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
筆
者
は
ま
だ
こ
の
書
を
見
る
こ
と
が
出
来
ず
に
い
る
が
、
ユ

l
ル
(
出

g
q
J
P
F
)

(

紛

)

の
紹
介
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
知
っ
た
。

さ
て
、

島
民
は
依
然
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
白
稽
し
て
い
た
が
教
義
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら

ず
、
月
へ
犠
牲
を
捧
げ
た
り
、
割
櫨
を
行
っ
た
り
、
酒
と
豚
肉
を
禁
思
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
ど
の
宗
教
の
も
の
と
も
分
ら
ぬ
奇
妙
な
儀
躍

そ
れ
に
よ
る
と
、

を
遵
守
し
て
い
た
。
数
舎
は
暗
く
汚
く
、
日
毎
聖
油
が
わ
り
の
バ
タ
ー
を
塗
ら
れ
て
い
た
。
祭
壇
に
置
か
れ
た
十
字
架
が
盲
目
的
な
崇
拝
の
劃

象
に
な
っ
て
お
り
、
信
徒
達
が
敬
舎
に
参
集
し
て
祈
り
を
捧
げ
る
時
に
は
津
山
の
呑
が
焚
か
れ
た
。
祭
司
達
は
オ
ダ
ン
ボ

(
O含
g
r
o
)
と
呼
ば

れ
、
信
徒
達
に
よ
っ
て
選
出
・
聖
別
さ
れ
、
毎
年
交
代
し
た
。
彼
等
は
洗
薩
や
他
の
秘
蹟
に
闘
し
て
も
全
く
無
知
で
あ
っ
た
。
島
に
は
魔
術
を



使
う
者
が
多
く
い
た
。
ま
た
女
達
は
皆
マ
リ
ア
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
以
上
の
ヴ
イ
ン
チ
ェ
ン
ツ
ォ
一
神
父
の
報
告
は
、
大
筋
に
お
い
て
は
前
世
紀

の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
達
の
そ
れ
と
違
わ
な
い
。
こ
の
一
世
紀
半
ほ
ど
の
聞
に
、
島
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
人
口
は
減
少
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
信
仰

生
活
の
賞
態
に
大
き
な
襲
化
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

欧
米
語
の
ソ
コ
ト
ラ
に
関
す
る
史
料
が
空
白
と
な
る
十
八
世
紀
は
、
寅
は
オ
マ

1
ン
の
勢
力
が
著
し
く
伸
張
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
特
に
世

紀
の
半
ば
に
成
立
し
た
ア

l
ル
・
プ

l
・
サ
イ

l
ド
朝

(
E
z
r
t
)
は、

ベ
ル
シ
ア
湾
岸
や
マ
ク
ラ

l
ン
か
ら
東
ア
フ
リ
カ
治
岸
地
方
に

至
る
一
大
海
上
一
帝
闘
を
築
き
上
げ
、
ソ
コ
ト
ラ
も
そ
の
支
配
下
に
入
っ
た
。
十
九
世
紀
初
め
に
は
ワ
y

ハ
l
ブ
運
動
が
こ
の
島
を
も
席
巻
し
た

が
、
オ
マ

l
ン
の
支
配
は
揺
が
な
か
っ
た
よ
う
で
、

一
八
三
三
年
に
マ
ス
カ
ッ
ト
に
寄
港
し
た
ア
メ
リ
カ
人
の
ロ
パ

l
ツ
(
切

-moゲ
町
三
回
〉
は
、

(
川
出
〉

オ
マ
l
ン
領
の
ア
フ
リ
カ
の
島
々
の
一
つ
と
し
て
ソ
コ
ト
ラ
の
名
を
奉
げ
て
い
る
。
し
か
し
貫
は
こ
の
時
が
オ
マ
l
ン
の
紹
頂
期
で
、
以
後
そ

の
勢
力
は
衰
退
し
た
。
十
九
世
紀
に
入
り
エ
ジ
プ
ト
に
メ
フ
メ
ト
・
ア
リ

I
政
権
が
成
立
し
た
こ
と
や
、
蒸
気
船
の
登
場
と
い
う
新
し
い
事
態

に
劃
慮
す
る
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
は
紅
海
の
入
り
口
あ
た
り
に
給
炭
地
を
求
め
た
。
そ
こ
で
東
イ
ン
ド
舎
祉
は
一
八
三
四
年
に
軍
艦
を
、
逢
っ
て
、

-111ー

ア
ラ
ビ
ア
南
岸
や
附
近
の
島
々
の
調
査
を
行
わ
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
際
ウ
ェ
ル
ス
テ
ッ
ド

Q
-
H
W
巧
丘
一
回
広
島
)
大
尉
が
行
っ
た
詳
し
い
調
査
を

参
考
に
じ
て
、
翌
一
八
三
五
年
に
は
遂
に
ソ
コ
ト
ラ
島
を
占
領
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
に
は
も
う
島
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
存
在
し

な
か
っ
た
。
島
民
は
皆
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
名
乗
っ
た
。
も
っ
と
も
ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
信
仰
は
か
な
り
怪
し
く
、
ラ
マ
ダ
l
ン
の
断
食
も
行
わ
な
け

〈
州
出
)

れ
ば
朝
晩
の
祈
り
が
義
務
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
な
い
、
と
ウ
ェ
ル
ス
テ
ッ
ド
は
書
い
て
い
る
。
ま
た
彼
は
調
査
中
に
、
か
つ
て
の
躍
拝
所
の
跡

と
い
う
壊
れ
た
建
物
を
示
さ
れ
た
が
、
あ
ま
り
に
も
荒
れ
果
て
て
い
て
果
し
て
そ
の
遁
り
の
も
の
か
ど
う
か
の
見
極
め
は
つ
か
な
か
っ
た
し
、

(
必
〉

他
に
島
内
で
キ
リ
ス
ト
教
と
結
び
附
く
よ
う
な
手
懸
り
は
何
も
護
見
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。

一
八
九
六
年
十
二
月
か
ら
翌
年
二
月
に
か
け
て
島
の
調
査
を
行

っ
た
ベ
ン
ト

(
d
f回
g
C
は
、

(
川
相
〉

認
め
た
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
剣
断
の
確
か
な
根
擦
は
暴
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

各
地
で
教
舎
祉
と
思
わ
れ
る
建
物
の
跡
を

645 

者
の
シ
ン
ニ

l
q・
v
-
ω
F
5
5
)
は、

一
九
五
六
年
に
や
は
り
島
内
の
調
査
を
行
っ
た
考
古
屋
場

ベ
ン
ト
が
数
舎
祉
と
考
え
た
ら
し
い

い
く
つ
か
の
遺
跡
を
調
べ
た
が
、
い
ず
れ
も
そ
れ
ほ
ど
古
く
な
い
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こ
の
他
イ
ギ
リ
ス
海
軍
の
ジ
エ
イ
コ
ブ
(
回
目
り
・

τ
8
3
が、

(

必

)

折
に
同
行
の
ベ
リ

ッ
ジ
氏
(
玄
円

-F
E
牛岡市〉

が
数
舎
祉
を
護
見
し
た
、
と
記
し
て
い
る
が
、
詳
細
は
一
切
不
明
で
あ
る
。

(
必
)

小
屋
の
跡
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
報
告
し
て
い
る
。

一
九
一
一

年
に
島
に
渡
っ
た

こ
の
よ
う
に
、

オ
マ

l
ン
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
ワ
ッ
ハ

l
ブ
運
動
な
ど
も
行
わ
れ
た
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ
か
け
て
の
聞
に
、

ソ

コ

ト
ラ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
停
統
は
遂
に
途
絶
え
て
、
今
で
は
そ
の
痕
跡
を
捜
し
求
め
る
の
さ
え
難
し
い
紋
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
先

工、

に
も
引
い
た
ユ

I
ル
は
、

ギ
リ
シ
ア
語
で
数
舎
を
意
味
す
る

島
の
北
西
海
岸
に
あ
る
集
落
の
名
「
カ
ラ
ン
ス
ィ

l
ヤ

(
Oと

g
m
q与
〉」

「
エ
ク

レ
l
ス
ィ
ア
(
公
立
さ
町
民
)
」
の
轄
靴
で
、
島
民
の
か
つ
て
の
言
語
と
宗
教
の
名
残
り
を
僅
か
に
と
ど
め
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と

〈

灯

)

言
っ
て
い
る
が
、
他
に
も
こ
の
よ
う
な
例
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
ソ
コ
ト
ラ
を
代
表
す
る
龍
血
樹
か
ら
採
取
さ
れ
る
蝦
麟
喝
の
ア
ラ

ビ
ア
語
名

「(
二
人
の
)
兄
弟
の
血
」
の
中
に
、

そ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

五

牒
麟
喝
の
ア
ラ
ビ
ア
語
名
の
由
来

-112-

龍
血
樹
(
英
名
札
『

a
S
5
0
叉
は
己

gmg-mEoazo〉
と
レ
う
の
は
、
本
来
カ
ナ
リ
ア
諸
島
を
原
産
地
と
す
る
ユ
リ
科
リ
占
ウ
ゼ
ツ
ラ
ン

亜
科
ド
ラ
セ
ナ
腐
の
常
総
高
木
ド
ラ
セ
ナ
・
ド
ラ

l
コ
(U
3
2
3
Q
丸
、
お
円
。
〉
の
邦
名
で
あ
る
が
、
ソ
コ
ト
ラ
島
の
高
原
の
各
所
に
群
生
す
る
近

縁
種
ド
ラ
セ
ナ
・
キ
ン
ナ
バ
リ

(
0
2
2
3
Q
2
3邑
号
。
も
、
通
常
こ
の
同
じ
名
で
呼
ば
れ
る
。
丁
度
お
ち
ょ
こ
の
傘
の
よ
う
な
特
徴
の
あ
る

(
必
)

樹
形
で
、
幹
頂
で
放
射
肢
に
分
か
れ
て
や
や
上
向
き
に
張
り
出
し
た
枝
に
、
長
さ
約
五

0
セ
ン
チ
、
幅
約
三
セ
ン
チ
の
技
針
肢
の
葉
が
多
数
密

生
し
て
い
る
。

こ
の
樹
の
濃
紅
色
の
樹
脂
が
襲
用
及
び
着
色
剤
と
し
て
古
来
島
の
特
産
品
と
な
っ
て
い
て
、

+
4〈
一
語
で
仏
吋
白
血
判
O
ロ
ぱ

Z
o
o
q
邦

名
で
は
願
麟
喝
と
呼
ば
れ
る
。
と
こ
ろ
が

こ
の
名
稽
に
一
つ
問
題
が
あ
り
、
混
組
の
も
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
そ
の
黙
を
最
初
に
少
し
詳

こ
の
樹
脂
に
は
類
似
の
品
が
数
種
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
起
源
が
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
名
稿
の
う
え
で

そ
れ
が
正
し
く
匝
則
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
龍
血
樹
の
樹
脂
が
戯
麟
渇
と
呼
ば
れ
る
と
い
う
よ
う
な
妙
な
こ
と
も
こ
こ
か
ら
生

し
く
説
明
し
て
お
く
。
そ
れ
は、

じ
た
。



辰
砂
〈
水
銀
と
硫
黄
の
化
合
物
)
と
朕
麟
喝
の
色
と
用
途
が
似
て
い
る
た
め
に
、

(

品

開

〉

〈

叩

)

雨
者
が
と
も
に
キ
ン
ナ
バ
リ
と
呼
ば
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
混
飽
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
、
プ
リ

ニ
ウ
ス
や
デ
ィ
オ
ス
コ
リ
デ
ス
に
よ
っ
て
停
え

(
日
)

ら
れ
て
い
る
。
辰
砂
と
匿
別
す
る
た
め
麟
麟
喝
の
方
は
特
に
「
イ
ン
ド
の
キ
ン
ナ
パ
リ
」
と
呼
ば
れ
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
嘗
時
の
地
中
海
世

既
に
一
世
紀
の
ロ

l
マ
世
界
で
こ
の
問
題
は
お
き
て
い
た
。

界
の
人
々
が
、

こ
れ
を
イ
ン
ド
産
と
考
え
た
か

或
い
は
イ
ン
ド
商
人
の
手
に
よ
っ
て
こ
の
一
商
品
が
運
ば
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ

ぅ
。
但
し
『
エ
リ
ュ
ト
ゥ
ラ
1
海
案
内
記
』
で
は
、

イ
ン
ド
の
キ
ン
ナ
バ
リ
は
ソ
コ
ト
ラ
か
ら
検
出
さ
れ
る
だ
け
で
、
肝
心
の
イ
ン
ド
の
諸
港

か
ら
の
轍
出
口
聞
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

一
方
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
、

こ
れ
が
買
は
イ
ン
ド
で
象
に
よ
っ
て
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
大
蛇
(
守
党
O
)

の
血

と
、
こ
の
蛇
に
よ
っ
て
吸
わ
れ
た
象
の
血
が
混
ざ
っ
た
血
の
固
ま
り
で
あ
る
と
述
べ
る
の
み
で
、
産
地
に
つ
い
て
の
正
確
な
情
報
は
停
え
て
い

(

臼

〉

カ
ッ
ソ

γ
(
?
の
2
8ロ
〉
が
推
察
す
る
よ
う
に
、

:
、
。

チ
h

、しV

後
述
す
る
マ
レ

I
・
ス
マ
ト
ラ
産
の
別
種
の
麟
麟
掲
が
イ
ン
ド
経
由
で
賂
来
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
も
既
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
西
方
の
人
々
は
、

(
臼
)

有
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
因
み
に
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
別
の
箇
所
で
イ
ン
ド
の
象
と
大
蛇

2
H
R
O
)
の
闘
い
に
つ
い
て
詳
し
く
記
し
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
象
の
陳
を
狙
っ
て
身
瞳
に
巻
き
つ
い
た
大
蛇
は
、
そ
の
一
番
柔
か
く
弱
い
部
分
に
か
み
つ
い
て
血
を
吸
い
壷
く
す
が
、

倒
れ
た
象
の
下
敷
き
に
な
り
、
そ
の
重
味
で
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
自
ら
も
血
を
流
し
て
死
ぬ
と
い
う
。
こ
れ
が
イ
ン
ド
の
読
話
に
で
も
遡
源
す
る

話
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
イ
ン
ド
の
キ
ン
ナ
バ
リ
」
の
由
来
を
説
明
す
る
た
め
に
ギ
リ
シ
ア
商
人
あ
た
り
が
作
り
出
し
た
話
な
の
か
、
俄
に
は

判
断
が
つ
か
な
い
が
、
と
も
か
く
こ
れ
が
英
語
を
始
め
西
欧
諸
語
に
お
け
る
こ
の
樹
脂
の
、

ま
た
ア
ラ
ビ
ア
語
の
名
稽
の
う
ち
、

こ
の
一
商
品
の
産
地
や
由
来
に
つ
い
て
暖
昧
な
知
識
し
か

-113ー

こ
と
は
お
そ
ら
く
関
連
い
あ
る
ま
い
。

「
龍
の
血
」
を
一
意
味
す
る
名
稽
の
起
源
と
な
っ
た

ダ
ム
・
ア
ッ
テ
ィ
ン

ニ
I
ン
♀
曲
目
白
工
5
Eロ
)
と
ダ
ム
・
ア

ッ

ス
ゥ
バ

l
ン
包
曲
目
白
手
岳
民

E
る
も
、
明
ら
か
に
同
じ
意
味
で
あ
る
。

欧
米
語
で
「
龍
の
血
」
と
呼
ば
れ
る
樹
脂
に
は
、
龍
血
樹
の
そ
れ
の
他
に
も
数
種
あ
る
。
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
の
が
、
マ
レ

1
牢
島
や
ス
マ

ト
ラ
を
始
め
と
す
る
東
イ
ン
ド
諸
島
に
産
す
る
、
ヤ
シ
科
キ
リ
ン
ケ
ツ
属
の
蔓
性
の
飯
、
デ
モ
ノ
ロ
プ
ス
・
ド
ラ
l
コ
(
む
足
音

S
。z
y
ヰ
R
O
)

647 

の
果
責
か
ら
採
れ
る
紅
色
の
樹
脂
で
、

今
日
で
は
産
出
量
の
貼
で
他
を
匪
倒
し
て
い
る
た
め
、

品
種
や
産
地
を
特
定
せ
ず
に
た
だ

eaoロが
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〈

臼

)

Z
0
0
門
田
と
か
麟
麟
喝
と
言
っ
た
場
合
は
、
む
し
ろ
こ
ち
ら
を
指
す
ほ
ど
で
あ
る
。

(

応

〉

(

白

山

〉

中
園
で
は
、
唐
代
の
文
献
に
「
駿
麟
喝
」
と
い
う
物
産
の
名
が
散
見
す
る
の
に
封
し
、
宋
代
に
な
る
と
「
血
掲
」
と
い
う
名
が
現
れ
る
。
こ

の
語
は
元
・
明
代
の
史
料
に
も
引
績
き
見
え
る
が
、
明
代
で
は
駿
麟
喝
と
同
義
語
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。

シ
ェ
イ
プ
ァ
ー
は
、
験

麟
喝
は
元
来
東
南
ア
ジ
ア
産
の
樹
脂
〔
即
ち
デ
モ
ノ
ロ
プ
ス
・
ド
ラ

l
コ
の
そ
れ
〕
を
指
し
た
の
に
劃
し
て
、

血
喝
の
方
は
西
ア
ジ
ア
産
の
樹

脂
〔
即
ち
ド
ラ
セ
ナ

・
キ
ン
ナ
パ
リ
の
そ
れ
〕
を
指
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
言
い
、
歴
史
研
究
者
が
両
者
を
安
易
に
同
一
視
す
る
の
を
戒
め
て
レ

る。
こ
の
よ
う
に
、
龍
血
樹
も
戯
麟
喝
も
か
な
り
陵
昧
な
用
語
な
の
で
あ
る
が
、
通
稽
と
し
て
の
便
利
さ
に
は
や
は
り
捨
て
難
い
も
の
が
あ
る
の

で
、
本
稿
の
以
下
の
部
分
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
語
を
使
い
績
け
た
い
。
但
し
、

そ
れ
ら
が
ソ
コ
ト
ラ
産
の
も
の
を
指
す
場
合
に
は
、

そ
の
旨

を
明
記
す
る
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
臨
麟
喝
の
ア
ラ
ビ
ア
語
名
と
し
て
は
、
先
に
暴
げ
た
「
龍
の
血
」
を
意
味
す
る
二
つ
の
他
に
、
樹
脂
が
幹
を
滴
朕
に
し
た
た
る
こ
と

(
切
)

色
が
サ
フ
ラ
ン
や
蘇
芳
に
通
ず
る
こ
と
に
由
来
す
る
ア
イ
ダ
ア

(aeu
や
ア
ン
ダ
ム

(agES)
が

に
由
来
す
る
カ

I
テ
イ
ル
(
と
ム
丘
二
)
、

あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
ダ
ム

・
ア
ル
ア
フ
ワ
イ
ン
(
念
日
と
ー
島
町
戸
君
主
ロ
〉
、
即
ち
「
(
二
人
の
)
兄
弟
の
血
」
と
い
う
極
め
て
特
異
な
呼
び
名
が

(
団
)

あ
る
。
こ
れ
が
元
来
は
ソ
コ
ト
ラ
の
願
麟
喝
に
特
有
の
名
で
あ
っ
た
ら
し
レ
こ
と
は
、
先
に
も
引
い
た
十
世
紀
前
牢
の
南
ア
ラ
ビ
ア
の
歴
史
家

ハ
ム
ダ

l
ニ
ー
が
、
ソ
コ
ト
ラ
の
特
産
物
と
し
て
ダ
ム
・
ア
ル
ア
フ
ワ
イ
ン
を
奉
げ
た
後
で
、
こ
れ
は
ア
イ
ダ
ァ
の
こ
と
で
あ
る
と
態
々
断
つ

(

印

)

て
い
る
こ
と
や
、
時
代
は
少
し
下
る
が
十
二

・
三
世
紀
の
ヤ

l
ク

1
ト
も
、
同
じ
よ
う
に
ダ
ム

・
ア
ル
ア
フ
ワ
イ
ン
の
名
を
奉
げ
た
後
、
こ
れ

(
印
〉

は
ソ
コ
ト
ラ
に
特
有
の
樹
木
の
樹
脂
で
カ

l
テ
イ
ル
と
も
呼
ば
れ
る
、
と
説
明
を
附
け
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
特
異
な
名
稽
の
由
来
に
つ
い
て
、
管
見
に
よ
れ
ば
こ
れ
ま
で
二
つ
の
設
が
提
唱
さ
れ
た
。

一
つ
は
『
エ
リ
ュ
ト
ゥ
ラ

l
海
案
内
記
』
を

(

臼

〉

そ
の
第
三

O
節
の
「
イ
ン
ド
の
キ
ン
ナ
パ
リ
」
に
附
け
た
註
穫
の
中
で
開
陳
し
て
い
る
読
で
、

フ

英
語
し
た
シ
ョ
ッ
プ
(
巧

-
E
-
W
Z
R〉
が
、

リ
ニ
ウ
ス
が
俸
え
る
象
と
大
蛇
の
闘
争
の
話
を
も
と
に
し
て
い
る
。

シ
ョ
ッ
プ
に
よ
る
と
、
こ
の
話
は
イ
ン
ド
の
バ
ラ
モ
ン

u
ヒ
ン
ド
ク

I
教



系
の
民
話
で
、
象
は
創
造
紳
プ
ラ
フ
マ
l、

大
蛇
は
破
壊
紳
シ
ヴ
ァ
の
そ
れ
ぞ
れ
化
身
で
あ
り
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
話
は
こ
の
雨
紳
の
絶
え
ざ
る

闘
争
を
象
徴
し
て
い
て
、
そ
こ
で
流
さ
れ
る
血
が
「
兄
弟
の
血
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
こ
の
雨
紳
が
バ
ラ
モ
ン
H

ヒ
ン
ド
ゥ

1
教
の
三
主
紳
の

う
ち
の

二
神
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。
し
か
し
、

プ
リ
ニ
ウ
ス
の
記
事
そ
れ
自
睦
に
イ
ン
ド
の
神
話
と
の
つ
な
が
り
を
示
唆
す
る
よ
う
な

字
句
が
な
い
う
え
に
、
イ
ン
ド
側
に
こ
の
話
と
割
腹
す
る
よ
う
な
神
話
な
り
説
話
な
り
を
見
出
せ
な
い
以
上
、
シ
ョ

γ

フ
の
こ
の
読
は
患
な
る

臆
設
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
の
文
撃
に
素
人
の
筆
者
に
断
言
は
出
来
な
い
が
、
象
と
大
蛇
の
闘
争
を
プ
ラ
フ
マ
!
と
シ
ヴ
ァ
の

そ
れ
と
見
倣
す
こ
と
も
、
こ
の
二
主
神
を
兄
弟
と
呼
ぶ
こ
と
も
、
と
も
に
非
常
に
難
し
い
解
樟
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
シ
ョ
ッ
プ
は
こ

の
話
が
ソ
コ
ト
ラ
の
麟
麟
喝
に
関
連
し
て
な
さ
れ
た
話
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
全
く
の
誤
解
で
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
イ
ン

ド
の
話
と
し
て
こ
れ
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

イ
ン
ド
の
キ
ン
ナ
パ
リ
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
ソ
コ
ト
ラ
に
産
す
る
と
は
ど
こ
に
も
書
い
て
い

な
い
。
し
た
が
っ
て
ソ
コ
ト
ラ
起
源
と
思
わ
れ
る
ア
ラ
ビ
ア
語
名
の
由
来
を
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
に
求
め
る
の
は
無
理
で
あ
る
。

-115ー

(
位
)

他
方
ジ
エ
イ
コ
ブ
は
先
に
引
い
た
著
書
の
中
で
、
右
の
読
を
出
典
を
明
示
せ
ぬ
ま
ま
な
ぞ
っ
た
後
で
第
二
の
読
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
れ
は

古
典
史
料
に
お
け
る
ソ
コ
ト
ラ
島
の
名
稿
デ
ィ
オ
ス
ク
l
リ
デ
l
ス

9
5
E
E
m
C
に
因
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
名
は
、
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
名

門
吉
宮

z
r
r包
E
E
(幸
福
の
島
)
の
轄
誰
に
、
そ
れ
と
似
た
一
音
を
持
つ
、
ギ
リ
シ
ア
紳
話
で
船
乗
り
の
守
護
紳
と
さ
れ
る
墾
子
一
神
巴

omESF

(
ゼ
ウ
ス
と
レ
ー
ダ
ー
の
聞
に
生
ま
れ
た
カ
ス
ト
ー
ル
と
ポ
リ
ュ
デ
ウ
ケ
l
ス
)
の
名
が
作
用
し
て
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い

ソ
コ
ト
ラ
の
朕
麟
喝
の
ア
ラ
ビ
ア
語
名
も
、
島
名
同
様
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
愛
子
神
に
因
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う

と
推
量
す
る
書
で
あ
る
。
も
し
こ
の
島
の
ア
ラ
ビ
ア
語
名
が
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
語
名
か
ら
の
轄
靴
で
「
隻
子
紳
(
の
島
〉
」
と
で
も
い
う
意
味

る
。
そ
こ
で
ジ
エ
イ
コ
プ
は
、

を
有
す
る
の
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
設
も
か
な
り
の
説
得
力
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
事
貫
は
こ
れ
と
異
な
り
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
島
名

ωロA
五
品

は
、
明
ら
か
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
名
の
後
半
分

g
r
r包
E
E
〈
幸
福
)
か
ら
の
轄
靴
で
、
壁
子
紳
と
は
何
の
つ
な
が
り
も
有
し
て
い
な
い
。
ア

(

臼

〉

ラ
ブ
の
船
乗
り
達
が
ギ
リ
シ
ア
起
源
の
隻
子
紳
を
航
海
の
守
護
神
と
し
て
い
た
と
い
う
話
も
聞
か
ぬ
し
、
ま
た
こ
の
兄
弟
紳
が
何
故
に
血
を
流

649 

す
の
か
も
明
ら
か
で
な
い
。
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以
上
の
二
説
に
か
わ
る
第
三
番
目
の
設
を
提
唱
す
る
に
あ
た
っ
て
筆
者
が
依
援
す
る
の
は
、
最
初
に
も
記
し
た
よ
う
に
ソ
コ
ト
ラ
島
の
キ
リ

ス
ト
教
史
で
あ
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
達
が
停
え
る
よ
う
に
、
島
民
達
は
聖
ト
マ
ス
に
よ
っ
て
島
に
キ
リ
ス
ト
の
教
え
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う

停
承
を
保
持
し
て
い
た
。
こ
の
ト
マ
ス
は
共
観
一
幅
王
国
昔
一
日
の
中
で
は
軽
い
扱
い
し
か
受
け
て
い
な
い
が
、
後
に
シ
リ
ア
と
そ
の
周
遊
の
数
舎
で
重

要
な
地
位
を
占
め
る
に
至

っ
た
こ
と
が
、
新
約
聖
書
の
外
典
文
書
の
研
究
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
章
の
主
題
と
の
関
連

で
重
要
な
の
は
、
彼
が
こ
れ
ら
の
文
書
の
中
で
キ
リ
ス
ト
の
艶
子
の
兄
弟
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
黙
で
あ
る
。
既
に
正
典
の
『
ヨ
ハ
ネ

(

臼

)

に
よ
る
一
幅
一
音
書
』
の
中
に
コ
ア
ド
モ
と
呼
ば
れ
る
ト
マ
ス
」
と
い
う
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、

「
デ
ド
モ
」
と
は
取
り
も
直
さ
ず
ギ
リ
シ
ア
語
で

味
す
る
語
の
ギ
リ
シ
ア
語
形
(
一
音
誇
〉
で
、

「
隻
子
(
正
し
く
は
デ
ィ
デ
ュ
モ
ス
ど
を
意
味
す
る
。
ま
た
そ
も
そ
も
「
ト
マ
ス
」
と
い
う
名
、
が
、

(
問
山
〉

元
々
は
普
通
名
詞
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

で
フ
ラ
イ
語
や
ア
ラ
ム
語
で

「
墾
子
」
を
意

(

印

)

彼
は
さ
ら
に
外
典
の
『
ト
マ
ス
に
よ
る
一
幅
一
耳
目
書
』
の
序
言

で
も
コ
ア
ド
モ
」
と
言
わ
れ
、

『
ト
マ
ス
行
停
』

(註
(
H
)
参
照
〉
の
第
三
九
章
一
で
は
「
キ
リ
ス
ト
の
嬰
児
、

い
と
高
き
者
の
使
徒
」
と
さ
え
言

-116ー

わ
れ
て
い
る
。

(
灯
)

い
う
。
こ
の
よ
う
に
破
格
の
扱
い
を
受
け
る
に
至
っ
た
ト
マ
ス
が
、

『
闘
技
者
ト
マ
ス
の
書
』
に
お
い
て
は
、

キ
リ
ス
ト
自
身
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
の
艶
子
の
兄
弟
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
と

エ
デ
ッ
サ
・

パ
ル
テ
ィ
ア
・
イ
ン
ド
停
道
の
創
始
者
と
見
倣
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
既
に
記
し
た
。
そ
の
最
期
に
つ
い
て
は
、

『
ト
マ
ス
行
停
』
の
第

一
五
九
|
一
七

一
章
一
に
詳
し
い
。
そ
こ
で
は
、
彼
は
イ
ン
ド

に
お
い
て
槍
で
突
か
れ
て
殉
教
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。

ト
マ
ス
の
生
涯
や
業
績
の
重
大
事
は
、

ソ
コ
ト
ラ
を
含
め
て
、
彼
を
停
道
者
と
見
倣
す
諸
地
域
に
嘗
然
知
れ
わ
た
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
彼
を
キ
リ
ス
ト
の
笠
子
の
兄
弟
と
し
て
傘
崇
ず
る
ソ
コ
ト
ラ
の
人
々
の
目
に
、
龍
血
樹
か
ら
滴
る
赤
い
樹
脂
が
、
龍
の
血
な
ら
ぬ
殉
教
者

ト
マ
ス
の
血
と
映
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
筆
者
の
推
論
の
眼
目
で
あ
る
。
こ
と
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
十
字
架
に
か
け
ら
れ
た
キ
リ

ス
ト
が
流
し
た
血
そ
の
も
の
を
連
想
さ
せ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
か
ら
こ
の
樹
脂
は

「笠
子
の
兄
弟
の
血
」
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
そ
れ
が
現
在
ま
で
停
わ
る
ア
ラ
ビ
ア
語
名
ダ
ム
・
ア
ル
ア
フ
ワ
イ
ン
、
即
ち
「
(
二
人
の
〉
兄
弟
の
血
」
の
元
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

ソ
コ
ト
ラ
の
際
麟
掲
に
輿
え
ら
れ
た
と
の
一
見
不
可
解
な
名
稽
の
中
に
、
我
々
は
か
つ
て
こ
の
島
で
信
奉
さ
れ



た
キ
リ
ス
ト
教
の
痕
跡
を
認
め
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

右
の
筆
者
の
設
が
嘗
た
っ
て
い
る
か
否
か
は
讃
者
の
剣
断
に
任
せ
る
と
し
て
も
、
本
章
一
で
見
て
き
た
龍
血
樹
と
願
麟
喝
、
及
び
そ
の
名
稿
を

め
ぐ
る
様
々
な
論
争
に
、

ソ
コ
ト
ラ
の
長
い
歴
史
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
間
違
い
な
く
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ー晶ー，、

お

わ

り

何
時
如
何
な
る
ル

l
ト
を
鰹
て
ソ
コ
ト
ラ
島
に
キ
リ
ス
ト
教
が
俸
わ
っ
た
の
か
、
結
局
確
か
な
こ
と
は
分
ら
な
か
っ
た
。
分
っ
て
い
る
こ
と

と
い
え
ば
、
遅
く
と
も
六
世
紀
の
前
牟
ま
で
に
は
こ
の
島
に
キ
リ
ス
ト
教
が
根
附
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
も
、

ま
た

そ
れ
に
績
く
時
代
に
お
い
て
も
、

ベ
ル
シ
ア
濁
ル

l
ト
を
通
じ
て
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
涯
教
舎
の
影
響
が
非
常
に
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
と

何
時
の
頃
か
ら
か
島
民
が
聖
ト
マ
ス
を
停
道
者
と
信
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ネ
ス
ト
リ
ウ
ス
涯
教
舎
の
管
轄
下
に
置

か
れ
た
と
い
っ
て
も
、

ソ
コ
ト
ラ
で
行
わ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
が
か
な
り
濁
自
性
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
観
察
者
達
の
記
録
か

-l17ー

ら
も
窺
え
た
。
割
嘩
や
食
物
に
闘
す
る
禁
思
は
、
紅
海
ル

l
ト
で
惇
播
し
た
エ
チ
オ
ピ
ア
教
舎
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
や
が
て
島
の

支
配
者
の
宗
教
と
な
っ
た
イ
ス
ラ
ム
教
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
か
。
月
へ
犠
牲
を
捧
げ
た
り
魔
術
を
使
い
績
け
た
り
し
た
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト

教
俸
来
以
前
の
信
仰
の
根
強
さ
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
ま
さ
に
同
じ
こ
と
が
イ
ス
ラ
ム
化
し
た
島
民
、
特
に
ベ
ド
ウ
ィ
ン
の
聞
で
も
観
察
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

西
ア
ジ
ア
世
界
全
瞳
に
イ
ス
ラ
ム
教
が
畏
ま
っ
て
か
ら
も
、
イ
ラ
ク
や
イ
ラ
ン
、
そ
れ
に
南
イ
ン
ド
の
キ
リ
ス
ト
教
舎
と
連
絡
を
と
り
合
っ

て
、
敷
百
年
聞
に
わ
た
っ
て
信
仰
を
守
り
績
け
た
ソ
コ
ト
ラ
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
闘
係
が
希
薄
に
な
り
マ
ハ
ラ
や
オ
マ

l
ン

か
ら
渡
っ
て
き
た
ム
ス
リ
ム
の
支
配
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
、
教
義
や
儀
曜
の
意
味
は
次
第
に
忘
れ
去
ら
れ
、

や
が
て
洗
穫
さ
え
行
わ
れ
な
く
な

り
、
迭
に
は
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
へ
か
け
て
の
聞
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
今
日
で
は
そ
の
痕
跡
を
見
出
す
の
さ
え
難
し
い
朕
況
で
あ
る

651 

が
、
筆
者
は
島
の
特
産
物
で
あ
る
朕
麟
喝
の
ア
ラ
ビ
ア
語
名
の
中
に
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
、
十
分
と
は
言



の
詳
し
い
考
古
事
調
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
一
ま
れ
る
。

え
ぬ
ま
で
も
そ
の
論
誼
を
試
み
た
。
し
か
し
島
に
は
か
つ
て
の
教
舎
や
瞳
拝
堂
の
跡
が
遣
っ
て
い
る
可
能
性
も
な
お
捨
て
き
れ
ず
、

652 

そ
の
方
面

最
近
フ
ラ
ン
ス
の
考
古
事
者
オ

l
ド
ゥ
ア
ン

9
・
〉
邑

2
5〉
氏
か
ら
届
い
た
便
り

フ
ラ
ン
ス
・
イ
エ
メ
ン
合
同
調
査
隊
が
本
年
(
一
九
九
三
年
)
の
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
行
う
議
定
の
調
査
に
は
、
ソ
コ
ト
ラ
島

も
調
査
針
象
に
含
ま
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
今
回
は
珠
備
調
査
が
行
わ
れ
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
が
将
来
こ
の
島
の
キ
リ
ス

ト
教
史
の
解
明
に
も
寄
興
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
筆
を
捌
き
た
い
。

に
よ
る
と
、

註(

1

)

河
内
人
句
史
N
G
W吋
札
。
位
向
¥
。
¥
ヘ
曲
、
ミ
州
、
氏
。
HW
】M
E
E
5
7
0仏
ru『
手
。

国
u
L円
0
m
g司
}
百
円

O『
任
。
〔
ロ
ユ
江
田
}
】
〕

Z
白〈〕〉

H
N
p
o
p
w
H
U∞
。
(
尽
〈
-

H

由∞

d
h
-
自
由
に
よ
る
。
こ
れ
ら
の
数
値
は
文
献
に
よ
り
多
少
差
が
あ

り
、
い
ず
れ
も
概
数
で
あ
る
。
な
お
添
附
の
概
念
闘
を
参
照
の
こ
と
。

地
名
表
記
法
は
、
一
九
七
八
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
王
立
地
理
皐
曾
か
ら
夜

行
さ
れ
た
地
図

3
0
8片足

HEHM印・
8

3

の
そ
れ
に
従
っ
た
。
こ
れ

は
ジ

z
ン
ス
ト
ン
(
吋
・
7
向・』
C
}
5
2
0
口
市
)
に
よ
っ
て
ソ
コ
ト
ラ
語
か

ら
翻
字
さ
れ
た
も
の
で
、
一
般
に
通
用
し
て
い
る
ア
ラ
ビ
ア
語
名
と
は

異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

(

2

)

一
五

O
七
年
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
、
ま
た
一
八
三
五
年
に
は
イ
ギ
リ

ス
が
、
イ
ン
ド
航
路
の
接
黙
と
す
る
た
め
に
こ
の
島
の
占
領
・
支
配
を

企
て
た
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
食
糧
不
足
と
マ
ラ
リ
ア
が
原
因
で
、

数
年
後
に
は
駐
屯
部
隊
の
撤
牧
を
除
儀
な
く
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

(
3
)

我
々
の
ソ
コ
ト
ラ
訪
島
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
『
オ
リ
エ
ン
ト
』
第

三
五
巻
第
二
挽
に
掲
載
稼
定
の
拙
稿
「
イ
エ
メ
ン
・
レ
ポ
ー
ト
|
|
調

査
(
一
九
九

O
年
十
月
l
十
二
月
〉
報
告
と
皐
界
動
向
l
l
s」
と
、
，
次

註
に
翠
げ
る
拙
稿
の
、
そ
れ
ぞ
れ
冒
頭
に
記
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
繰

り
返
さ
な
い
。

(

4

)

『
日
本
中
東
皐
曾
年
報
』
第
八
競
に
掲
載
議
定
。

(
5
)
』

切

E
O
N
(
Z
m
m・)-MVF帆

UNSSW-hミ
ヤ
恒
三
、
v
g
h
E円
F
R
F
H
F
F
m
-同
Y

N一m
W
5
5・
Q-
肘
-
d

弓田
-
F
E
(可・〉
w
同
】
吉
岡
町
内
N
S帆ねた民
E
N
h
b
.足
。
ミ

。
¥
旬
。
H
ロヨ
S
w
・-
-
b
N
S

吋
吉
岡
町
内
NSH.2Hト
円
。
同
国
叫
及
。
、
句
。
L
司

、
と
な
た
。
w-hな
h
h
a
h
』
円
、
止
。
遣
な
町
、
守
旬
、
」
芯
史
民
♂
ド
oロ門日
o
p
H∞四日

ハ
6
〉
《
U同
・
〉
・
ロ
F
-
P
R
a
u
-
o
ω
m
D内田己目間払
g
Hロ仏角田
H
，yoo勺}戸己
om
ヘwHM・

虫
色
ロ
自
立
N
(宮田向)・

HV。
NN.R
N
K
g礼
h
a
~
u
S
N
N
.
s
-
J弓
5
r
E
g
-

HU白
山
戸
思
】

ωω
。

ωω
町
一
の
・
明
白
ロ
白
ロ
円
同
冊
目
、

aa吋
}
困
問
何
〈
白
口
問
己
F
N
Z
m

z
z
-
Dロ
O同
J『}戸巾
O
z
-
-ロ由民、叶
Z
F
L
-
2
.
8門ご
Z

開口
n-
四回目曲目片山口同-

HM。
-F口可

O向。。ロ日常凶ロ門戸己印

HH
・3
h
n
p.。・斗]ケ]戸市町∞
UW
旬日以・

ω由
Hllω
白白・

(

7

)

一
世
紀
牢
ば
頃
の
作
と
思
わ
れ
る
『
エ
リ
ュ
ト
ゥ
ラ
I
海
案
内
記
』

第
三

O
節
に
よ
る
と
、
ソ
コ
ト
ラ
島
の
住
民
は
商
貰
の
た
め
に
来
島
し

た
ア
ラ
ビ
ア
人
や
イ
ン
ド
人
や
ギ
リ
シ
ア
人
の
混
合
で
あ
っ
た
と
い

たつ。

~1l8-
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this idea.　　The Qing government changed its policy, deciding not to

interfere with poppy cultivation while nominally stillkeeping it illegal｡

Thereafter, native opium production expanded year after year, until at the

end of 1880s nati▽ｅopium production reached three or four times the

amount of imported opium. Robert Hart, the Inspector General of Chinese

Maritime Customs, became aware of the potentialvalue of native opium as

ａsource of revenue and advised Tsungli Yamen to levy ａheavy tａχon it.

Needless to say, the ofScial tａχationof native opium meant the legaliza-

tion of native production. Tsungli Yamen and the central government

accepted

　

Hart's idea, and provincial officialswere ordered to tax native

opium and precisely report the amount collected from it. The Qing

government thus changed its policy from prohibition to legalizationdue to

its great need for revenue.

SOME NOTES ON THE CHRISTIANITY ON SOCOTRA

Shitomi Yuzo

　　　

The island of Socotra―today part of the Yemen Arab Republic―lies

near the main shipping route from the Red Sea to India and East Africa,

and it has been famous since remote antiquity for its ｅχotic products.

Many ships and traders visited it and their reports were included in the

books of classical, Islamic, and modern European authors to constitute our

historical sources. In this article l eχamine such reports particularly for

references to Christianity on Socotra.

　　　

Cosmas Indicopleustes, author of TheCｈｒiｓtｉａｎＴｏｐｏｇｒａｐり',confirms

for us that Socotra was already Christianized by the first half of the siχth

century, so Christianity had reached the island even earlier. We do not

know exactly when or by whom it was introduced, though ａ traditional

account

　

attributes

　

it to　St. Thomas, legendary　Apostle of Parthia and

India.

　　　

By the end of the thirteenth century at the latest, Christian islanders

were generally under the authority of ａ Nestorian bishop ordained in Persia

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－



or Iraq.　But after that time they were secluded from the outside Christian

world･ and in complete subjugation to the Muslim invaders from Mahra

or Oman･　Under these conditions the Christianity on Socotra was inevi-

tably corrupted.　Today there are not only no Christians but even almost

no trace of Ｃｈ一l‘istianityremaining on the island｡

　　　

At the end of the article,l propose ａ new interpretation of the Arabic

l18°ｅ“dam al-akhwayn” （“dragon's blood”）／lt probably means “the blood

of St.Ｔｈｏｍａs”；it may also refer to Christ himself, as some Christians

believed St. Thomas and Christ to have been twin brothers.　　　　　　　　』

CHANGES IN THE SILK TRADE IN MODERN IRAN

Sakamoto Tsutomu

　　

Raw silk had been the principalｅχportarticleof Iran since medieval

times. In 1864, however, pebrine, silkworm disease which originally

broke out in France　and Italy, spread to Iran by　way of Ottoman

territory,and devastated raw silkproduction in the province of Gllan. Raw

silktrade simultaneously declined. Restoring the production and trade of

raw silk was criticaltask, since Iranian economy considerably depended

on the raw silk eχport. Uninfected silkworm eggs were imported from

Japan in an attempt to meet the problem, but the Japanese silkworm eggs

were not suited to the soil of Iran and the attempt failed. From the

beginning of 1890s, silkworm eggs were imported from Bursa, and conse･

quently raw silk production in Gllan recovered. However, the ｅχporttrade

never surpassed earlierlevel, and changed its article from raw silk to

cocoons.

　

This trade was controlled by Greek merchants from the Ottoman

empire. Thus Iranian silk trade was continued but under conditions of

greater subordination to the worldwide capitalisteconomy system thaii

previously.

４
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