
宮
紀
子
著

﹃
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
﹁
知
﹂
の
東
西
﹄

大

塚

修

﹁
凄
い
﹂
︒
本
書
を
形
容
す
る
言
葉
と
し
て
︑
こ
の
一
語
の
ほ
か
に
相
応

し
い
言
葉
が
あ
ろ
う
か
︒
日
本
が
誇
る
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
史
研
究
者
の
一
人
︑

宮
紀
子
氏
が
﹁
第
二
の
博
士
論
文
﹂
と
位
置
づ
け
世
に
問
う
た
の
が
︑
本
書

﹃
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
﹁
知
﹂
の
東
西
﹄
で
あ
る
︒
本
書
は
︑
著
者
の
﹁
第
一

の
博
士
論
文
﹂
﹃
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
出
版
文
化
﹄
︵
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二

〇
〇
六
年
︶
出
版
前
後
か
ら
書
き
溜
め
て
き
た
諸
論
文
に
書
下
ろ
し
の
諸
論

文
を
加
え
た
も
の
で
︑
五
部
︵
二
〇
章
三
附
論
︶
︑
一
一
一
八
頁
か
ら
な
る

重
厚
な
論
集
で
あ
る
︒
モ
ン
ゴ
ル
時
代
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
東
西
の
知
の
交
流

の
実
態
に
つ
い
て
︑
漢
文
と
ペ
ル
シ
ア
語
と
い
う
二
大
史
料
群
を
軸
に
︑
そ

の
他
諸
言
語
を
駆
使
し
説
き
明
か
し
て
い
く
本
書
は
︑
分
量
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
内
容
も
規
格
外
で
あ
る
︒
こ
の
大
著
の
章
構
成
は
次
の
通
り
︵
括
弧
内

の
数
字
は
初
出
年
︶
︒

口
絵
解
説
：
序
に
か
え
て
︵
二
〇
一
〇
︑
一
二
︑
一
四
年
︑
書
下
ろ
し
︶

第
Ⅰ
部

日
出
づ
る
処
の
資
料
よ
り

第
�
章

対
馬
宗
家
旧
蔵
の
元
刊
本
﹃
事
林
広
記
﹄
に
つ
い
て
︵
二
〇

〇
八
年
︶

第
�
章

叡
山
文
庫
所
蔵
の
﹃
事
林
広
記
﹄
写
本
に
つ
い
て
︵
二
〇
〇

八
年
︶

附
論
�

陳
元
靚
﹃
博
聞
録
﹄
攷
︵
二
〇
〇
九
年
︶

附
論
�

新
た
な
る
﹃
事
林
広
記
﹄
版
本
の
発
見
に
む
け
て
︵
二
〇

〇
九
年
︶

第
�
章

江
戸
時
代
に
出
土
し
た
博
多
聖
福
寺
の
銀
錠
に
つ
い
て
︵
二

〇
一
四
年
︶

第
�
章

﹃
卜
筮
元
亀
﹄
と
そ
の
周
辺
︵
二
〇
一
三
年
︶

第
Ⅱ
部

大
元
ウ
ル
ス
の
宗
教
政
策

第
�
章

歴
代
カ
ア
ン
と
正
一
教

﹃
龍
虎
山
志
﹄
の
命
令
文
よ
り

︵
二
〇
〇
四
年
︶

第
	
章

庇
護
さ
れ
る
孔
子
の
末
裔
た
ち

Ý
州
文
書
に
の
こ
る
衍
聖

公
の
命
令
書

︵
二
〇
〇
五
年
︶

第


章

地
方
神
の
加
封
と
祭
祀

﹃
新
安
忠
烈
廟
神
紀
実
﹄
よ
り

︵
二
〇
〇
五
年
︶

第
Ⅲ
部

ケ
シ
ク
か
ら
み
た
大
元
ウ
ル
ス
史

第
�
章

バ
ウ
ル
チ
た
ち
の
勧
農
政
策

﹃
農
桑
輯
要
﹄
の
出
版
を
め

ぐ
っ
て

︵
二
〇
〇
六
︑
〇
七
︑
〇
八
年
︶

第
�
章

ブ
ラ
ル
グ
チ
再
考

カ
ネ
と
ち
か
ら
の
闘
争
史

︵
二
〇
一

一
年
︶

第
10
章

モ
ン
ゴ
ル
・
バ
ク
シ
と
ビ
チ
ク
チ
た
ち
︵
二
〇
一
二
年
︶

第
Ⅳ
部

ユ
ー
ラ
シ
ア
東
西
の
文
化
交
流

第
11
章

移
剌
楚
才
﹃
西
遊
録
﹄
と
そ
の
周
辺
︵
二
〇
一
〇
年
︶

第
12
章

フ
レ
グ
大
王
と
中
国
学

常
徳
の
旅
行
記
よ
り

︵
二
〇
一

〇
年
︶

附
論

マ
ラ
ー
ガ
司
天
台
と
﹃
イ
ル
・
カ
ン
天
文
表
﹄
に
つ
い
て

98 (658)



︵
書
下
ろ
し
︶

第
13
章

モ
ン
ゴ
ル
王
族
と
漢
児
の
技
術
主
義
集
団
︵
二
〇
一
四
年
︶

第
14
章

﹃
元
典
章
﹄
が
語
る
フ
レ
グ
・
ウ
ル
ス
の
重
大
事
変
︵
二
〇

一
六
年
︶

第
15
章

ユ
ー
ラ
シ
ア
東
西
に
お
け
る
度
量
衡
統
一
の
試
み
︵
書
下
ろ

し
︶

第
16
章

ジ
ャ
ラ
イ
ル
朝
の
金
宝
令
旨
よ
り
︵
二
〇
一
四
年
︶

第
Ⅴ
部

ラ
シ
ー
ド
ゥ
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
翻
訳
事
業

第
17
章

ラ
シ
ー
ド
ゥ
ッ
デ
ィ
ー
ン
が
語
る
南
宋
接
収
︵
書
下
ろ
し
︶

第
18
章

ラ
シ
ー
ド
ゥ
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
農
書
に
見
え
る
中
国
情
報
︵
書

下
ろ
し
︶

第
19
章

T
a
n
ksū

q
n
ā
m
a
h

の
﹃
脈
訣
﹄
原
本
を
尋
ね
て

モ
ン
ゴ
ル

時
代
の
書
物
の
旅

︵
二
〇
一
〇
年
︶

第
20
章

T
a
n
ksū

q
n
ā
m
a
h

の
﹁
序
文
﹂
抄
訳
︵
書
下
ろ
し
︶

こ
の
章
構
成
を
見
た
だ
け
で
も
︑
著
者
が
い
か
に
意
欲
的
に
研
究
に
取
り
組

ん
で
き
た
の
か
︑
そ
し
て
︑
そ
の
研
究
関
心
が
い
か
に
広
い
も
の
で
あ
る
の

か
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
︒
こ
れ
ま
で
も
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
東
西
の
知
の
交

流
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
様
々
な
形
で
示
さ
れ
て
き
た
が
︑
こ
れ
ほ
ど

多
岐
に
亘
る
主
題
が
一
人
の
手
で
扱
わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
何
よ
り
も
︑

そ
の
実
態
や
意
義
に
つ
い
て
︑
膨
大
な
史
料
の
訳
註
を
示
し
つ
つ
実
証
し
て

い
る
と
い
う
点
で
本
書
の
価
値
は
高
い
︒
ま
ず
は
︑
こ
の
大
著
の
刊
行
を
心

か
ら
喜
ぶ
と
と
も
に
著
者
が
こ
れ
ま
で
重
ね
て
き
た
労
に
敬
意
を
表
し
た
い
︒

本
書
に
目
を
通
し
た
誰
し
も
が
感
嘆
す
る
の
は
︑
著
者
の
史
料
に
対
す
る

深
い
愛
情
と
飽
く
な
き
探
求
心
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
︒
新
史
料
の
発
見
で
あ

っ
た
り
︑
既
知
の
史
料
に
見
ら
れ
る
未
知
の
重
要
記
事
の
発
見
で
あ
っ
た
り
︑

既
知
の
重
要
記
事
に
対
す
る
新
解
釈
で
あ
っ
た
り
︑
と
形
は
様
々
だ
が
︑
た

だ
純
粋
に
史
料
を
追
い
求
め
︑
読
み
込
む
こ
と
の
大
切
さ
︑
面
白
み
が
改
め

て
実
感
さ
れ
る
︒
著
者
の
史
料
に
対
す
る
姿
勢
は
︑
時
に
学
界
に
対
す
る
苦

言
や
提
言
と
い
う
形
を
と
っ
て
現
れ
る
︒
本
書
は
︑
最
新
の
研
究
の
集
成
で

あ
る
だ
け
で
は
な
く
︑
提
言
の
書
と
な
っ
て
い
る
点
で
も
意
義
深
い
︒
以
下

で
は
︑
本
書
の
内
容
お
よ
び
意
義
を
紹
介
し
た
上
で
︑
評
者
か
ら
若
干
の
疑

問
点
を
示
し
た
い
︒
た
だ
し
限
ら
れ
た
紙
幅
の
た
め
︑
本
書
の
魅
力
を
す
べ

て
語
り
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
︑
ご
諒
解
い
た
だ
き
た
い
︒

本
書
の
鍵
言
葉
の
一
つ
は
﹁
連
動
﹂
で
あ
る
︒
著
者
は
本
書
全
体
を
通
じ

て
︑
東
西
の
諸
言
語
で
書
か
れ
た
史
料
を
徹
底
的
に
読
み
込
み
関
係
付
け
て

い
く
︒
そ
の
射
程
は
文
献
に
留
ま
ら
ず
︑
写
本
挿
絵
や
出
土
遺
物
な
ど
の
モ

ノ
に
ま
で
及
ぶ
︒
そ
れ
を
一
覧
で
き
る
の
が
︑
冒
頭
の
詳
細
な
口
絵
解
説
で

あ
る
︒
各
章
で
使
用
さ
れ
る
重
要
な
図
版
と
そ
れ
に
対
す
る
説
明
が
本
論
へ

の
導
入
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒

第
Ⅰ
部
で
は
︑
日
本
に
所
蔵
さ
れ
る
︑
学
界
で
十
分
に
利
用
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
幾
つ
か
の
漢
籍
が
紹
介
さ
れ
る
︒
主
要
な
題
材
は
︑
﹁
モ
ン
ゴ
ル
時

代
以
降
︑
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
東
西
で
盛
ん
に
編
ま
れ
た
﹂
︵
四
三
頁
︶
と
著
者

が
そ
の
意
義
を
強
調
す
る
文
献
ジ
ャ
ン
ル
の
一
つ
︑
百
科
事
典
で
あ
る
︒
第

�
章
で
は
︑
新
出
の
対
馬
宗
家
旧
蔵
﹃
事
林
広
記
﹄
元
刊
本
を
糸
口
に
︑
諸

版
本
の
関
係
を
再
構
成
し
︑
第
�
章
で
は
︑
対
馬
刊
本
に
欠
落
し
て
い
た

﹁
官
制
類
﹂
の
記
事
を
︑
新
出
の
叡
山
文
庫
蔵
﹃
事
林
広
記
﹄
写
本
の
テ
キ

ス
ト
か
ら
復
元
す
る
︒
こ
れ
に
付
さ
れ
た
二
附
論
で
は
︑
﹃
事
林
広
記
﹄
に

加
え
︑
そ
の
前
身
で
あ
る
﹃
博
聞
録
﹄
の
新
版
本
発
見
に
向
け
た
展
望
が
示

さ
れ
る
︒
以
上
の
成
果
に
よ
り
︑
日
本
の
王
侯
貴
族
︑
官
僚
︑
僧
侶
の
間
で

書 評
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漢
籍
が
流
通
し
て
い
た
事
実
を
提
示
し
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
知
の
東
西
交
流

が
日
本
に
ま
で
及
ん
で
い
た
こ
と
を
活
写
す
る
︒
現
在
の
中
国
で
存
在
が
確

認
で
き
な
い
漢
籍
が
日
本
で
発
見
さ
れ
︑
そ
れ
を
材
料
に
新
し
い
事
実
を
説

き
明
か
し
て
い
く
過
程
は
見
事
で
あ
る
︒
﹁
書
誌
学
の
基
礎
の
上
に
︑
広
や

か
な
視
野
を
も
っ
て
地
道
に
各
種
文
献
を
読
み
漁
り
︑
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
書

物
の
行
方
を
辿
っ
て
ゆ
く
﹂
︵
一
六
四
頁
︶
と
い
う
言
葉
に
裏
打
ち
さ
れ
た
︑

既
知
の
史
料
に
満
足
せ
ず
︑
飽
く
な
き
探
求
心
を
も
っ
て
文
献
と
対
峙
し
て

い
く
姿
勢
は
︑
見
倣
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
︒
第
�
章
で
は
︑
一
七
〇
〇
年

前
後
に
博
多
で
数
度
出
土
し
た
大
元
ウ
ル
ス
起
源
の
銀
錠
と
い
う
モ
ノ
を
材

料
に
︑
東
西
交
流
を
裏
付
け
る
︒
第
�
章
で
は
︑
日
本
に
お
け
る
断
易
関
連

の
写
本
に
つ
い
て
の
幾
つ
か
の
発
見
を
示
し
︑
刊
本
だ
け
で
は
な
く
写
本
研

究
の
重
要
性
を
説
く
︒

第
Ⅰ
部
の
主
な
題
材
は
新
出
の
史
料
だ
が
︑
第
Ⅱ
部
で
は
︑
既
知
の
典
籍

に
収
録
さ
れ
た
命
令
文
や
関
連
す
る
碑
刻
が
分
析
対
象
と
さ
れ
る
︒
文
書
研

究
の
現
状
に
対
し
て
﹁
ま
と
ま
っ
た
典
籍
︑
碑
刻
資
料
が
あ
る
な
ら
ば
︑
そ

れ
を
ま
ず
主
軸
に
研
究
し
︑
断
片
は
断
片
と
し
て
あ
く
ま
で
参
考
資
料
と
し

て
使
用
す
る
べ
き
﹂
︵
二
五
四
頁
︶
と
苦
言
を
呈
す
る
著
者
は
︑
典
籍
中
の

文
書
研
究
の
意
義
を
説
く
諸
論
文
を
こ
こ
に
置
く
︒
主
題
は
︑
大
元
ウ
ル
ス

の
道
教
や
儒
学
に
対
す
る
政
策
の
実
態
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
第
�
章
で
は
︑

一
三
一
三
年
に
正
一
教
の
総
本
山
で
元
明
善
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
﹃
龍
虎
山

志
﹄
に
収
録
さ
れ
る
命
令
文
の
分
析
か
ら
︑
歴
代
カ
ア
ン
に
よ
る
対
正
一
教

政
策
を
ま
と
め
る
︒
第
	
章
は
︑
儒
学
を
統
べ
る
衍
聖
公
に
関
す
る
論
文
で
︑

Ý
州
の
﹃
新
安
文
献
志
﹄
に
収
録
さ
れ
る
大
元
ウ
ル
ス
末
期
の
命
令
書
の
分

析
を
主
軸
に
︑
そ
の
実
態
を
活
写
す
る
︒
第


章
で
は
︑
同
じ
く
Ý
州
の

﹃
新
安
忠
烈
廟
神
紀
実
﹄
に
収
録
さ
れ
る
廟
の
住
持
の
任
命
や
加
封
の
申
請

に
関
す
る
文
書
の
翻
刻
︑
訳
註
が
提
示
さ
れ
る
︒

こ
こ
ま
で
の
主
な
分
析
対
象
は
東
の
漢
籍
で
あ
る
が
︑
第
Ⅲ
部
以
降
︑

徐
々
に
分
析
の
主
軸
が
西
の
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
へ
と
移
っ
て
い
く
︒
第
Ⅲ
部

の
主
題
は
ケ
シ
ク
︵
親
衛
隊
︶
の
各
職
掌
で
あ
る
︵
た
だ
し
そ
の
意
義
に
つ

い
て
冒
頭
で
は
な
く
第
10
章
に
な
っ
て
初
め
て
説
明
さ
れ
る
の
で
︑
少
し
分

か
り
難
い
︶
︒
第
�
章
で
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
東
西
で
﹁
未
曾
有
の
規
模
﹂

で
推
し
進
め
ら
れ
た
と
評
価
す
る
農
業
振
興
策
に
つ
い
て
︑
大
元
ウ
ル
ス
で

頒
布
さ
れ
た
農
書
﹃
農
桑
輯
要
﹄
の
内
容
︑
お
よ
び
そ
の
知
識
の
伝
播
を
中

心
に
論
じ
る
︒
ケ
シ
ク
の
中
で
も
食
事
を
司
る
バ
ウ
ル
チ
の
役
割
が
詳
述
さ

れ
る
︒
第
�
章
で
は
︑
ペ
ル
シ
ア
語
で
編
纂
さ
れ
た
︑
ラ
シ
ー
ド
ゥ
ッ
デ

ィ
ー
ン
著
﹃
集
史
﹄
︵
一
三
〇
七
年
︶
に
登
場
す
る
︑
馬
の
種
類
の
一
つ
を

示
す
語
の
意
味
を
︑
漢
籍
か
ら
再
確
認
し
︑
﹁
東
西
諸
言
語
の
原
典
資
料
を

自
前
で
扱
い
︑
そ
れ
も
可
能
な
ら
ば
同
時
代
の
最
良
の
テ
キ
ス
ト
に
依
拠
す

べ
き
点
︑
痛
感
さ
れ
る
﹂
︵
四
三
六
頁
︶
と
対
訳
史
料
の
重
要
性
を
確
認
す

る
︵
こ
の
姿
勢
は
本
書
全
体
に
通
底
す
る
︶
︒
そ
の
上
で
︑
ペ
ル
シ
ア
語
書

記
術
指
南
書
﹃
書
記
規
範
﹄
︵
一
三
六
一

六
七
年
︶
に
収
録
さ
れ
た
ブ
ラ

ル
グ
チ
︵
遺
失
物
管
理
官
︶
の
叙
任
に
関
す
る
文
書
用
例
の
訳
註
を
提
示
し
︑

東
西
に
共
通
す
る
職
掌
の
実
態
を
考
察
す
る
︒
第
10
章
で
は
︑
命
令
文
起
草

に
携
わ
っ
た
ビ
チ
ク
チ
︵
書
記
官
︶
の
役
割
を
︑
や
は
り
﹃
書
記
規
範
﹄
の

訳
註
を
提
示
す
る
こ
と
で
考
察
す
る
︒
こ
こ
で
は
そ
の
用
例
を
﹁
ウ
イ
グ
ル

文
字
モ
ン
ゴ
ル
語
文
書
か
ら
の
ペ
ル
シ
ア
語
訳
で
あ
り
︑
モ
ン
ゴ
ル
語
を
仲

介
と
し
て
︑
ほ
ぼ
完
全
同
時
代
の
ペ
ル
シ
ア
語
・
漢
語
辞
典
と
な
り
う
る
﹂

︵
五
〇
一
頁
︶
と
評
価
し
︑
漢
文
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
語
直
訳
体
の
議
論
を

ペ
ル
シ
ア
語
に
も
応
用
す
る
︒
そ
し
て
﹁
現
存
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
対
訳
資
料

を
利
用
し
︑
と
う
じ
の
翻
訳
官
の
方
法
そ
の
ま
ま
に
︑
東
西
の
連
動
を
一
目
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瞭
然
に
訳
出
﹂
︵
五
〇
一
頁
︶
す
る
試
み
と
し
て
︑
直
訳
体
の
訳
文
を
提
示

し
﹁
ペ
ル
シ
ア
語
の
命
令
書
も
ど
ん
な
に
美
辞
麗
句
を
用
い
︑
対
句
表
現
・

音
韻
効
果
に
技
巧
を
凝
ら
し
て
い
よ
う
と
︑
根
底
の
モ
ン
ゴ
ル
語
を
常
に
意

識
す
べ
き
で
あ
る
﹂
︵
五
〇
一
頁
︶
と
提
言
す
る
︒
こ
の
姿
勢
も
本
書
全
体

に
通
底
す
る
も
の
で
︑
独
特
の
口
調
の
訳
文
を
随
所
で
披
露
し
︑
そ
の
是
非

を
学
界
に
問
う
て
い
る
︒
モ
ン
ゴ
ル
時
代
以
降
の
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
に
見
ら

れ
る
︑
テ
ュ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
語
起
源
の
単
語
の
存
在
を
過
小
評
価
す
べ
き

で
は
な
い
と
い
う
指
摘
は
重
要
だ
が
︑
こ
れ
に
対
し
て
は
す
で
に
︑
モ
ン
ゴ

ル
語
・
ペ
ル
シ
ア
語
合
璧
命
令
文
書
の
分
析
に
基
づ
き
︑
必
ず
し
も
モ
ン
ゴ

ル
語
か
ら
ペ
ル
シ
ア
語
へ
の
一
方
的
な
対
訳
関
係
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
反

論
が
出
さ
れ
て
い
る①
︒

文
化
交
流
を
扱
う
第
Ⅳ
部
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
本
書
の
中
核
を
担
い
︑

こ
れ
に
最
も
多
く
の
頁
数
が
割
か
れ
て
い
る
︒
人
の
移
動
や
そ
れ
に
伴
う
歴

史
学
︑
医
学
︑
天
文
学
な
ど
の
知
識
の
移
動
︑
ま
た
度
量
衡
の
統
一
な
ど
の

問
題
が
︑
日
本
ま
で
を
も
射
程
に
入
れ
て
論
じ
ら
れ
る
︒
第
11
章
は
︑
耶
律

楚
材
著
﹃
西
遊
録
﹄
を
主
な
題
材
と
し
て
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
編
纂
さ
れ
た

旅
行
記
が
伝
え
る
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
情
報
を
紹
介
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
中

国
で
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
本
書
が
︑
鎌
倉
時
代
の
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
い

た
意
義
を
強
調
す
る
︒
第
12
章
の
分
析
対
象
は
常
徳
の
旅
行
記
で
あ
る
︒
こ

れ
に
関
連
し
て
﹃
儒
門
事
親
﹄
最
古
最
良
の
刊
本
に
確
認
さ
れ
る
︑
フ
レ
グ

の
近
臣
で
あ
る
萬
家
奴
と

野
な
る
人
物
と
常
徳
の
面
会
記
事
を
紹
介
し
て

い
る
が
︑
こ
こ
で
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
に
登
場
す
る
人
名
と
の
同
定
を
試
み
︑

フ
レ
グ
の
近
臣
の
中
に
キ
タ
イ
軍
団
が
居
た
と
結
論
し
て
い
る
点
は
特
に
興

味
深
い
︒
本
章
は
︑
二
〇
一
〇
年
既
発
表
論
文
の
再
録
と
い
う
形
だ
が
︑
当

時
は
保
留
と
し
て
い
た
萬
家
奴
の
同
定
に
も
成
功
し
て
お
り
︑
著
者
が
そ
の

後
も
粘
り
強
く
調
査
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
本
書
は
論
文
集

の
体
裁
を
と
る
が
︑
論
文
刊
行
後
の
増
補
や
訂
正
も
多
く
見
ら
れ
る
た
め
︑

今
後
は
︑
本
書
を
参
照
す
べ
き
だ
ろ
う
︒
続
く
附
論
で
は
︑
東
西
の
史
料
に

お
け
る
司
天
台
や
天
文
表
の
分
析
に
基
づ
い
て
︑
暦
に
確
認
で
き
る
東
西
の

連
動
を
説
明
す
る
︒
第
13
章
で
は
︑
軍
医
と
し
て
ク
ビ
ラ
イ
に
仕
え
た
羅
天

益
の
手
に
な
る
症
例
・
処
方
箋
集
﹃
衛
生
宝
鑑
﹄
な
ど
を
糸
口
に
︑
モ
ン
ゴ

ル
に
よ
る
キ
タ
イ
人
材
の
登
用
と
そ
の
役
割
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
キ
タ
イ
人

材
に
つ
い
て
は
﹁
ペ
ル
シ
ア
語
︑
ア
ラ
ビ
ア
語
︑
テ
ュ
ル
ク
語
等
の
史
資
料

に
埋
も
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
れ
ら
の
足
跡
を
探
し
︑
ひ
と
り
で
も
多

く
発
掘
し
て
漢
籍
の
情
報
と
照
合
︑
実
像
を
あ
き
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
﹂

の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
が
︵
六
五
〇
頁
︶
︑
前
章
の
紹
介
で
確
認
し
た
よ

う
に
︑
本
書
で
は
そ
れ
が
説
得
的
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
総
計
一
六
〇
頁
の
分

量
に
な
る
︵
こ
れ
は
第
Ⅰ
部
全
体
の
頁
数
を
上
回
る
︶
第
14
章
で
は
︑
現
在

の
学
界
に
対
す
る
提
言
が
一
段
と
強
く
表
明
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
だ
け
の
紙

幅
が
僅
か
二
〇
行
の
﹃
元
典
章
﹄
の
記
事
の
訳
註
に
割
か
れ
︑
東
西
の
史
料

を
駆
使
し
た
考
察
を
通
じ
︑
情
報
伝
達
の
実
態
︑
お
よ
び
政
治
・
文
化
の
交

流
に
つ
い
て
説
き
明
か
さ
れ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
訳
註
に
は
﹁
吏
牘
・
モ
ン
ゴ

ル
語
直
訳
体
漢
文
に
特
有
の
用
語
や
各
案
件
の
時
代
背
景
・
政
治
事
情
に
関

す
る
解
説
は
︑
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
﹂
︵
六
七
二
頁
︶
と
自
ら
が
強
く
意

識
す
る
問
題
点
に
対
す
る
回
答
を
示
す
︒
第
15
章
で
は
︑
経
済
や
制
度
に
関

す
る
命
令
文
の
比
較
・
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
︑

﹃
元
典
章
﹄
と
﹃
集
史
﹄
に
収
録
さ
れ
る
命
令
文
の
訳
註
を
提
示
し
︑
度
量

衡
の
統
一
に
見
ら
れ
る
東
西
の
連
動
を
強
調
す
る
︒
第
16
章
で
は
︑
第
10
章

な
ど
で
扱
わ
れ
た
﹃
書
記
規
範
﹄
所
収
の
公
文
書
用
例
に
対
す
る
実
例
と
し

て
︑
ジ
ャ
ラ
イ
ル
朝
時
代
の
令
旨
に
つ
い
て
︑
漢
籍
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら

書 評
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詳
細
な
訳
註
︑
新
し
い
解
釈
を
提
示
す
る
︒

第
Ⅴ
部
の
大
部
分
は
書
下
ろ
し
の
論
文
か
ら
な
り
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
知

の
東
西
交
流
の
﹁
代
名
詞
﹂
と
も
言
う
べ
き
ラ
シ
ー
ド
ゥ
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
翻

訳
事
業
が
主
題
と
さ
れ
る
︒
第
17
章
で
は
︑
﹃
集
史
﹄
第
二
巻
﹁
世
界
史
﹂

所
収
﹁
中
国
史
﹂
の
種
本
に
つ
い
て
の
仮
説
を
提
示
し
た
上
で②
︑
モ
ン
ゴ
ル

時
代
に
お
け
る
海
路
の
開
発
︑
経
済
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
南
宋
・
東

南
ア
ジ
ア
接
収
に
関
す
る
記
事
の
訳
註
を
提
供
す
る
︒
第
18
章
で
は
農
書
︑

第
19
章
と
第
20
章
で
は
医
学
書
に
関
す
る
文
献
解
題
と
訳
註
が
提
示
さ
れ
る
︒

ラ
シ
ー
ド
ゥ
ッ
デ
ィ
ー
ン
の
農
書
と
医
学
書
に
つ
い
て
は
︑
存
在
こ
そ
知
ら

れ
て
い
た
も
の
の
︑
本
格
的
な
分
析
や
訳
註
の
作
成
は
試
み
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
︒
内
容
の
一
部
と
は
い
え
そ
れ
が
日
本
語
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
一
事
だ
け
で
も
︑
学
界
へ
の
大
き
な
貢
献
と
評
価
で
き
よ
う
︒

本
書
に
は
︑
著
者
の
二
〇
年
来
の
史
料
調
査
の
成
果
︑
そ
れ
ら
の
徹
底
的

な
分
析
︑
何
よ
り
︑
定
説
に
と
ら
わ
れ
な
い
柔
軟
な
思
考
か
ら
導
き
出
さ
れ

た
学
説
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
学
術
的
貢
献
は
計
り
知
れ
な
い
︒

本
書
の
ウ
リ
の
一
つ
は
充
実
し
た
脚
注
で
︑
時
に
論
旨
と
は
関
係
な
い
事
項

に
ま
で
脚
注
が
付
さ
れ
︑
新
た
な
論
が
展
開
さ
れ
る
な
ど
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
一

つ
の
史
料
研
究
に
昇
華
す
る
可
能
性
を
秘
め
た
も
の
も
多
い
︒
著
者
は
論
文

に
す
る
ま
で
も
な
い
と
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
こ
に
は
多
く

の
重
要
な
知
見
が
含
ま
れ
て
お
り
︑
幅
広
い
分
野
の
研
究
者
に
役
立
つ
内
容

と
な
っ
て
い
る
︒
今
後
︑
専
門
や
地
域
を
問
わ
ず
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
を
研
究

す
る
者
が
必
読
す
べ
き
論
文
集
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な

い
︒こ

の
よ
う
に
大
き
な
学
術
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
本
書
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
・
分
野
の
研
究
者
か
ら
の
書
評
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
︑

西
ア
ジ
ア
史
を
専
門
と
す
る
評
者
の
視
点
か
ら
︑
幾
つ
か
の
疑
問
点
を
指
摘

し
た
い
︒
ま
ず
本
書
全
体
を
通
読
し
て
抱
い
た
の
は
︑
断
定
的
口
調
で
披
露

さ
れ
る
見
解
が
︑
ど
こ
ま
で
が
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
︑
ど
こ

か
ら
が
新
し
い
知
見
で
あ
る
の
か
︑
判
断
し
難
い
と
い
う
感
想
で
あ
る
︒
本

書
で
示
さ
れ
る
脚
注
の
多
く
は
史
料
の
典
拠
を
示
す
も
の
で
︑
多
岐
に
亘
る

内
容
の
先
行
研
究
で
の
議
論
が
丁
寧
に
紹
介
さ
れ
る
事
例
は
少
な
い
︒
例
え

ば
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
東
西
文
化
交
流
を
扱
っ
た
記
念
碑
的
研
究
と
し
て
参

照
さ
れ
る
こ
と
の
多
いT

hom
as

T
.
A
llsen,

C
u
ltu

re
a
n
d

C
o
n
q
u
est

in

M
o
n
g
o
l
E
u
ra
sia,

C
am

bridge,

2
0
0
1
に
対
す
る
言
及
が
本
書
で
は
確
認
で

き
な
い
︒
そ
こ
で
は
︑
本
書
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
農
書
や
天
文
学
に
関

す
る
一
定
の
知
見
も
披
露
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
︑
先
行
研
究
に
つ
い
て
丁
寧

な
説
明
が
あ
っ
て
こ
そ
︑
本
書
の
真
価
を
世
に
問
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

同
様
に
も
う
少
し
説
明
が
ほ
し
い
と
感
じ
た
の
は
︑
参
照
史
料
の
表
記
方

法
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
本
書
の
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
の
文
献
註
で
は
︑
参
照
し

た
全
て
の
写
本
の
該
当
箇
所
を
逐
一
明
記
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
︒
校

訂
本
に
は
﹁
テ
ュ
ル
ク
・
モ
ン
ゴ
ル
語
や
漢
語
の
固
有
名
詞
の
解
読
・
批
定

に
難
有
り
な
も
の
が
多
い
﹂
︵
六
七
三
頁
︶
た
め
︵
実
際
は
底
本
の
選
定
や

ペ
ル
シ
ア
語
の
翻
刻
の
面
で
難
有
り
な
も
の
も
多
い
が
︶
︑
安
易
に
校
訂
本

に
頼
ら
ず
︑
可
能
な
限
り
写
本
を
参
照
し
て
い
く
著
者
の
真
摯
な
姿
勢
を
︑

評
者
は
全
面
的
に
支
持
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
訳
文
中
で
逐
一
明
示
さ
れ
る
写

本
の
異
同
は
︑
テ
キ
ス
ト
を
再
構
成
す
る
手
が
か
り
を
示
す
も
の
で
︑
日
本

で
盛
ん
な
﹃
集
史
﹄
写
本
研
究
へ
の
貢
献
も
大
き
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
本
書
で

は
多
く
の
場
合
︑
肝
心
の
参
照
写
本
の
選
定
理
由
が
明
か
さ
れ
て
い
な
い
︒

例
え
ば
︑
﹃
集
史
﹄
第
二
巻
﹁
世
界
史
﹂
所
収
の
﹁
中
国
史
﹂
の
翻
訳
で
は
︑

102 (662)



イ
ス
タ
ン
ブ
ル
写
本
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M
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写
本
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M
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S
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persan

1
3
6
4
︶
の
二
写

本
が
主
に
参
照
さ
れ
て
い
る
︒
前
者
の
写
本
の
﹁
中
国
史
﹂
は
と
も
か
く
︑

後
者
は
一
九
世
紀
後
半
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
対
校
本
と
す

る
の
な
ら
︑
ペ
ル
シ
ア
語
﹁
中
国
史
﹂
現
存
最
古
の
写
本
︵T

o
p
k
ap

ı

S
arayı

M
üzesi

K
ütüphanesi,

M
s.
H
azine

1
6
5
4
︑
一
三
一
七
年
書
写
︶
や③
︑

パ
リ
写
本
の
親
写
本
と
な
っ
た
テ
ィ
ム
ー
ル
朝
君
主
ウ
ル
グ
ベ
ク
︵
在
位
一

四

四

七

四

九
︶
へ

の

献

呈

写

本
︵T

o
p
k
ap
ı
S
aray

ı
M
ü
zesi

K
ütüphanesi,

M
s.
A
hm

et
III

2
9
3
5
︶
な
ど
の
方
が
相
応
し
い
の
で
は
な
い

か
︒
さ
ら
に
︑
こ
れ
は
﹃
集
史
﹄
の
文
献
註
に
共
通
す
る
特
徴
だ
が
︑
校
訂

本
の
頁
数
が
一
切
記
載
さ
れ
て
い
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
安
易
に
校
訂
本
に
頼
ら

な
い
と
い
う
姿
勢
は
重
要
だ
が
︑
こ
れ
で
は
︑
写
本
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な
い

読
者
︵
お
そ
ら
く
そ
れ
が
読
者
の
大
多
数
を
占
め
る
︶
に
は
︑
原
文
を
探
し

出
す
た
め
に
多
大
な
労
力
が
必
要
と
な
る
︒
例
え
ば
︑
校
訂
テ
キ
ス
ト
の
頁

数
も
示
し
た
上
で
︑
そ
の
﹁
難
有
り
な
﹂
箇
所
を
正
し
て
い
く
と
い
う
手
法

の
方
が
︑
著
者
の
訳
文
の
価
値
を
よ
り
明
確
に
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

著
者
は
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
ペ
ル
シ
ア
語
史
料
を
読
む
た
め
に
は
﹁
漢
文
資

料
の
知
識
が
鍵
︑
必
須
﹂
︵
六
七
三
頁
︶
と
考
え
︑
東
西
の
関
連
資
料
を
参

照
し
た
新
し
い
訳
文
を
惜
し
み
な
く
提
示
し
て
お
り
︑
本
書
は
史
料
集
と
し

て
の
価
値
も
併
せ
持
つ
︒
し
か
し
︑
写
本
の
読
解
・
訳
出
の
際
に
︑
ペ
ル
シ

ア
語
に
見
ら
れ
る
一
般
的
な
表
現
に
対
し
て
︑
歴
史
的
意
味
を
付
与
し
よ
う

と
す
る
あ
ま
り
︑
無
理
の
あ
る
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
時
に
見
受
け

ら
れ
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒
説
明
註
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら

例
を
挙
げ
れ
ば
︑
①
﹁nāṣūs

納
失
失
﹂
︵
一
〇
二
九
頁
︶
は
﹁nām

ūs

名

誉
﹂
︑
②
﹁iq

ṭā‘

é
邑
﹂
︵
一
〇
三
二
︑
一
〇
三
四
頁
︶
は
︵
前
後
の
文
字

の
組
み
合
わ
せ
も
変
え
て
︶
﹁qaṭ‘an

絶
対
に
﹂
︑
③
﹁
そ
の
証
拠
は
な
か
っ

た
︒
︵
公
務
の
︶
新
貨
幣
が
出
現
し
﹂
︵
一
〇
三
三
頁
︶
は
﹁ān

na
qaḍīya

ast
m
ashkūk

balka
w
āqi‘

そ
れ
は
疑
わ
し
き
こ
と
で
は
な
く
真
実
の
こ
と

で
あ
っ
た
﹂
︑
④
﹁m

uhr

封
記
／
印
判
﹂
︵
一
〇
三
六
頁
︶
は
﹁m

ihr

愛
﹂

と
読
む
べ
き
で
は
な
い
か
︒
特
に
③
に
対
す
る
脚
注
で
は
︑
訳
文
か
ら
﹃
珍

貴
の
書
﹄
の
執
筆
時
期
が
ガ
ザ
ン
の
治
世
だ
と
推
定
さ
れ
る
な
ど
︑
文
献
学

的
考
察
の
論
拠
と
さ
れ
て
お
り
︑
注
意
を
要
す
る
︒
ま
た
︑
モ
ン
ゴ
ル
や
東

に
向
け
ら
れ
た
関
心
に
比
べ
て
︑
西
ア
ジ
ア
に
関
係
す
る
事
項
に
つ
い
て
の

関
心
は
相
対
的
に
低
い
印
象
を
受
け
た
︒
例
え
ば
︑
﹃
ヴ
ァ
ッ
サ
ー
フ
史
﹄

の
暦
に
関
す
る
記
事
の
訳
註
に
は
︑
天
文
学
書
名
と
し
て
﹁T

a
b
ā
n
ī

﹂
な
る

言
葉
が
見
ら
れ
る
︵
六
一
二
頁
︶
︒
こ
れ
に
関
し
て
は
何
の
説
明
も
確
認
で

き
な
い
が
︑
こ
れ
は
﹁
タ
バ
ー
ニ
ー
﹂
で
は
な
く
︑
ラ
ッ
カ
で
活
躍
し
た
天

文
学
者
名
﹁
バ
ッ
タ
ー
ニ
ー

B
attānī

︵
九
二
九
没
︶
﹂
と
読
む
べ
き
箇
所
で

は
な
い
か
︒
他
に
も
幾
つ
も
の
暦
や
天
文
学
書
が
登
場
す
る
が
︑
こ
れ
ら
に

対
す
る
説
明
も
な
い
︒
評
者
は
︑
本
書
ほ
ど
詳
細
な
脚
注
が
数
多
く
付
さ
れ

て
い
る
学
術
書
に
出
会
っ
た
こ
と
は
な
い
が
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
以
前
の
西
の

事
項
に
関
す
る
脚
注
は
少
な
い
︒
読
者
の
本
書
へ
の
理
解
を
助
け
る
と
い
う

意
味
で
も
も
う
少
し
語
句
レ
ベ
ル
の
説
明
註
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
︒
前
述
の
取
り
違
え
も
説
明
註
を
付
す
こ
と
で
防
げ
た
だ
ろ
う
︒

モ
ン
ゴ
ル
時
代
と
い
う
横
軸
で
世
界
を
輪
切
り
に
し
た
上
で
︑
知
の
東
西

交
流
を
︑
一
つ
一
つ
の
史
料
か
ら
説
き
明
か
し
て
い
く
本
書
で
は
︑
歴
史
の

時
間
軸
と
い
う
縦
軸
が
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
あ
る
意
味
仕
方
の
な
い
こ

と
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
漢
籍
に
対
す
る
徹
底
ぶ
り
に
比
べ
れ
ば
︑

ペ
ル
シ
ア
語
史
料
に
関
し
て
は
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
文
脈
で
の
評
価
が
大
多

数
で
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
以
前
か
ら
続
く
西
ア
ジ
ア
に
お
け
る
知
の
伝
統
に
対

書 評
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す
る
著
者
の
関
心
の
希
薄
さ
は
否
め
な
い
︒
著
者
は
﹁
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
分

野
の
こ
と
が
ら
を
過
去
か
ら
最
新
の
も
の
ま
で
広
く
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
な
状
態

で
知
り
た
い
と
い
う
モ
ン
ゴ
ル
時
代
特
有
の
精
神
﹂
︵
七
六
頁
︶
と
モ
ン
ゴ

ル
時
代
の
意
義
を
説
く
︒
し
か
し
︑
同
様
の
精
神
は
︑
多
民
族
・
多
宗
教
が

共
存
す
る
西
ア
ジ
ア
で
は
既
に
存
在
し
て
い
た
︒
例
え
ば
︑
ヤ
ア
ク
ー
ビ
ー

著
﹃
歴
史
﹄
︵
八
七
二
年
以
降
︶
で
は
︑
質
は
と
も
か
く
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や

イ
ン
ド
︑
中
国
の
王
が
既
に
叙
述
対
象
と
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
フ
ァ
フ

ル
・
ラ
ー
ズ
ィ
ー
著
﹃
知
識
の
集
成
﹄
︵
一
二
世
紀
末
︶
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
︑
百
科
事
典
を
編
纂
す
る
と
い
う
伝
統
も
既
に
存
在
し
て
い
た
︒
こ
れ
を

モ
ン
ゴ
ル
時
代
特
有
の
精
神
と
評
価
す
る
た
め
に
は
︑
も
う
少
し
丁
寧
な
議

論
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
︒
象
徴
的
な
の
が
﹁
巻
き
狩
り
を
愉
し
む
モ
ン

ゴ
ル
王
族
﹂
と
い
う
見
出
し
を
付
さ
れ
た
写
本
挿
絵
︵
口
絵
27
︶
で
あ
る
︒

著
者
は
︑
先
行
研
究
で
フ
ィ
ル
ダ
ウ
ス
ィ
ー
著
﹃
王
書
﹄
︵
一
〇
一
〇
年
︶

か
ら
切
り
取
ら
れ
ア
ル
バ
ム
に
貼
ら
れ
た
﹁
古
代
ペ
ル
シ
ア
最
初
の
王
カ

ユ
ー
マ
ル
ス
の
宮
廷
図
﹂
だ
と
さ
れ
て
き
た
こ
の
写
本
挿
絵
を
﹁
モ
ン
ゴ
ル

王
族
の
捕
猟
﹂
の
合
間
の
休
憩
の
一
場
面
だ
と
断
じ
る
︵
四
一
頁
︶
︒
こ
の

画
風
が
モ
ン
ゴ
ル
時
代
の
文
化
交
流
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
う
点
に

異
論
を
挟
む
余
地
は
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ま
で
に
﹃
王
書
﹄
の
一
場
面
だ

と
さ
れ
て
き
た
の
に
は
︑
そ
れ
な
り
の
理
由
と
文
脈
が
あ
る④
︒
こ
れ
が
モ
ン

ゴ
ル
王
族
を
描
い
た
も
の
だ
と
断
じ
る
に
は
︑
こ
れ
ま
で
の
研
究
蓄
積
を
一

つ
一
つ
踏
ま
え
︑
そ
れ
を
丁
寧
に
論
破
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
︒以

上
︑
評
者
の
狭
い
関
心
か
ら
幾
つ
か
疑
問
点
を
提
示
し
て
き
た
が
︑
も

ち
ろ
ん
本
書
の
学
術
的
価
値
は
い
さ
さ
か
も
揺
ら
ぐ
も
の
で
は
な
い
︒
こ
れ

だ
け
の
量
の
史
料
を
読
み
込
み
︑
一
人
の
手
で
編
ま
れ
た
本
書
は
ま
さ
に
偉

業
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
︒
随
所
に
披
露
さ
れ
る
新
知
見
は
︑
関
係
す
る

研
究
者
の
奮
起
を
促
す
も
の
で
︵
も
ち
ろ
ん
評
者
も
そ
の
一
人
で
あ
る
︶
︑

本
書
が
起
爆
材
の
一
つ
と
な
り
︑
実
り
あ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
︑
モ
ン
ゴ
ル

帝
国
史
研
究
が
今
後
益
々
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
︒
こ
れ
だ
け

の
大
著
で
あ
り
な
が
ら
︑
著
者
は
随
所
に
研
究
の
展
望
を
示
し
て
い
る
︒
著

者
の
今
後
の
研
究
の
行
方
︑
そ
し
て
何
よ
り
﹁
第
三
の
博
士
論
文
﹂
が
ど
の

よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
今
か
ら
楽
し
み
で
し
か
た
な
い
︒

①

著
者
に
よ
る
幾
つ
か
の
訳
注
を
丁
寧
に
検
証
し
た
研
究
に
︑‘Im

ād
al-D

īn

Š
ayḫ

al-Ḥ
ukam

ā’ī

︑
渡
部
良
子
︑
松
井
太
﹁
ジ
ャ
ラ
イ
ル
朝
シ
ャ
イ
フ

=
ウ
ワ

イ
ス
発
行
モ
ン
ゴ
ル
語
・
ペ
ル
シ
ア
語
合
璧
命
令
文
書
断
簡
�
点
﹂
﹃
内
陸
ア
ジ

ア
言
語
の
研
究
﹄
三
二
︑
二
〇
一
七
︑
四
九

一
四
九
頁
が
あ
る
︒
ペ
ル
シ
ア
語

文
書
様
式
の
伝
統
に
つ
い
て
は
︑
渡
部
良
子
﹁
イ
ル
ハ
ン
朝
に
お
け
る
ペ
ル
シ
ア

語
文
書
行
政
と
イ
ン
シ
ャ
ー
術
の
伝
統

一
四
世
紀
の
書
簡
術
指
南
書
﹃
ジ
ャ

ラ
ー
ル
の
た
め
の
贈
物
﹄
の
成
立
背
景
と
そ
の
文
書
用
例
の
分
析

﹂
﹃
西
南
ア

ジ
ア
研
究
﹄
八
七
︑
二
〇
一
七
︑
一

二
二
頁
も
あ
る
︒
今
後
の
著
者
の
応
答
が

待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

②

そ
の
過
程
で
︑
﹃
集
史
﹄
第
二
巻
﹁
世
界
史
﹂
と
同
じ
構
成
を
持
つ
カ
ー
シ

ャ
ー
ニ
ー
著
﹃
歴
史
精
髄
﹄
が
﹃
集
史
﹄
に
先
ん
じ
て
編
纂
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

証
明
し
た
拙
稿
﹁
史
上
初
の
世
界
史
家
カ
ー
シ
ャ
ー
ニ
ー

﹃
集
史
﹄
編
纂
に
関

す
る
新
見
解

﹂
﹃
西
南
ア
ジ
ア
研
究
﹄
八
〇
︑
二
〇
一
四
︑
二
五

四
八
頁
に

対
す
る
著
者
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
︵
九
二
〇

九
二
四
頁
︶
︒
た
だ
し
︑
拙

稿
で
示
し
た
﹃
歴
史
精
髄
﹄
が
﹃
集
史
﹄
に
先
行
す
る
決
定
的
な
証
拠
︵
特
に
拙

稿
四
〇

四
一
頁
︶
に
関
す
る
検
討
は
一
切
な
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
結
論
に
影
響
す

る
も
の
で
は
な
い
と
受
け
止
め
て
い
る
︒

③

H
azine

1
6
5
4
写
本
に
つ
い
て
は
︑
﹁
﹁
中
国
史
﹂
に
つ
い
て
︑
今
の
と
こ
ろ
最

古
・
最
良
の
テ
キ
ス
ト
と
い
っ
て
よ
いH

azine

1
6
5
4,f.

2
5
2b,

お
よ
びH

azine
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1
6
5
3,f.

3
9
2b

の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル
﹂
︵
五
九
一
頁
︶
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑
参
照
さ
れ
て
い
な
い
︒
と
こ
ろ
で
︑H

azine

1
6
5
3
写
本
の
影

印
版
か
ら
転
載
さ
れ
た
第
12
章
図
�
の
写
本
挿
絵
︵
五
九
二
頁
︶
に
つ
い
て
だ
が
︑

こ
れ
は
実
際
に
はH

azine

1
6
5
3
写
本
に
は
存
在
せ
ず
︑
該
当
箇
所
は
空
白
の
ス

ペ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
こ
の
図
版
は
︑
影
印
版
作
成
の
際
に
︑

H
azine

1
6
5
4
写
本
の
当
該
場
面
の
写
本
挿
絵
をH

azine

1
6
5
3
写
本
の
空
白
の

ス
ペ
ー
ス
に
組
み
込
ん
で
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︵
影
印
版
に
は

‘B
ild

eingeschoben’
と
い
う
但
し
書
き
が
あ
る
︶
︒
影
印
版
の
作
成
者
が
何
故

こ
の
よ
う
な
行
為
に
及
ん
だ
の
か
は
理
解
し
難
い
が
︑
校
訂
本
だ
け
で
は
な
く
写

本
の
影
印
版
で
あ
っ
て
も
︑
そ
の
利
用
に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒

④

例
え
ば
︑
同
じ
ア
ル
バ
ム
に
貼
ら
れ
た
同
一
画
風
の
﹁
カ
イ
フ
ス
ラ
ウ
の
悪
鬼

に
対
す
る
勝
利
﹂
を
描
い
た
写
本
挿
絵
は
︑
同
じ
﹃
王
書
﹄
写
本
か
ら
切
り
取
ら

れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
︵E

.
S
im
s,

P
eerless

Im
a
g
es:

P
ersia

n
P
a
in
tin

g

a
n
d
Its

S
o
u
rces,

N
ew

H
aven

&
L
ondon,

2
0
0
2,p.

3
0
2
︶
︒
ま
た
︑
毛
皮
を
身

に
つ
け
た
王
が
人
間
と
獣
を
従
わ
せ
る
構
図
は
︑
カ
ユ
ー
マ
ル
ス
の
宮
廷
図
と
し

て
頻
繁
に
見
ら
れ
る
構
図
で
も
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
王
に
付
さ
れ
た

ādam
-

i
ṣafī

と
い
う
説
明
書
き
は
︑
本
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