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十
二
世
紀
初
頭
の
シ
リ
ア
は
、
セ
ル
ジ
ュ
ク
朝
と
フ
ァ

l
テ
ィ
マ
朝
に
十
字

軍
諸
函
家
を
加
え
た
各
勢
力
に
よ
る
割
嬢
朕
態
に
あ
っ
た
。
強
力
な
中
央
権
力

が
存
在
し
な
い
紋
況
下
で
、
幾
つ
か
の
都
市
で
は
都
市
住
民
の
中
か
ら
ア
フ
ダ

ー
ス
と
呼
ば
れ
る
民
兵
組
織
が
現
れ
、
支
配
者
還
に
と
っ
て
も
無
覗
し
得
な
い

勢
力
と
な
っ
た
。
こ
の
ア
フ
ダ
l
ス
と
彼
ら
を
率
い
て
そ
の
軍
事
力
を
背
景
に

カ
を
行
使
し
た
ラ
イ
l
ス
は
、
支
配
者
に
抗
し
て
都
市
の
「
自
治
」
を
健
現
す

る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
寅
際
に
は
、
ラ
イ
l
ス
が
都
市
民

の
支
持
を
権
力
基
盤
に
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
事
例
も
見
出
さ
れ
る
。

ま
た
従
来
の
研
究
で
は
、
ラ
イ
!
ス
と
ア
フ
ダ
l
ス
以
外
の
都
市
民
の
動
向
が

十
分
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
研
究
状
況
を
踏
ま
え
て
、
本
田
技
表
で
は
、
デ
ィ
マ
シ
ュ
ク

(
ダ
マ
ス
ク
ス
)
に
比
べ
て
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
北
シ
リ
ア
の
主
要
都
市
ハ

ラ
プ
(
ア
レ
ッ
ポ
)
に
つ
い
て
、
都
市
民
の
政
治
活
動
が
も
っ
と
も
活
液
に
見

ら
れ
る
十
二
世
紀
前
半
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
。
ま
ず
歴
代
ラ
イ
l
ス
の
経
歴

や
就
任

・
罷
菟
の
経
緯
な
ど
か
ら
ラ
イ
1
ス
と
都
市
民
お
よ
び
君
主
と
の
関
係

を
検
討
し
、
ま
た
ラ
イ
l
ス
以
外
に
都
市
民
の
代
表
と
し
て
振
る
舞
っ
た
人
物

に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
し
ば
し
ば
騒
鋭
に
ま
で
設
展
し
た
宗
渡
問

題
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配
者
た
ち
が
積
極
的
に
ス
ン
ナ
源
優

遇
策
を
進
め
る
十
二
世
紀
半
ば
以
降
と
の
つ
な
が
り
を
も
考
え
て
み
た
い
。

一
六
世
紀

ハ
レ
プ
遊
牧
民
部
族
と
オ
ス
マ
ン
朝

|
|
総
理
府
オ

ス
マ
ン
古
文
書
局
所
蔵
ハ
レ
プ
遊
牧
民
蓋

帳
の
分
析
を
通
じ
て
|
|

林

佳
世
子

す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
ハ
世
紀
の
オ
ス
マ
ン
朝
で
は
、
バ

ル
カ
ン
・
ア
ナ
ト
リ
ア
・
シ
リ
ア
の
各
地
域
に
お
い
て
徴
税
可
能
な
財
源
に
封

し
綿
密
な
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
徴
税
肇
帳
が
作
成
さ
れ
た
。
ス

ィ
パ

I
ヒ
l
軍
人
に
制
到
し
テ
ィ
マ

1
ル
と
し
て
そ
の
徴
税
構
が
分
輿
さ
れ
た
農

村
が
主
要
な
調
査
の
封
象
で
あ
っ
た
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
都
市
民
や
遊
牧

民
に
謝
し
て
も
同
様
の
調
査
が
行
わ
れ
、
彼
ら
か
ら
の
徴
税
項
目
と
税
額
、
あ

る
い
は
菟
税
措
置
が
確
定
さ
れ
た
。
こ
の
際
に
作
成
さ
れ
た
牽
帳
の
資
料
的
債

値
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
な
か
で
も
遊
牧
民
に
つ
い
て
は
中
央
集

権
的
な
オ
ス
マ
ン
鐙
制
の
な
か
に
あ
っ
て
な
か
な
か
質
態
の
つ
か
み
づ
ら
い
だ

け
に
詳
細
で
貴
重
な
情
報
源
と
い
え
る
。

今
回
と
り
あ
げ
る
蓋
帳
は
、
中
央
ア
ナ
ト
リ
ア
地
域
か
ら
ア
レ
ッ
ポ
に
か
け

て
の
地
域
を
遊
牧
地
と
し
て
活
動
し
て
い
た
ト
ル
コ
系
遊
牧
民
の
一
部
族
ハ
レ

プ
遊
牧
民
集
圏
を
封
象
と
し
、
セ
リ
ム

一
世
の
ア
ラ
ブ
征
服
に
伴
い
彼
ら
が
オ

ス
マ
ン
治
下
に
入
っ
た

一
六
世
紀
前
半
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
部
族
と

そ
の
下
位
グ
ル
ー
プ
の
構
成
、
指
導
者
グ
ル
ー
プ
、
保
有
家
畜
数
、
そ
れ
に
封

す
る
課
税
額
、
さ
ら
に
、
構
成
員
男
子
の
全
員
の
名
前
な
ど
の
詳
細
な
情
報
を

こ
の
肇
帳
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

報
告
者
は
こ
の
喜
一
帳
に
関
す
る
調
査
を
イ
ス
タ
ン
プ
ル
大
拳
の
イ
ル
ハ
ン
・

-241ー
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シ
ャ
l
ヒ
ン
教
授
と
の
共
同
研
究
と
し
て
進
め
て
い
る
が
、
今
回
は
、
そ
の
喜
一

帳
の
内
容
及
び
そ
れ
が
も
っ
意
味
に
つ
い
て
、
中
間
的
な
報
告
を
行
い
た
い
。

報
告
の
中
心
は
、
遊
牧
民
集
圏
の
構
成
と
彼
ら
に
劃
す
る
課
税
シ
ス
テ
ム
に
な

る
抽
出
定
で
あ
る
。

創
造
論
者
ガ
ザ
I
リ
l

中

村

康
治
郎

ガ
ザ

I
リ
l

(
一
一
一
一
年
波
〉
は
イ
ス
ラ
ム
史
上
最
大
の
思
想
家
の
一
人

で
あ
り
、
哲
撃
を
批
剣
し
、
自
ら
ス
l
フ
イ
ズ
ム
に
縛
向
し
、
そ
れ
を
正
統
化

す
る
こ
と
に
大
い
に
寄
興
し
た
。
こ
の
よ
う
な
イ
ス
ラ
ム
世
界
で
の
ガ
ザ
l
リ

1
像
に
比
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
ガ
ザ
l
リ
l
像
は
大
き
く
繁
わ
っ
て
き

た
。
中
世
以
来
、
理
由
は
様
々
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
寅
際
に
は
哲
皐
者
で
は
な

か
っ
た
か
と
し
ば
し
ば
疑
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
根
本
の
理
由
は
、
彼
自
身
哲
翠

に
大
い
に
引
か
れ
る
所
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
今
世
紀
の
宇
ば

頃、

W
-
M
・
ワ
ッ
ト
ら
の
功
績
で
、
正
統
ア
シ
ュ
ア
リ
l
波
紳
皐
者
と
し
て

の
イ
メ
ー
ジ
が
ほ
ぼ
定
着
し
た
か
に
思
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
ま
た
ガ
ザ
l

リ
ー
へ
の
哲
事
思
想
の
影
響
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

R
・
フ
ラ
ン
ク
の

よ
う
に
ガ
ザ
l
リ
l
思
想
を
流
出
論
哲
開
学
的
に
解
四
押
す
る
者
が
出
て
き
た
。
確

か
に
、
晩
年
の
彼
の
紳
秘
思
想
を
そ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
神
秘
鐙
験
の
心
理
率
的
記
述
で
あ
っ
て
、
貫
在
論

的
に
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
一
憲
一
味
で
、
彼
は
確
か
に
幾
つ
か
の
黙
で

俸
統
的
ア
シ
ュ
ア
リ
l
波
の
枠
を
越
え
出
る
こ
と
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
最
終

的
に
は
こ
の
波
の
創
造
論
に
留
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

洪
武
か
ら
永
祭
ヘ
・
再
論

檀

上

寛

最
近
、
明
初
と
い
う
時
代
が
と
み
に
注
目
を
集
め
て
い
る
。
一
つ
は
、
明
末

清
初
の
祉
曾
努
動
に
先
行
す
る
奮
鐙
制
の
一
意
味
を
、
あ
ら
た
め
て
考
察
し
よ
う

と
い
う
問
題
関
心
か
ら
。
今
一
つ
は
、
現
代
中
園
の
起
黙
を
明
初
に
求
め
よ
う

と
い
う
、
よ
り
現
代
的
課
題
に
根
ざ
し
た
理
由
に
よ
る
。

こ
の
場
合
、
明
初
健
制
に
劃
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
極
め
て
統
制
的
か
っ
一
元

的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
園
家
と
社
舎
と
の
政
治
的
力
皐
の
も

と
、
秩
序
の
崩
壊
ご
と
に
秩
序
の
統
括
者
た
る
皇
帝
へ
と
権
力
が
集
中
し
、
結

果
と
し
て
誕
生
し
た
の
が
明
朝
専
制
闘
家
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
意
味
で
、
明

朝
専
制
園
家
は
中
園
杜
舎
の
「
鐙
制
的
錦
結
」
な
の
で
あ
り
、
明
初
の
祉
舎
が

統
制
的
か
っ
一
元
的
な
の
も
、
首
然
と
い
え
ば
嘗
然
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
明
朝
専
制
園
家
の
最
終
的
完
成
が
、
永
築
十
九
年
の
北
京
遷
都
に

あ
る
こ
と
に
は
異
論
が
な
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
北
京
遷
都
と
専
制
僅
制
の
完
成

が
ど
う
関
連
し
て
い
る
の
か
と
な
る
と
、
そ
の
解
穫
は
一
様
で
は
な
い
。
と
い

う
よ
り
も
、
北
京
遷
都
の
持
つ
意
義
に
つ
い
て
は
、
報
告
者
を
含
め
て
封
内

的
、
劉
外
的
い
ず
れ
か
一
方
の
翻
貼
に
偏
り
、
雨
者
を
総
合
し
た
上
で
、
専
制

主
義
の
問
題
と
か
ら
め
て
理
解
す
る
視
座
が
、
い
ま
だ
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。

本
報
告
で
は
、
明
初
の
専
制
主
義
の
高
ま
り
の
も
と
、
明
朝
園
家
に
よ
る
圏

内
外
へ
の
統
制
策
の
一
環
と
し
て
、
北
京
選
都
が
必
然
化
さ
れ
た
経
緯
を
論

一242ー




