
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂

概
念
の
変
遷
と
そ
の
実
体
を
め
ぐ
っ
て

肥

後

時

尚
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【
要
約
】

｢二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
は
︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
に
固
有
の
抽
象
概
念
マ
ア
ト
︵m

ꜣꜥt

︶
の
特
殊
な
神
格
化
で
あ
る
︒
こ
の
二
柱
の
女
神
は
︑﹁
死
者
の

書
﹂
の
核
心
部
分
で
あ
る
死
者
の
裁
判
の
場
面
に
登
場
し
︑
長
き
に
わ
た
り
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
の
思
想
に
影
響
を
与
え
続
け
た
︒﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の

実
体
や
変
化
の
理
由
の
理
解
を
目
指
す
研
究
は
﹁
死
者
の
書
﹂
の
記
述
や
図
像
の
分
析
を
中
心
に
継
続
さ
れ
て
き
た
が
︑
未
だ
見
解
の
一
致
を
み
て
い
な

い
︒こ

の
よ
う
な
背
景
か
ら
︑
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
﹁
死
者
の
書
﹂
が
登
場
す
る
以
前
の
時
代
の
史
料
に
遡
り
︑
エ
ジ
プ
ト
古
王
国
時
代
か
ら
中
王
国
時
代

に
か
け
て
の
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
を
意
味
す
る
語m

ꜣꜥty
の
抽
出
と
各
事
例
の
分
析
を
進
め
て
き
た
︒
本
論
説
で
は
︑
こ
れ
ら
の
成
果
を
基
盤
と
し
て
︑

m
ꜣꜥty

の
語
が
示
す
意
味
と
限
定
符
の
特
徴
の
比
較
を
通
し
てm

ꜣꜥty

の
意
味
の
変
遷
を
考
察
す
る
︒
そ
し
て
︑﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
上
の
神
々
の

同
一
関
係
を
示
す
記
述
に
注
目
し
︑
中
王
国
時
代
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
実
体
解
明
を
試
み
る
︒

史
林

一
〇
四
巻
三
号

二
〇
二
一
年
五
月

は

じ

め

に

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
マ
ア
ト
︵m

ꜣꜥt

︶
は
︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
特
殊
な
抽
象
概
念
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑﹁
宇
宙
の
秩
序
﹂
と
い
う
意
味
を
中
心
と

し
て
︑
正
義
︑
公
正
︑
真
実
と
い
っ
た
様
々
な
意
味
を
包
摂
し
︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
三
千
年
の
歴
史
の
な
か
で
絶
え
ず
社
会
の
秩
序
を
維
持
す

る
役
割
を
担
っ
て
い
た
︒
王
朝
史
や
文
化
史
に
関
わ
る
膨
大
な
数
の
史
料
に
記
述
さ
れ
る
マ
ア
ト
は
︑
世
界
の
あ
る
べ
き
秩
序
や
王
の
神
的
属

古代エジプトの「二柱のマアト」（肥後）
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性
︑
民
衆
の
道
徳
的
・
倫
理
的
精
神
の
よ
う
な
複
数
の
側
面
を
併
せ
も
ち
︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
歴
史
の
な
か
で
も
特
異
な
概
念
で
あ
っ
た
︒
こ

の
概
念
が
も
つ
広
範
な
役
割
と
そ
の
重
要
性
か
ら
︑
マ
ア
ト
は
エ
ジ
プ
ト
文
化
史
研
究
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
︑
十
九
世
紀
末
か
ら
現
在
に

い
た
る
ま
で
こ
の
概
念
の
理
解
の
深
化
を
目
指
す
研
究
が
継
続
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
マ
ア
ト
の
重
要
な
側
面
の
一
つ
と
し
て
︑﹁
マ
ア
ト
女
神
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
の
概
念
の
神
格
化
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
の
女
神
は
︑

頭
に
ダ
チ
ョ
ウ
の
羽
根
を
載
せ
た
一
柱
の
女
神
の
姿
で
描
写
さ
れ
る
︒
エ
ジ
プ
ト
古
王
国
時
代
︵
紀
元
前
二
十
七
世
紀
～
二
十
二
世
紀
︶
に
は
既

に
こ
の
女
神
の
姿
が
確
認
さ
れ
︑
そ
の
後
古
代
エ
ジ
プ
ト
史
の
最
末
期
に
あ
た
る
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
時
代
︵
紀
元
前
四
世
紀
～
後
四
世
紀
︶
ま

で
の
長
き
に
わ
た
っ
て
様
々
な
史
資
料
に
描
写
さ
れ
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
エ
ジ
プ
ト
新
王
国
時
代
︵
紀
元
前
十
六
世
紀
～
十
一
世
紀
︶
に
な
る
と
︑

マ
ア
ト
女
神
は
︑﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂︵m

ꜣꜥty

︶
と
呼
ば
れ
る
二
柱
の
女
神
と
し
て
図
像
で
描
か
れ
︑
エ
ジ
プ
ト
の
﹁
死
者
の
裁
判
﹂
の
場
面
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
︒
本
来
一
柱
で
あ
る
女
神
が
二
柱
の
女
神
の
姿
に
変
化
す
る
事
例
は
︑
エ
ジ
プ
ト
の
宗
教
に
お
い
て
も
極
め
て

稀
で
あ
り
︑
変
化
の
理
由
や
そ
れ
ぞ
れ
の
女
神
の
役
割
に
関
す
る
多
様
な
解
釈
が
研
究
者
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
き
た①
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
実
体
を
め
ぐ
る
議
論
は
依
然
と
し
て
最
終
的
な
結
論
に
至
っ
て
い
な
い
︒
そ
の
主
た
る
理
由
に
は
︑
先
行
研
究
に
お
け

る
研
究
対
象
が
﹁
死
者
の
書
﹂
を
中
心
と
す
る
エ
ジ
プ
ト
新
王
国
時
代
以
降
の
文
献
史
料
の
分
析
に
依
拠
し
て
い
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
エ
ジ

プ
ト
古
王
国
時
代
や
中
王
国
時
代
︵
紀
元
前
二
十
一
世
紀
～
紀
元
前
十
七
世
紀
︶
の
史
料
上
の
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
実
体
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
検

討
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
中
王
国
時
代
以
前
の
史
料
に
遡
る
考
察
は
︑
多
様
な
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
姿
の
根
源
を
探
る
う
え
で
重
要

な
課
題
と
な
る
︒

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
︑
筆
者
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
︑﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
実
体
を
解
明
す
る
た
め
︑﹁
死
者
の
書
﹂
が
普
及
す

る
新
王
国
時
代
以
前
の
史
料
上
の
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
を
意
味
す
る
語m

ꜣꜥty
の
分
析
の
課
題
を
提
示
し
た
︒
そ
し
て
︑
エ
ジ
プ
ト
古
王
国
時

代
の
﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂︑﹁
パ
レ
ル
モ
・
ス
ト
ー
ン
﹂︑
中
王
国
時
代
の
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
に
記
さ
れ
たm

ꜣꜥtı͗

︵
古
期
エ
ジ

プ
ト
語
のm

ꜣꜥt

の
双
数
形②
︶
と

m
ꜣꜥty

︵
中
期
エ
ジ
プ
ト
語
のm

ꜣꜥt

の
双
数
形
︶
の
記
述
を
中
心
と
し
て
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
内
容
を
検
討
し
た③
︒
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﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
と
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂︑﹁
死
者
の
書
﹂
は
︑
い
ず
れ
も
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
葬
祭
文
学
と
呼
ば
れ
る
史

料
群
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
史
料
で
あ
る
︒
葬
祭
文
学
と
は
︑
死
後
の
復
活
や
来
世
で
の
安
寧
を
目
的
と
し
て
利
用
さ
れ
た
呪
文
の
総
称
で
あ
り
︑

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
文
献
史
料
の
な
か
で
最
も
豊
富
な
数
量
と
種
類
を
誇
る
︒
葬
祭
文
学
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
葬
祭
文
化
と
密
接
に
結
び
つ
き
︑

古
代
エ
ジ
プ
ト
史
の
お
よ
そ
全
時
代
を
通
し
て
利
用
さ
れ
た
︒
そ
の
際
︑
葬
祭
文
学
の
内
容
や
使
用
者
の
社
会
的
階
層
な
ど
は
︑
各
時
代
の
変

遷
に
伴
い
大
き
く
変
化
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
古
王
国
時
代
の
﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
や
中
王
国
時
代
の
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス

ト
﹂︑
新
王
国
時
代
の
﹁
死
者
の
書
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
異
な
る
時
代
の
史
料
間
で
の
比
較
研
究
が
可
能
と
な
る
︒
し
か
し
︑
葬
祭
文
学
に
は

宗
教
的
・
神
学
的
な
表
現
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
︑
そ
の
内
容
が
極
め
て
難
解
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
葬
祭
文
学
の
翻
訳
や
解
釈
を
目
的
と
し
た

基
本
的
な
史
料
研
究
の
蓄
積
は
大
き
く
不
足
し
て
い
る
︒
新
王
国
時
代
以
前
の
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
記
述
は
葬
祭
文
学
に
集
中
し
て
い
る
た

め
︑
本
論
考
に
お
い
て
も
史
料
の
解
釈
に
留
意
し
つ
つ
﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
お
よ
び
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
を
中
心
的
に
取
り

扱
う
︒﹁
パ
レ
ル
モ
・
ス
ト
ー
ン
﹂
は
︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
初
期
王
朝
時
代
か
ら
古
王
国
時
代
の
歴
代
の
王
の
事
績
を
示
し
た
最
古
の
年
代
記

で
あ
り
︑
エ
ジ
プ
ト
史
研
究
に
お
け
る
重
要
な
史
料
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
こ
の
史
料
上
に
は
︑m

ꜣꜥt

の
双
数
形
の
記
述
が
確
認
さ
れ
︑﹁
二

柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
実
体
を
考
察
す
る
重
要
な
史
料
で
あ
る
︒

各
史
料
上
の
記
述
の
分
析
の
結
果
︑
筆
者
は
エ
ジ
プ
ト
古
王
国
時
代
か
ら
中
王
国
時
代
に
か
け
て
のm

ꜣꜥtı͗

／m
ꜣꜥty

の
語
が
以
下
の
三
つ
の

側
面
を
示
す
こ
と
明
ら
か
に
し
た
︒

①

冥
界
の
神
ソ
カ
ル
に
関
連
す
る
一
隻
の
船
と
し
て
の
側
面

②

死
者
の
復
活
に
携
わ
る
神
的
存
在
と
し
て
の
側
面

③

太
陽
神
の
二
隻
の
船
と
し
て
の
側
面

古代エジプトの「二柱のマアト」（肥後）
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新
王
国
時
代
の
﹁
死
者
の
書
﹂
に
お
い
て
図
像
で
示
さ
れ
る
神
々
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
は
︑
こ
れ
ら
のm

ꜣꜥtı͗

／m
ꜣꜥty

の
②
の
側
面
を
示
し

て
い
る
︒
し
か
し
︑
古
王
国
時
代
に
お
け
るm

ꜣꜥtı͗

の
記
述
の
多
く
は
①
も
し
く
は
③
の
側
面
を
示
す
傾
向
に
あ
り
︑
②
の
よ
う
な
神
的
存
在

と
し
て
の
側
面
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
事
例
は
︑﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
呪
文
第
二
六
〇
番
に
確
認
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
︒

古
王
国
時
代
に
お
け
るm

ꜣꜥtı͗

の
理
解
を
目
的
と
し
て
︑
筆
者
は
﹁
パ
レ
ル
モ
・
ス
ト
ー
ン
﹂
と
﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
上
のm

ꜣꜥtı͗

の
語
に
付
記
さ
れ
た
限
定
符
に
注
目
し
︑
エ
ジ
プ
ト
古
王
国
時
代
に
お
け
るm

ꜣꜥtı͗

の
概
念
の
実
体
を
考
察
し
た
︒
そ
の
結
果
︑﹁
パ
レ
ル
モ
・

ス
ト
ー
ン
﹂
上
で
ソ
カ
ル
に
対
す
る
祭
に
関
連
す
る
一
隻
の
船
で
あ
っ
たm

ꜣꜥtı͗

が
︑
そ
の
後
﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
の
事
例
に
確
認

さ
れ
る
よ
う
な
太
陽
神
の
二
隻
の
船
と
し
て
テ
キ
ス
ト
の
書
き
手
︵
書
記
︶
に
再
解
釈
さ
れ
︑
語
の
認
識
が
変
化
し
た
可
能
性
を
提
示
し
た
︒

本
論
説
で
は
︑
こ
の
研
究
を
発
展
さ
せ
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
通
時
的
な
理
解
を
深
化
さ
せ
る
た
め
︑
古
王
国
時
代
と
中
王
国
時
代
の
史
料

上
のm

ꜣꜥtı͗

／m
ꜣꜥty

の
内
容
を
整
理
す
る
︒
そ
し
て
︑
各
事
例
が
示
す
語
の
意
味
と
付
記
さ
れ
た
限
定
符
の
比
較
を
通
し
て
︑
古
王
国
時
代
か

ら
中
王
国
時
代
に
か
け
て
のm

ꜣꜥtı͗

お
よ
びm
ꜣꜥty

の
概
念
の
変
遷
を
考
察
す
る④
︒

古
代
エ
ジ
プ
ト
語
の
単
語
の
多
く
は
︑
限
定
符
︵D

e
te
rm

in
a
tiv

e
s

︶
と
呼
ば
れ
る
記
号
を
伴
う
︒
こ
れ
は
通
常
︑
語
の
末
尾
に
記
述
さ
れ
る

一
つ
あ
る
い
は
二
つ
以
上
の
記
号
で
あ
り
︑
語
の
も
つ
一
般
的
な
観
念
を
示
す
役
割
を
も
つ
︒
複
数
の
種
類
の
限
定
符
が
使
用
さ
れ
る
語
も
数

多
く
存
在
し
︑
マ
ア
ト
の
概
念
を
示
すm

ꜣꜥt

に
は
︑
抽
象
概
念
で
あ
る
こ
と
を
示
す
限
定
符
︵

︶
や
︑
ダ
チ
ョ
ウ
の
羽
根
を
頭
に
つ
け
て
座

し
た
女
神
︵

︶
︑
同
じ
く
羽
根
を
つ
け
︑
杖
を
携
え
直
立
す
る
女
神
︵

︶
︑
ダ
チ
ョ
ウ
の
羽
根
の
限
定
符
︵

︶
な
ど
︑
様
々
な
種
類
の
限

定
符
が
用
い
ら
れ
る
︒
限
定
符
の
利
用
に
差
異
が
生
じ
る
理
由
に
は
︑
当
時
の
思
想
的
背
景
や
史
料
の
種
類
︑
記
述
者
の
意
図
な
ど
様
々
な
理

由
が
推
察
さ
れ
る
が
︑
抽
象
概
念
を
意
味
す
る
語
に
付
記
さ
れ
る
限
定
符
の
差
異
は
︑
文
脈
中
で
示
さ
れ
た
語
の
イ
メ
ー
ジ
を
特
定
す
る
手
が

か
り
と
な
る
︒
こ
の
点
に
注
目
し
︑
先
述
の
﹁
パ
レ
ル
モ
・
ス
ト
ー
ン
﹂
お
よ
び
﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
で
示
さ
れ
たm

ꜣꜥtı͗

の
語
に

つ
い
て
︑
ア
ン
テ
ス
は
こ
れ
ら
の
語
に
記
さ
れ
た
限
定
符
が
同
時
代
の
史
料
上
で
太
陽
神
の
船
に
用
い
ら
れ
る
文
字
と
同
種
で
あ
る
と
し
︑
初

期
に
お
け
るm

ꜣꜥtı͗

が
祝
祭
や
太
陽
神
に
関
連
す
る
船
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る⑤
︒
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
近
年
の
抽
象
概
念
の
研
究
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に
お
い
て
も
応
用
さ
れ
︑
各
語
の
示
す
限
定
符
に
注
目
し
︑
語
の
も
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
特
定
す
る
研
究
の
有
効
性
が
証
明
さ
れ
て
い
る⑥
︒

m
ꜣꜥtı͗

／m
ꜣꜥty

の
側
面
①
冥
界
の
神
ソ
カ
ル
に
関
連
す
る
船
︑
③
太
陽
神
の
二
隻
の
船
の
両
側
面
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
は
︑
別
稿
で
考
察

し
た
通
り
で
あ
る⑦
︒
本
論
説
は
︑
後
の
時
代
に
明
確
な
女
神
と
し
て
登
場
す
る
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
と
の
関
連
を
示
す
側
面
②
に
焦
点
を
置
き
︑

同
側
面
に
関
連
す
る
限
定
符
の
分
析
を
通
し
て
古
王
国
時
代
か
ら
中
王
国
時
代
に
か
け
て
のm

ꜣꜥtı͗

／m
ꜣꜥty

の
概
念
の
変
遷
を
考
察
す
る
︒
こ

れ
に
よ
り
︑
新
王
国
時
代
の
図
像
に
描
写
さ
れ
る
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
よ
う
な
独
立
し
た
神
的
存
在
と
し
て
のm

ꜣꜥty

の
認
識
が
中
王
国
時

代
に
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒
そ
し
て
︑
時
代
的
変
遷
を
理
解
し
た
上
で
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
に
描
写
さ
れ
る

神
々
の
習
合
関
係
の
精
査
か
ら
神
的
存
在
と
し
て
のm

ꜣꜥty

の
実
体
を
解
明
す
る
︒

①

﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
︑H

ig
o

2
0
1
9,

4
4
3
-
4
45
を
参
照
︒

②

E
d
el

1
9
5
5,

9
3,

1
2
3
-
1
2
4.

③

各
史
料
の
読
解
と
翻
訳
︑
解
釈
に
つ
い
て
は
︑
以
下
で
詳
細
に
議
論
し
た
︒

﹁
パ
レ
ル
モ
・
ス
ト
ー
ン
﹂
：H

ig
o

2
0
1
9︑﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂：
肥
後

20
2
0︑﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
：
肥
後

2
0
1
8︒

④

m
ꜣty

の
語
の
多
く
は
各
種
の
葬
祭
文
学
に
記
述
さ
れ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
史
料

は
神
話
的
・
宗
教
的
な
記
述
を
多
分
に
含
む
こ
と
か
ら
︑m

ꜣꜥty
の
記
述
を
含
む

史
料
の
文
脈
の
正
確
な
理
解
は
容
易
で
は
な
い
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
の
意
味
の
特

定
に
至
る
ま
で
の
各
種
の
史
料
解
釈
の
詳
細
に
つ
い
て
も
同
様
に
各
拙
稿
を
参
照

さ
れ
た
い
︒

⑤

A
n
th
es

1957.

⑥

例
え
ば
︑G

o
ld
w
asser

1995;N
y
o
rd

2009;Z
ag
o

2018︒
こ
の
よ
う
な
限
定

符
に
基
づ
く
語
の
イ
メ
ー
ジ
を
特
定
す
る
分
析
は
認
知
言
語
学
の
領
域
に
含
ま
れ

る
︵Z

ag
o

2018,

205-209︶︒

⑦

H
ig
o

2019.

�

神
的
存
在
と
し
て
のm

ꜣꜥtı͗

／m
ꜣꜥty

前
章
の
側
面
②
で
述
べ
た
よ
う
な
神
的
存
在
と
し
て
の
側
面
を
示
すm

ꜣꜥtı͗

／m
ꜣꜥty

の
明
白
な
記
述
は
︑
古
王
国
時
代
か
ら
中
王
国
時
代
を

通
し
て
少
な
い
︒
先
行
研
究
に
お
い
て
︑
神
的
存
在
と
し
て
のm

ꜣꜥtı͗

の
初
出
は
︑﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
の
呪
文
第
二
六
〇
番
で
あ
る

と
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
記
述
さ
れ
たm

ꜣꜥtı͗

の
記
述
に
は
︑
限
定
符
が
付
記
さ
れ
て
い
な
い
点
や
文
脈
の
不
明
瞭
さ
か
ら
︑﹁
二
柱

の
マ
ア
ト
﹂
女
神
の
初
出
で
あ
る
と
断
定
す
る
点
に
は
議
論
の
余
地
が
残
さ
れ
る①
︒﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
に
お
い
て
も
こ
の
側
面
②
を

古代エジプトの「二柱のマアト」（肥後）
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明
確
に
示
す
事
例
は
少
な
く
︑
テ
キ
ス
ト
の
内
容
か
ら
こ
の
側
面
の
特
徴
を
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
︒
そ
の
一
方
で
︑﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス

ト
﹂
のm

ꜣꜥty

の
語
に
付
記
さ
れ
た
限
定
符
に
は
︑
数
多
く
の
マ
ア
ト
女
神
の
限
定
符
が
記
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
史
料
上
のm

ꜣꜥty

の
記
述
に
付

記
さ
れ
る
女
神
︑
も
し
く
は
女
神
に
関
連
す
る
限
定
符
を
表
�
に
整
理
し
た②
︒

古
王
国
時
代
の
史
料
と
は
対
照
的
に
︑﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
に
記
さ
れ
たm

ꜣꜥty

の
限
定
符
に
は
豊
富
な
種
類
の
限
定
符
が
確
認
さ
れ

る
︒
船
の
限
定
符
を
伴
う
呪
文
第
九
九
五
章
︵
表
�
：
事
例
�
︶
の
事
例
を
除
く
全
て
の
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
上
のm

ꜣꜥty

の
語
に
は
マ

ア
ト
女
神
の
限
定
府
︑
女
性
の
限
定
符
︑
あ
る
い
は
男
神
の
限
定
符
が
付
記
さ
れ
る③
︒
こ
れ
は
︑m

ꜣꜥty

の
語
が
エ
ジ
プ
ト
中
王
国
時
代
に
お

い
て
二
柱
の
神
︑
ま
た
は
マ
ア
ト
女
神
の
姿
を
持
つ
神
格
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
文
脈
上
明
ら
か
に
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
に
関
連
す
る
側
面
②
に
該
当
し
な
いm

ꜣꜥty

の
記
述
に
も
︑
マ
ア
ト
女
神

や
女
性
︑
男
神
の
限
定
符
が
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
①
冥
界
の
神
ソ
カ
ル
に
関
連
す
る
船
と
し
て
の
側
面
を
示
す
表
中
の
事
例

�
︑
�
︑
�
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
男
神
の
限
定
府
と
双
数
︵
も
し
く
はy

の
音
価
︶
を
示
す
二
本
の
ス
ト
ロ
ー
ク
︵

︶
︑
二
柱
の
男
神
︵

︶
︑
マ

ア
ト
女
神
と
双
数
を
示
す
二
本
の
ス
ト
ロ
ー
ク
︵

︶
の
限
定
符
を
伴
う
︒
一
方
で
③
太
陽
神
の
二
隻
の
船
と
し
て
の
側
面
を
示
す
事
例
�
︑

�
に
は
︑
マ
ア
ト
の
羽
を
つ
け
た
ミ
イ
ラ
に
類
似
し
た
記
号
と
二
本
の
ス
ト
ロ
ー
ク
︵
④
︶
︑
二
人
の
女
性
︵

︶
が
付
記
さ
れ
る
︒
ソ
カ
ル

や
太
陽
神
の
船
と
し
てm

ꜣꜥty

が
記
述
さ
れ
る
場
合
は
︑
本
来
で
あ
れ
ば
事
例
�
の
よ
う
に
︑
船
の
限
定
符
が
付
記
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒
実

際
に
︑
古
王
国
時
代
の
史
料
上
で
は
︑
側
面
①
や
③
を
意
味
す
る
語
を
示
すm

ꜣꜥti

の
記
述
の
多
く
に
船
の
記
号
が
使
用
さ
れ
て
い
る
︵
表
�
：

事
例
Ａ
-
Ｅ
︑
Ｈ
-
Ｊ
︶
︒
こ
れ
ら
の
船
の
限
定
府
は
︑
太
陽
神
の
昼
の
船
︵m

ꜥn
ḏ
t

︶
や
夜
の
船
︵m

sk
tt

︶
の
よ
う
な
︑
特
殊
な
聖
船
に
の
み
用
い

ら
れ
る
記
号
で
あ
り
︑m

ꜣꜥti

が
ソ
カ
ル
や
太
陽
神
の
信
仰
に
関
係
す
る
船
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る⑤
︒
し
か
し
︑﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス

ト
﹂
で
は
︑
船
の
限
定
符
は
事
例
�
に
確
認
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
︑
そ
の
他
の
記
述
に
は
︑m

ꜣꜥty

の
語
の
示
す
側
面
に
か
か
わ
ら
ず
︑
マ
ア

ト
女
神
や
神
︑
女
性
の
限
定
符
が
付
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
は
︑
単
純
な
限
定
符
の
﹁
誤
記
﹂
と
し
て
認
識
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
︒
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
葬
祭
文
学
の
多
く
は
︑
同
一
の
呪
文
で
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表� 古王国時代から中王国時代の史料上の mꜣꜥtı͗／mꜣꜥtyの側面と限定符

※ A〜Dの記号は表意文字あるいは省略記号として記述

側面① 下界の神ソカルに関連する一隻の船としての側面

側面② 死者の復活に携わる神的存在としての側面

側面③ 太陽神の二隻の船としての側面

事例番号 史 料 関連する側面 限定符※ テキスト 限定符 テキスト

※

※

※

※

Ａ PS r. II　7 PS

Ｂ PS r. III　6 ①

①

PS

Ｃ PS r. IV　6 ① PS

Ｄ PS r. IV　12 ① PS

Ｅ PS v. V　2 ③（or① PS

Ｆ Pyr.　317a ② ─ W

Ｇ Pyr.　317b ② ─ W

Ｈ Pyr.　1315a ③ P

Ｉ Pyr.　1785b ③ N

Ｊ CG　1403 ①

Ｋ

1

L.　361 ③ Ibi

CT　6, 280b ① P. Gard.

II

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

CT　6, 42a ①

CT　6, 282f ①

P. Gard.

II

B2Bo

B4Bo

S1P
S1 Chass
(S2Ce)

B1Bo

P. Gard.

II

mꜣꜥtの異形（？）

mꜣꜥtの異形（？）

不明瞭

古

王

国

時

代

中

王

国

時

代

CT　6, 282e ②

③

③

CT　5, 250a ②（？）

CT　2, 250b

CT　6, 312o

CT　6, 326p

CT　7, 210o

CT　7, 268a

CT　7, 279c

CT　6, 262g

②（？）

③（？）

B1Bo

B1Bo

B15C

S2Cb

S1Cb

B1C

B1C

B3L

B3L

D1C

古代エジプトの「二柱のマアト」（肥後）
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あ
っ
て
も
書
写
さ
れ
た
史
料
に
よ
っ
て
記
述
内
容
や
語
の
記
述
方
法
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
︒
各
木
棺
資
料
上
の
﹁
コ

フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
に
は
︑
記
述
す
る
テ
キ
ス
ト
の
基
と
な
る
原
本
が
存
在
し
︑
そ
れ
を
書
き
手
︵
書
記
︶
が
木
棺
に
書
き
直
す
作
業
を
経

て
記
述
さ
れ
る
︒
こ
の
書
き
直
し
の
際
︑
書
き
手
に
は
テ
キ
ス
ト
の
内
容
を
木
棺
資
料
上
の
行
数
や
ス
ペ
ー
ス
に
応
じ
て
変
化
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る⑥
︒
こ
の
過
程
で
生
ま
れ
る
記
述
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
︑
原
本
の
理
解
の
誤
り
や
誤
記
と
い
っ
た
﹁
改
悪
﹂
と
し
て
研
究
者
に
受
け
入

れ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た⑦
︒
し
か
し
︑
ウ
ィ
レ
ム
ズ
は
︑
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
必
ず
し
も
こ
れ
ら
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
だ
け
で
な
く
︑
テ
キ

ス
ト
の
意
図
が
よ
り
明
快
に
理
解
さ
れ
る
た
め
の
書
き
手
の
独
自
の
﹁
改
善
﹂
の
結
果
を
示
す
こ
と
も
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
す
る⑧
︒
こ
れ
は
︑

テ
キ
ス
ト
を
木
棺
資
料
に
記
述
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
書
き
手
は
原
本
の
内
容
を
機
械
的
に
書
き
写
し
た
の
で
は
な
く
︑
呪
文
の
内
容
を
自
身
で

解
釈
し
た
う
え
で
記
述
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
各
木
棺
資
料
の
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
上
で
船
の
限
定
符
の
代
わ
り
に
記
述
さ

れ
たm

ꜣꜥty

の
そ
れ
ぞ
れ
の
限
定
符
も
同
様
で
︑
一
概
に
﹁
誤
記
﹂
で
あ
る
と
は
い
え
ず
︑
意
図
的
な
記
述
の
可
能
性
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
︒

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
︑
筆
者
は
古
王
国
時
代
にm

ꜣꜥtı͗

の
認
識
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
︑
本
稿
で
は
そ
の
後
の
﹁
コ
フ
ィ

ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
の
時
代
にm

ꜣꜥty

の
語
に
二
度
目
の
認
識
の
変
化
が
生
じ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
︒
筆
者
は
別
稿
に
お
い
て
︑﹁
パ
レ
ル

モ
・
ス
ト
ー
ン
﹂
と
﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂m

ꜣꜥtı͗
の
記
述
か
ら
︑
最
初
期
の
段
階
に
お
い
て
二
羽
の
隼
を
載
せ
た
﹁
一
隻
の
船
﹂
で

あ
っ
た
同
語
の
認
識
が
﹁
二
隻
の
船
﹂
と
し
て
変
化
し
た
可
能
性
を
提
示
し
た⑨
︒
こ
の
初
期
の
語
の
変
化
に
続
い
て
︑m

ꜣꜥtı͗

／m
ꜣꜥty

の
語
に

新
た
な
認
識
の
変
化
が
生
じ
た
こ
と
が
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
か
ら
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
先
述
の
通
り
︑﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂

が
木
棺
資
料
に
記
述
さ
れ
る
過
程
に
は
︑
原
本
の
編
纂
者
と
︑
そ
れ
を
木
棺
資
料
に
記
述
す
る
書
き
手
の
二
者
の
関
与
が
あ
り
︑
加
え
て
原
本

の
用
意
と
木
棺
の
記
述
と
い
う
二
つ
の
段
階
が
想
定
さ
れ
る⑩
︒
筆
者
は
︑
こ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
の
段
階
に
お
い
て
︑
編
纂
者
も
し
く
は
書
き

手
がm

ꜣꜥty

の
双
数
形
語
尾
の-ty

が
二
つ
の
何
を
表
す
の
か
に
つ
い
て
解
釈
を
迫
ら
れ
た
と
考
え
る
︒﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
と
﹁
パ

レ
ル
モ
・
ス
ト
ー
ン
﹂
に
記
さ
れ
た
事
例
数
が
限
定
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
双
数
形
で
の
表
現
が
古
王
国
時
代
に
お
い
て
エ
ジ
プ
ト
人
の
思
想

8 (382)



に
浸
透
し
て
い
た
か
は
疑
わ
し
い⑪
︒
加
え
て
︑﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
の
時
代
にm

ꜣꜥtı͗

の
語
の
認
識
が
既
に
一
度
変
化
し
て
い
た
こ
と

を
踏
ま
え
れ
ば
︑m

ꜣꜥtı͗

に
関
す
る
一
貫
し
た
共
通
認
識
が
古
王
国
時
代
末
期
に
存
在
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
︒﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂

の
多
く
は
︑
エ
ジ
プ
ト
古
王
国
時
代
の
崩
壊
後
の
第
一
中
間
期
末
期
か
ら
中
王
国
時
代
の
木
棺
資
料
に
記
さ
れ
る
︒
古
王
国
時
代
末
期
か
ら
第

一
中
間
期
の
終
末
期
に
か
け
て
の
約
百
年
の
間
に
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
の
呪
文
の
編
纂
者
は
︑
本
来
ソ
カ
ル
や
太
陽
神
の
船
の
意
味
で

用
い
ら
れ
るm

ꜣꜥtı͗
／m

ꜣꜥty

の
語
を
﹁
二
隻
﹂
の
船
で
は
な
く
︑﹁
二
柱
﹂
の
神
格
と
し
て
認
識
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
コ
フ
ィ
ン
・

テ
キ
ス
ト
﹂
の
時
代
に
お
い
て
︑
マ
ア
ト
が
既
に
真
実
や
正
義
を
司
る
女
神
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
同
史
料
上
に
記
さ
れ
た

マ
ア
ト
女
神
の
限
定
符
の
類
例
数
か
ら
明
ら
か
で
あ
る⑫
︒
ソ
カ
ル
の
船
や
太
陽
神
の
船
を
示
すm

ꜣꜥty

の
語
の
双
数
形
の
含
意
が
正
確
に
伝
え

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
仮
定
す
れ
ば
︑
後
の
時
代
の
原
本
の
編
纂
者
や
テ
キ
ス
ト
の
書
き
手
が
︑m

ꜣꜥty

の
語
の
含
意
を
当
時
既
に
浸
透
し
て

い
た
女
神
で
あ
り
︑
同
じ
音
価
︵m

ꜣꜥt
︶
と
表
記
を
も
つ
マ
ア
ト
女
神
の
数
と
混
同
し
て
認
識
し
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑

文
脈
上
明
ら
か
に
船
と
し
て
の
側
面
を
示
し
な
が
ら
も
︑
船
の
限
定
符
を
伴
わ
ず
に
マ
ア
ト
女
神
や
神
格
の
限
定
符
が
付
記
さ
れ
た
﹁
コ
フ
ィ

ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
上
の
複
数
のm

ꜣꜥty

の
記
述
は
︑
こ
の
よ
う
な
長
い
時
間
を
隔
て
た
宗
教
的
な
語
彙
の
認
識
の
変
化
の
結
果
で
あ
る
と
い
え

よ
う
︒
史
料
や
事
例
数
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
︑
こ
の
解
釈
は
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
上

のm
ꜣꜥty

に
付
記
さ
れ
た
限
定
符
の
傾
向
と
︑
そ
れ
以
前
の
史
料
に
記
さ
れ
た
限
定
符
か
ら
の
変
化
と
も
矛
盾
し
な
い
︒

古
王
国
時
代
か
ら
中
王
国
時
代
に
か
け
て
の
同
様
の
抽
象
概
念
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
は
︑
そ
の
他
の
概
念
に
も
見
受
け
ら
れ
る
︒
ザ
ゴ
は
︑

﹁
冥
界
﹂
を
意
味
す
る
エ
ジ
プ
ト
語d

w
ꜣt

の
概
念
の
形
成
過
程
を
探
究
す
る
た
め
︑﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
と
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス

ト
﹂
のd

w
ꜣt

に
付
記
さ
れ
る
限
定
符
の
相
違
を
確
認
し
た⑬
︒﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
に
は
一
貫
し
て
星
や
天
の
世
界
の
意
味
を
示
す
限

定
符

や

が
付
記
さ
れ
て
い
る
点
に
対
し
︑﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
の
記
述
に
は
こ
れ
ら
の
記
号
に
代
わ
っ
て
︑
家
や
住
居
と
い
っ
た

居
住
の
場
を
示
す
記
号

が
用
い
ら
れ
る
︒
彼
女
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
限
定
符
の
変
化
は
︑
古
王
国
時
代
に
お
い
て
太
陽
や
星
が
存
在
す
る
天
の

領
域
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
たd

w
ꜣt

の
観
念
が
︑
中
王
国
時
代
に
は
死
者
が
復
活
の
た
め
に
通
過
す
る
神
々
の
居
住
地
と
し
て
理
解
さ
れ
る

古代エジプトの「二柱のマアト」（肥後）
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よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
加
え
て
︑
彼
女
は
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
と
一
部
の
﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
の
双
方
が
記

述
さ
れ
た
中
王
国
時
代
の
木
棺
資
料
に
お
い
て
︑﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
のd

w
ꜣt

に
付
記
さ
れ
る
限
定
符

・

の
多
く
も
同
様
に

の
限
定
符
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
い
る⑭
︒
こ
れ
は
︑
木
棺
に
記
述
す
る
前
の
原
本
に
記
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

・

の
限
定
符

が
木
棺
資
料
の
書
き
手
に
よ
っ
て
意
図
的
に

へ
と
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
点
で
注
目
に
値
す
る
︒

ま
た
︑
エ
ジ
プ
ト
語
で
﹁
集
め
る
﹂
を
意
味
す
る
動
詞sꜣḳ

の
限
定
符
に
も
﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
と
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂

の
間
で
特
殊
な
変
化
が
看
取
さ
れ
る
︒
前
者
のsꜣḳ

の
語
に
お
い
て
付
記
さ
れ
る
抱
擁
す
る
両
腕
の
限
定
符

が
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂

の
多
く
の
同
語
に
お
い
て
︑
尾
部
を
内
側
に
曲
げ
た
ワ
ニ
の
限
定
符

へ
と
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
記
号
は
ワ
ニ
の
凶
暴
性

に
由
来
す
る
敵
意
や
攻
撃
性
の
意
味
を
示
す
限
定
符
と
し
て
利
用
さ
れ
︑﹁
集
め
る
﹂
と
い
う
動
詞
の
意
味
と
合
致
し
な
い⑮
︒
ゴ
ー
ル
ド
ワ
ッ

サ
ー
は
︑﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
に
お
け
る
こ
の
ワ
ニ
の
限
定
符
の
利
用
は
︑
オ
シ
リ
ス
神
話
に
お
け
る
ワ
ニ
の
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
に

由
来
す
る
と
指
摘
す
る⑯
︒
ワ
ニ
は
︑
凶
暴
性
を
も
つ
動
物
と
同
時
に
︑
神
話
に
お
い
て
散
乱
し
た
オ
シ
リ
ス
の
骨
を
集
め
︑
復
活
を
援
助
す
る

動
物
と
し
て
も
認
識
さ
れ
て
い
た
︒﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
に
お
け
る
ワ
ニ
の
限
定
符
の
登
場
は
︑
こ
の
ワ
ニ
の
肯
定
的
な
側
面
が
中
王

国
時
代
に
浸
透
し
た
結
果
で
あ
る
と
ゴ
ー
ル
ド
ワ
ッ
サ
ー
は
考
察
す
る⑰
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
︑
古
王
国
時
代
か
ら
第
一
中
間
期
・
中
王
国
時

代
に
お
け
る
思
想
の
変
化
が
限
定
符
に
表
象
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒m

ꜣꜥtı͗

／m
ꜣꜥty

の
限
定
符
も
ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
思

想
の
変
化
を
示
す
一
例
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
のm

ꜣꜥty

の
事
例
は
︑
こ
の
語
を
二
柱
の
女
神
や
神
々
と
す
る
認
識
が
第
一
中
間
期
か
ら
中
王
国
時
代
に
普
及

し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
︒m

ꜣꜥty

を
二
柱
の
神
々
と
し
て
描
写
し
た
事
例
は
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑m

ꜣꜥty

の
語
に
は
積
極

的
に
マ
ア
ト
女
神
や
女
性
︑
男
神
の
限
定
府
が
付
記
さ
れ
て
い
る
︒
な
か
で
も
︑
太
陽
神
や
ソ
カ
ル
の
船
と
し
て
記
さ
れ
た
多
く
のm

ꜣꜥty

の

限
定
府
の
変
化
は
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
︒
古
王
国
時
代
の
﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
で
は
︑
太
陽
神
の
船
と
し
て
刻
ま
れ
たm

ꜣꜥtı͗

の
語
は
︑
太
陽
神
の
日
中
の
船
︵m

ꜥn
ḏ
t

︶
や
夜
の
船
︵m

sk
tt

︶
に
利
用
さ
れ
る
特
徴
的
な
船
の
限
定
府
︵
表
1H

,
I

︶
を
伴
う
︒
し
か
し
︑
文
脈
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上
明
ら
か
に
太
陽
神
や
ソ
カ
ル
の
船
を
示
す
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
上
のm

ꜣꜥty

の
記
述
の
多
く
に
は
︑
船
の
限
定
府
の
代
わ
り
に
男
神

や
マ
ア
ト
女
神
の
限
定
府
が
付
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
原
本
の
編
纂
者
や
木
棺
の
書
き
手
が
︑m

ꜣꜥty

を
船
で
は
な
く
二
柱
の
神
々
や
二

柱
の
マ
ア
ト
女
神
と
し
て
認
識
し
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
︒
以
上
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
︑﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
が
利
用
さ
れ
た

第
一
中
間
期
か
ら
中
王
国
時
代
は
︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
の
思
想
に
お
い
てm

ꜣꜥty

の
語
が
二
柱
の
神
々
や
女
神
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
最

初
期
の
史
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
認
識
が
そ
の
後
の
﹁
死
者
の
書
﹂
で
図
像
化
さ
れ
る
よ
う
な
明
確
な
﹁
二
柱
の
マ
ア

ト
﹂
の
実
際
の
祖
型
と
な
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒

①

呪
文
第
二
六
〇
番
上
のm

ꜣꜥtı͗
の
解
釈
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
︑H

ig
o

20
1
9,

4
4
5
-
4
4
6
お
よ
び
肥
後

2
0
2
0,
2
-
6
を
参
照
︒
筆
者
は
こ
の
呪
文
に
お
け

るm
ꜣꜥtı͗

は
︑
神
的
存
在
で
あ
る
も
の
の
︑﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
と
同
一
の
存
在
で

あ
る
と
断
定
で
き
な
い
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
︒

②

﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
上
のm

ꜣꜥty

の
分
析
と
側
面
の
分
類
︵
表
�
：
事
例

�

-
�
︶
は
肥
後

2
0
1
8を
参
照
︒
呪
文
第
六
五
九
章
の
事
例
︵
表
�
：
事
例
�
︶

に
つ
い
て
は
︑
新
た
な
史
料
の
考
察
を
踏
ま
え
ソ
カ
ル
に
関
連
す
る
側
面
を
示
す

事
例
に
再
分
類
し
た
︵H

ig
o

2
0
1
9,

4
5
1
-
4
5
3︶︒
呪
文
第
四
一
六
章
︑
第
一
四
九

章
の
事
例
︵
表
�
：
事
例
�
︑
�
︶
も
同
様
に
︑
文
脈
の
み
に
基
づ
く
分
類
に
は

議
論
の
余
地
が
残
さ
れ
る
た
め
︑
再
検
討
を
要
す
る
︒

③

C
T

7
2
1
0o.

﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
で
唯
一
船
の
限
定
符
と
と
も
に
記

述
さ
れ
たm

ꜣꜥty

の
事
例
で
あ
る
︒
前
後
の
テ
キ
ス
ト
が
欠
損
し
て
い
る
た
め
船

の
所
有
者
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
三
人
称
単
数
男
性
形
の
接
尾
代
名

詞.f

を
伴
う
点
や
︑
ラ
ー
・
ア
ト
ゥ
ム
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
︑
太
陽
神
の
船
を

指
す
可
能
性
が
あ
る
︵C

T

7,

2
1
0i

︶︒

④

デ
・
バ
ッ
ク
の
記
述
を
確
認
す
る
限
り
で
は
︑
立
て
ら
れ
た
ミ
イ
ラ
の
記
号

︵G
ard

in
er

1
9
5
7,A

5
3:

︶
に
ダ
チ
ョ
ウ
の
羽
根
を
載
せ
た
姿
で
記
さ
れ
る

︵C
T

6,

3
1
2o

︶︒
こ
の
限
定
符
は
数
あ
る
マ
ア
ト
の
限
定
符
の
中
で
も
と
り
わ

け
特
殊
な
記
号
で
あ
り
︑
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
そ
の
他
の
中
王
国
時
代
以
前
の

史
料
上
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
︒
第
二
一
王
朝
の
ネ
ス
カ
パ
シ
ュ
テ
ィ
の
パ
ピ
ル

ス
︵P

.
L

o
u
v
re.

E

17401︶
に
は
︑
こ
の
限
定
符
に
類
似
す
る
図
像
が
確
認
さ

れ
る
︵P

ian
k
o
ff

1957,P
l.

9︶︒

⑤

A
n
th

es

1957.

⑥

W
illem

s

2001,

257.

⑦

L
esk

o

2003,

317.

⑧

W
illem

s

2001,

257.

一
部
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
﹁
改
善
﹂
と
し
て
理
解
す

べ
き
根
拠
と
し
て
︑
ウ
ィ
レ
ム
ズ
は
︑
同
じ
呪
文
の
な
か
で
も
よ
り
明
快
な
テ
キ

ス
ト
を
も
つ
木
棺
資
料
が
︑
難
解
な
テ
キ
ス
ト
の
記
述
を
も
つ
木
棺
資
料
よ
り
も

後
期
に
制
作
さ
れ
た
例
を
挙
げ
て
い
る
︒

⑨

一
度
目
の
認
識
の
変
化
に
つ
い
て
はH

ig
o

2019,

451-454
を
参
照
︒

⑩

原
本
の
編
纂
者
︵co

m
p
o
ser

︶
と
テ
キ
ス
ト
の
書
き
手
︵scrib

e

︶
の
関
係
や
︑

両
者
の
間
で
生
じ
る
テ
キ
ス
ト
の
変
化
に
つ
い
て
はH

u
ssein

2017
に
詳
し
い
︒

⑪

﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
の
七
〇
〇
種
を
超
え
る
呪
文
の
う
ち
︑
明
確
な

m
ꜣꜥtı͗

の
記
述
が
確
認
さ
れ
る
の
は
呪
文
第
二
六
〇
番
︑
第
五
三
九
番
︑
第
六
二

七
番
︑
イ
ビ
王
の
呪
文
︵
第
六
二
七
番
の
異
形
︶
上
の
四
例
の
み
で
あ
る
︒

⑫

例
え
ば
︑C

T

1,

26b,

53c,

106a,

166b,

352d,

353d;
C

T

2,

2
7c,

1
39a,
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13
9b,

1
4
8a,

1
4
8b,

1
4
9c;

C
T

3,

6a,

6b,

1
1
2j,

3
2
6g,

3
2
7b;

C
T

4,

21c,

21e,

87j,

9
0j,

1
7
0a,

2
5
4a;

C
T

5,

3
5m,

1
5
9f,

1
9
6d,

2
6
9b;

C
T

6,

6
7k,

88d,

100a,
12
9b,

1
5
3f,

1
6
5e;

C
T

7,

2
5
4c,

2
7
0b,

3
7
5c,

4
0
1b,

4
8
5b

︒m
ꜣꜥt

が
女
神
で
は

な
く
﹁
正
義
﹂
や
﹁
秩
序
﹂
の
抽
象
概
念
と
し
て
描
写
さ
れ
る
際
に
も
マ
ア
ト
女

神
の
限
定
符
は
頻
繁
に
付
記
さ
れ
る
︒
一
方
で
﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
の

m
ꜣꜥt

に
関
連
す
る
い
ず
れ
の
事
例
に
も
女
神
や
男
神
︑
女
性
の
限
定
符
は
見
受
け

ら
れ
な
い
︒

⑬

Z
ag

o

2017.

⑭

Z
ag

o

2017,

213.

⑮

B
o
rg

h
o
u
ts

2010,

73.

⑯

G
o
ld

w
asser

1995,

103-106.

⑰

G
o
ld

w
asser

1995,

105.

�

﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
実
体

前
章
で
は
︑
中
王
国
時
代
ま
で
に
既
にm

ꜣꜥty

が
二
柱
の
神
々
︑
あ
る
い
は
マ
ア
ト
女
神
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒

本
章
で
はm

ꜣꜥty

を
形
成
す
る
二
柱
の
神
々
の
実
体
の
解
明
を
試
み
る
︒

字
義
通
り
に
解
釈
す
れ
ば
︑m

ꜣꜥty

は
マ
ア
ト
女
神
の
双
数
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
ま
さ
し
く
マ
ア
ト
女
神
が
二
柱
存
在
す
る
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
︒
新
王
国
時
代
以
降
の
図
像
資
料
は
実
際
に
︑
二
柱
の
マ
ア
ト
を
同
じ
外
見
上
の
特
徴
を
も
つ
二
柱
の
女
神
と
し
て
描
写
し
て
い

る
︵
図
�①
︶
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
一
方
で
︑﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
図
像
に
は
︑
同
一
の
女
神
と
異
な
る
神
々
の
一
組
と
し
て
描
写
さ
れ
る

事
例
も
数
多
く
確
認
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
通
常
は
二
柱
の
同
一
の
女
神
と
し
て
描
写
さ
れ
る
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
が
︑
し
ば
し
ば
一
柱
の
マ
ア

ト
女
神
と
一
柱
の
男
神
の
一
組
と
し
て
描
写
さ
れ
る②
︒
ま
た
︑
マ
ア
ト
女
神
と
︑
頭
が
女
性
で
は
な
く
︑
巨
大
な
一
枚
の
マ
ア
ト
の
羽
根
と
な

っ
た
女
神
と
の
組
み
合
わ
せ③
や
︑
頭
に
一
枚
の
羽
根
を
載
せ
た
マ
ア
ト
女
神
と
二
枚
の
羽
根
を
載
せ
た
マ
ア
ト
女
神
の
組
み
合
わ
せ④
の
よ
う
な

特
徴
的
な
図
像
で
描
写
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
図
像
の
多
様
性
は
︑﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
が
同
じ
性
質
を
も
つ
二
柱
の
マ
ア
ト
女
神
の
組
み
合

わ
せ
で
は
な
く
︑﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
と
呼
ば
れ
る
神
々
が
一
組
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

多
様
な
図
像
で
描
写
さ
れ
た
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
実
体
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
に
様
々
な
意
見
が
提
示
さ
れ
て
き
た
︒
最
初
期
の
研
究

に
遡
れ
ば
︑
ブ
リ
ー
カ
ー
は
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
実
体
を
そ
れ
ぞ
れ
生
と
死
の
マ
ア
ト
女
神
と
し
て
い
る⑤
︒
一
方
で
ヨ
ヨ
ッ
テ
は
︑﹁
二
柱
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図� 「アムドゥアト書」

第一時に描かれた

｢二柱のマアト」

(Higo 2019, Fig. 1)

の
マ
ア
ト
﹂
を
太
陽
と
月
の
隠
喩
で
あ
る
と
し
︑
シ
ー
バ
ー
は
二
柱
の
マ
ア
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
日
中
の
太
陽
の
船
と
夜
の
太
陽
の
船
を
案
内
す
る

役
割
を
も
つ
女
神
と
述
べ
る⑥
︒
い
ず
れ
の
研
究
者
も
自
身
の
仮
説
を
支
持
す
る
論
拠
を
提
示
し
て
お
り
︑
各
見
解
に
明
確
な
問
題
点
は
見
受
け

ら
れ
な
い⑦
︒
こ
れ
は
︑﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
が
古
代
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
多
様
な
神
々
の
姿
で
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
ら

れ
る
︒

で
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
解
釈
の
多
様
性
は
ど
こ
か
ら
発
展
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
の
解
釈
の
論
拠
も
﹁
死
者
の

書
﹂
の
図
像
を
は
じ
め
と
す
る
新
王
国
時
代
以
降
の
史
料
の
内
容
に
依
拠
し
て
お
り
︑
中
王
国
時
代
以
前
の
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
実
体
は
こ

れ
ま
で
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
中
王
国
時
代
以
前
の
史
料
に
遡
る
考
察
は
︑
多
様
な
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
姿
の
根
源
を

探
る
う
え
で
重
要
な
課
題
と
な
る
︒
こ
の
課
題
を
う
け
︑
本
章
で
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
上
で
描
写
さ
れ
た
神
々
の

習
合
関
係
に
注
目
す
る
︒

古
代
エ
ジ
プ
ト
の
宗
教
で
は
︑
習
合
︵S

y
n
cretism

︶
と
呼
ば
れ
る
一
柱
の
神
が
そ
の
他
の
神
と
同
一
視
さ
れ
る
現
象
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら

れ
る⑧
︒
例
え
ば
︑
ラ
ー
︵R

ꜥ

︶
と
ア
ト
ゥ
ム
︵I͗tm
︶
は
ラ
ー
・
ア
ト
ゥ
ム
︵R

ꜥ-I͗tm

︶
と
し
て
︑
プ
タ
ハ
︵P

tḥ

︶
と
ソ
カ
ル
︵S

k
r

︶
は
プ
タ
ハ
・

ソ
カ
ル
︵P

tḥ
-S

k
r

︶
と
し
て
現
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
習
合
関
係
は
︑
神
々
の
名
前
の
並
記
だ
け
で
な
く
︑﹁
オ
シ
リ
ス
が
ラ
ー
と
し
て
現
れ
た
﹂

と
い
う
よ
う
な
神
々
の
同
一
関
係
を
示
す
文
章
表
現
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る⑨
︒
古
王
国
時
代
と
中
王
国
時
代
の
史
料
に
は
︑﹁m

ꜣꜥty

は
～
で

あ
る
﹂
や
﹁
～
はm

ꜣꜥty

で
あ
る
﹂
と
い
っ
た
明
確
な
習
合
関
係
を
示
す

記
述
は
見
受
け
ら
れ
な
い
︒
そ
の
一
方
で
︑
単
数
形
で
示
さ
れ
たm

ꜣꜥt

の

記
述
に
目
を
向
け
る
と
︑﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
の
い
く
つ
か
の
呪

文
の
中
でm

ꜣꜥt

が
そ
の
他
の
神
や
神
的
存
在
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
れ
ら
のm

ꜣꜥt

の
事
例
は
︑m

ꜣꜥt

が
別
の
性
格
を

も
つ
神
的
存
在
と
対
と
な
る
関
係
︵
対
関
係
︶
を
形
成
し
︑
か
つ
他
の
二

古代エジプトの「二柱のマアト」（肥後）
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種
の
神
的
存
在
が
形
成
す
る
対
関
係
と
同
一
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁m

ꜣꜥt

・A

﹂
=﹁B

・C

﹂
の
よ
う
な
関
係
を

形
成
し
て
お
り
︑
前
者
の
対
関
係
か
ら
な
る
一
組
が
︑﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
内
容
を
示
唆
す
る
可
能
性
が
推
察
さ
れ
る
︒
ア
ル
テ
ン
ミ
ュ

ラ
ー
は
︑﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
に
お
け
る
習
合
研
究
の
な
か
で
︑
こ
れ
ら
の
﹁m

ꜣꜥt

・A

﹂
＝
﹁B

・C

﹂
の
描
写
が
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂

と
そ
の
他
の
神
的
存
在
と
の
習
合
関
係
を
示
す
事
例
で
あ
る
と
論
じ
た⑩
︒
以
下
︑
こ
の
論
考
を
参
考
と
し
て
呪
文
の
解
釈
と
翻
訳
を
通
し
て
マ

ア
ト
女
神
と
そ
の
他
の
神
的
存
在
と
の
習
合
関
係
を
整
理
し
て
い
き
た
い
︒

事
例
︵
ｉ
︶

呪
文
第
八
十
章

C
T

2,

27d~

32j,
[B

1C]

27[d
]

ı͗
ḥ
ḥ

8ı͗[p
]w

⑪

m
ḥ
ḥ

n
ḥ
ḥ

[e
]

šn
n
w

p
t

m
ꜥw

y
.sn

28[a]
sꜣḳ

w
p
t

ꜣk
r

n
G

b
[b

]
m

s.n
ṯn

Š
w

m
ḥ
ḥ
w

m
n
w

m
tn

m
w

m
k
k
w

[c
]

ı͗p
.f

ṯn
n

G
b

N
w

t
[d

]
sk

Š
w

m
n
ḥ
ḥ

T
fn

t
m

ḏ
t

[e
]

N
b
ꜣ

p
w

n
Š

w

29[e]

⑫m
sw

.n
I͗tm

[f
]

ḥ
b
s.ı͗

p
w

ṯꜣw
n

ꜥn
ḫ

[g
]

p
r

n
[.ı͗] ⑬

ḥ
ꜣ.ı͗

m
r

n
I͗tm

[h
]

w
b
ꜣ

n
[.ı͗]

ṯꜣw
w

30[a]
ḥ
r

w
ꜣt.ı͗

[b
]

N
ı͗r

sšp
p
t

m
-ḫ

t
k
k
w

[c
]

ı͗n
m

.ı͗
p
w

ꜥꜣb
ṯꜣw

w
p
r

ḥ
r-sꜣ.ı͗

[d
]

m
r

n
I͗tm

[e
]

rḏ
w

.ı͗
p
w

ḳ
rr

n
p
t

[f]
ı͗d

t.ı͗
p
w

n
šn

ı͗ḫ
ḫ
w

31[a]
ı͗w

ꜣw
n

p
t

tn
n

n
m

tt.ı͗
ı͗w

w
sḫ

n
tꜣ

p
n

n
g
rg

t.ı͗
[b

]N
ḳ
m

ꜣw
I͗tm

[c
]

ı͗w
[.f] ⑭r

st
n
t

ḏ
t

[d
]

N
p
w

n
ḥ
ḥ

m
sw

ḥ
ḥ
w

[e
]

w
ḥ
m

w
ı͗šš

n
I͗tm

[f]
p
r

m
r.f

d
ı͗.f

ḏ
rı͗t.f

32[a]
ꜣb

t.f
r

sḫ
rt ⑮n

tꜣ
[b

]
ḏ
d
.ı͗n

I͗tm
sꜣt.ı͗

p
w

ꜥn
ḫ
t

T
fn

t
[c

]
w

n
n
.s

ḥ
n
ꜥ

sn
.s

Š
w

[d
]

ꜥn
ḫ

rn
.f

[e
]

m
ꜣꜥt

rn
.s

[f
]

ꜥn
ḫ
.ı͗

ḥ
n
ꜥ

sꜣty
.ı͗

ꜥn
ḫ
.ı͗

ḥ
n
ꜥ

ṯꜣty
.ı͗

[g
]

ı͗sk
w

ı͗
m

ḥ
r-ı͗b

.sn
y

[h
]

⑯w
ꜥt.sn

y
r

sꜣ.ı͗
w

ꜥt.sn
y

r
ẖ
t.ı͗

[i]
sḏ

r
ꜥn

ḫ
ḥ
n
ꜥ

sꜣt
[.i] ⑰

m
ꜣꜥt

[j]w
ꜥt

m
-ẖ

n
w

.ı͗
w

ꜥt
h
ꜣ.ı͗

お
お
︑
真
の
混
沌
の
神
々
で
あ
る⑱
こ
れ
ら
の
八
柱
の
混
沌
の
神
々
よ
！
自
ら
の
両
腕
に
よ
っ
て
天
を
取
り
囲
む
者
た
ち
︑
ア
ケ
ル⑲
と
地
を
ゲ
ブ
の
た
め
に

結
び
つ
け
る
者
た
ち
よ
︑
シ
ュ
ー
は
混
沌
︑
原
初
の
水
︑
闇
︵tn

m
w

︶︑
そ
し
て
暗
闇
︵k

k
w

︶
の
中
で
汝
ら
を
生
み
出
し
た
︑
シ
ュ
ー
がn

ḥ
ḥ

の
永
遠
で

あ
り
︑
テ
フ
ヌ
ー
ト
がḏ

t

の
永
遠
で
あ
る
時
に
︑
彼
︵
シ
ュ
ー
︶
が
汝
ら
に
ゲ
ブ
と
ヌ
ー
ト
を
割
り
当
て
る
た
め
に
︒N

︵
呪
文
の
所
有
者
︶
は
ア
ト
ゥ
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ム
が
生
み
出
し
た
シ
ュ
ー
の
バ
ー
で
あ
る
︒
私⑳
の
衣
服
は
︑﹇
私
﹈
の
た
め
に
ア
ト
ゥ
ム
の
口
か
ら
私
の
周
囲
に
出
て
き
た
︑
そ
し
て
﹇
私
﹈
の
た
め
に
私

の
道
の
上
で
息
を
開
い
た㉑
生
命
の
空
気
で
あ
る
︒N

は
︑
暗
闇
の
後
に
天
の
光
を
作
る
者
で
あ
る
︒
ア
ト
ゥ
ム
の
口
か
ら
私
の
後
ろ
に
出
て
き
た
息
は
︑

私
に
と
っ
て
望
ま
し
い
肌
︵
？㉒
︶
で
あ
る
︒
空
の
嵐
は
私
の
体
の
流
出
物
で
あ
り
︑
嵐
の
薄
暗
い
雲㉓
は
︑
私
の
汗
で
あ
る
︒
こ
の
天
の
長
さ
は
︑
私
の
歩

幅
に
属
し
︑
大
地
の
広
さ
は
私
の
敷
地
に
属
す
る
︒N

は
ア
ト
ゥ
ム
が
創
り
出
す
者
で
あ
り
︑
彼
はḏ

t

の
永
遠
の
座
に
向
か
っ
て
い
る
︒N

は
混
沌
の

神
々
を
生
み
出
し
たn

ḥ
ḥ

の
永
遠
で
あ
り
︑
ア
ト
ゥ
ム
の
唾
液
が
繰
り
返
し
た
者
で
あ
り
︑
彼
︵
ア
ト
ゥ
ム
︶
が
彼
の
手
を
置
い
た
時
に
出
て
き
た
者
で

あ
る
︒
彼
の
唾
液
︵
？㉔
︶
は
大
地
へ
と
落
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒

そ
し
て
ア
ト
ゥ
ム
は
言
っ
た
︒﹁
テ
フ
ヌ
ー
ト
は
私
の
生
け
る
娘
で
あ
り
︑
彼
女
は
彼
の
兄
シ
ュ
ー
と
と
も
に
あ
る
だ
ろ
う
︒
彼
の
名
前
は
﹃
生
命
﹄
で

あ
り
︑
彼
女
の
名
前
は
﹃
マ
ア
ト
﹄
で
あ
る
︒
私
は
私
の
双
子
と
と
も
に
生
き
︑
私
は
私
の
二
人
の
子
ら
と
と
も
に
生
き
る
だ
ろ
う
︑
私
が
彼
ら
の
中
央

に
位
置
し
︑
彼
ら
の
一
人
は
私
の
背
後
に
︑
彼
ら
の
一
人
は
正
面㉕
に
い
る
時
に
︒﹃
生
命
﹄
は
︵
私
の
︶
娘
﹃
マ
ア
ト
﹄
と
と
も
に
夜
を
過
ご
す
だ
ろ
う
︑

一
人
は
私
の
内
部
に
︑
も
う
一
人
は
私
の
周
囲
に
い
る
時
に㉖
︒﹂

﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
呪
文
第
八
十
章
は
︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
伝
統
的
な
ヘ
リ
オ
ポ
リ
ス
の
創
世
神
話
に
密
接
に
関
わ
る
呪
文
で
あ
る
︒

こ
の
神
話
は
創
造
神
ア
ト
ゥ
ム
の
出
現
を
宇
宙
の
創
造
の
始
ま
り
と
す
る
︒
唯
一
の
神
と
し
て
原
初
の
丘
か
ら
出
現
し
た
ア
ト
ゥ
ム
は
︑
自
慰

や
自
ら
の
唾
液
に
よ
っ
て
大
気
の
神
シ
ュ
ー
と
湿
気
の
女
神
テ
フ
ヌ
ー
ト
を
生
み
出
す
︒
そ
の
後
シ
ュ
ー
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
が
交
わ
り
大
地
の
神

と
ゲ
ブ
と
天
の
女
神
ヌ
ウ
ト
を
生
み
出
し
世
界
の
創
造
が
な
さ
れ
る
︒
呪
文
七
五
章
か
ら
第
八
十
章
は
︑
こ
の
よ
う
な
エ
ジ
プ
ト
の
創
世
神
話

を
描
写
し
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
神
話
的
な
内
容
か
ら
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
の
呪
文
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
特
徴
的
な
呪
文
に
位
置
づ
け

ら
れ
る㉗
︒
長
大
な
呪
文
で
あ
る
た
め
︑
本
論
説
で
は
呪
文
の
冒
頭
部
分
か
ら
マ
ア
ト
に
関
す
る
描
写
を
示
す
範
囲
の
翻
訳
の
提
示
に
留
め
る㉘
︒

呪
文
の
内
容
は
︑
混
沌
の
神
々
へ
の
呼
び
か
け
に
は
じ
ま
り
︑
呪
文
の
所
有
者
は
大
気
の
神
シ
ュ
ー
に
つ
い
て
語
る
︒
シ
ュ
ー
は
︑
混
沌
の

神
々
を
創
り
出
し
︑
ゲ
ブ
と
ヌ
ー
ト
︑
つ
ま
り
大
地
と
天
に
割
り
当
て
た
︵C

T

2,

28b-c
︶
︒
こ
の
よ
う
な
シ
ュ
ー
の
重
要
性
を
述
べ
た
後
︑
死

古代エジプトの「二柱のマアト」（肥後）
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者
は
自
身
を
シ
ュ
ー
の
バ
ー
︵
霊
魂
の
一
種㉙
︶
で
あ
る
と
宣
言
す
る
︒
自
身
の
体
に
由
来
す
る
事
物
︵
流
出
物
・
汗
︶
を
嵐
や
暗
雲
と
同
一
視
し

︵C
T

2,

3
0e-f

︶
︑
死
者
は
シ
ュ
ー
の
バ
ー
で
あ
る
自
ら
を
﹁
ア
ト
ゥ
ム
が
創
り
出
し
た
者
﹂
と
称
し
︵C

T

2,

3
1b

︶
︑
ア
ト
ゥ
ム
の
自
慰
に
よ

っ
て
発
生
し
た
神
で
あ
る
と
述
べ
る
︵C

T

2,

31e-

32a

︶
︒
世
界
の
創
造
が
死
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
後
︑
ア
ト
ゥ
ム
に
よ
る
発
言
が
な
さ
れ
る
︒

そ
こ
で
ア
ト
ゥ
ム
は
︑
彼
が
生
み
出
し
た
二
柱
の
神
々
︑
シ
ュ
ー
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
に
の
本
質
を
語
っ
て
い
る
︒

テ
フ
ヌ
ー
ト
は
私
の
生
け
る
娘
で
あ
り
︑
彼
女
は
彼
の
兄
シ
ュ
ー
と
と
も
に
あ
る
だ
ろ
う
︒
彼
の
名
前
は
﹃
生
命
﹄
で
あ
り
︑
彼
女
の
名
前
は
﹃
マ
ア
ト
﹄

で
あ
る
︒
私
は
私
の
双
子
と
と
も
に
生
き
︑
私
は
私
の
二
人
の
子
ら
と
と
も
に
生
き
る
だ
ろ
う
︵C

T

2,

32b-e

︶︒

こ
の
文
章
に
お
い
て
︑
シ
ュ
ー
は
そ
の
名
を
﹁
生
命
﹂︵ꜥn

ḫ

︶
と
呼
ば
れ
︑
そ
れ
と
対
を
な
す
テ
フ
ヌ
ー
ト
は
﹁
マ
ア
ト
﹂
の
名
を
持
つ
こ

と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
で
マ
ア
ト
は
女
神
と
し
て
テ
フ
ヌ
ー
ト
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
続
く
文
章
で
も
︑
マ
ア

ト
女
神
は
テ
フ
ヌ
ー
ト
︑
つ
ま
り
ア
ト
ゥ
ム
の
娘
と
し
て
言
及
さ
れ
る
︵C

T

2,

32e

︶
︒
さ
ら
に
マ
ア
ト
と
同
一
視
さ
れ
る
テ
フ
ヌ
ー
ト
と
シ

ュ
ー
の
関
係
に
目
を
向
け
る
と
︑
テ
キ
ス
ト
の
前
半
部
分
に
お
い
て
シ
ュ
ー
がn

ḥ
ḥ

の
永
遠
︑
テ
フ
ヌ
ー
ト
がḏ

t

の
永
遠
と
あ
る
よ
う
に
︑

二
者
の
対
関
係
も
確
認
さ
れ
る
︒︵C

T

2,

28d

︶
︒
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
二
種
類
の
永
遠
は
︑
い
ず
れ
も
古
代
エ
ジ
プ
ト
宗
教
に
お
け
る
時
間
の

概
念
で
あ
る㉚
︒n

ḥ
ḥ

は
通
常
︑
繰
り
返
し
回
帰
す
る
と
同
時
に
変
化
し
続
け
る
動
的
な
永
遠
で
あ
り
︑
日
々
繰
り
返
さ
れ
る
太
陽
の
運
行
と
関

連
づ
け
ら
れ
︑
現
世
に
お
け
る
時
間
の
観
念
と
し
て
理
解
さ
れ
る
︒
対
し
てḏ

t

の
概
念
は
︑
変
化
の
な
い
静
的
な
永
遠
で
あ
り
︑
冥
界
に
お

け
る
時
間
の
観
念
に
相
当
す
る
︒
こ
の
呪
文
の
な
か
で
︑
シ
ュ
ー
がn

ḥ
ḥ

と
︑
テ
フ
ヌ
ー
ト
がḏ

t

の
永
遠
の
観
念
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
か

ら
︑
シ
ュ
ー
が
現
世
︑
テ
フ
ヌ
ー
ト
が
死
後
の
世
界
と
の
関
連
を
持
つ
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
こ
の
相
関
関
係
は
シ
ュ
ー
がn

ḥ
ḥ

の
永
遠
と
同

一
関
係
に
あ
り
な
が
ら
﹁
生
命
﹂
の
名
前
を
持
つ
点
か
ら
も
強
調
さ
れ
る
︒
死
の
側
面
を
示
すḏ

t

の
永
遠
と
同
一
視
さ
れ
た
テ
フ
ヌ
ー
ト
女

神
が
﹁
マ
ア
ト
﹂
の
名
を
持
つ
理
由
に
つ
い
て
は
︑
続
く
三
例
の
検
討
と
併
せ
て
考
察
す
る
︒
事
例
︵
ⅰ
︶
の
描
写
を
整
理
す
る
と
︑
マ
ア
ト
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に
関
し
て
下
図
の
よ
う
な
相
関
関
係
が
見
出
さ
れ
る
︒

こ
れ
ら
の
相
関
関
係
︑
つ
ま
り
﹁
シ
ュ
ー
＝
生
命
＝n

ḥ
ḥ

﹂
と
﹁
テ
フ
ヌ
ー
ト
＝
マ
ア
ト
＝ḏ

t

﹂

の
関
係
は
︑
同
呪
文
に
お
け
る
別
の
場
面
で
も
再
び
強
調
さ
れ
る
︒
創
造
神
で
あ
る
ア
ト
ゥ
ム
と

原
初
の
水
と
の
対
話
の
な
か
で
︑
原
初
の
水
は
ア
ト
ゥ
ム
に
次
の
よ
う
に
語
る
：

sn
sꜣt.k

m
ꜣꜥt

d
ı͗

n
.k

s(y
)

r
fn

d
.k

ꜥn
ḫ

ı͗b
.k

n
ḥ
r.sn

r.k
sꜣt.k

p
w

m
ꜣꜥt

h
n
ꜥ

sꜣ.k
Š

w
ꜥn

ḫ
rn

.f
w

n
m

.k
m

sꜣt.k
m

ꜣꜥt
ı͗n

sꜣ.k
Š

w
ṯs.f

ṯw

汝
の
娘
﹁
マ
ア
ト
﹂
に
口
づ
け
を
せ
よ
︑
彼
女
を
汝
の
鼻
に
置
け
︑
汝
の
心
が
生
き
る
た
め
に
！
彼
ら

は
汝
か
ら
離
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
汝
の
娘
マ
ア
ト
と
汝
の
息
子
シ
ュ
ー
︑
そ
の
名
を
﹁
生

命
﹂
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
汝
が
食
物
と
す
る
の
は
︑
汝
の
娘
マ
ア
ト
で
あ
る
︒
汝
を
引
き
上
げ
る
の

は
汝
の
子
シ
ュ
ー
で
あ
る
︵C

T

2,

35c-h

︶︒

ア
レ
ン
は
︑
こ
の
呪
文
に
お
け
る
マ
ア
ト
の
記
述
を
マ
ア
ト
女
神
で
は
な
く
︑
抽
象
概
念
と
し

て
解
釈
し
て
い
る㉛
︒
し
か
し
︑
マ
ア
ト
が
テ
フ
ヌ
ー
ト
と
同
一
視
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
︑
度
々
ア

ト
ゥ
ム
の
娘
と
し
て
直
接
的
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
こ
で
の
マ
ア
ト
は
女
神
と
し
て
描
写

さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う㉜
︒
創
造
神
で
あ
る
ア
ト
ゥ
ム
の
二
人
の
子
と
し
て
現
れ
た

シ
ュ
ー
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
は
︑
そ
の
他
の
神
的
存
在
と
対
関
係
を
形
成
に
あ
っ
た
こ
と
が
次
の
事
例

に
お
い
て
示
さ
れ
る
︒

古代エジプトの「二柱のマアト」（肥後）
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事
例
︵
ⅱ
︶

呪
文
第
六
〇
七
章

C
T

6,

220o~

220r
[L

2Li]

22
0

[o
]

ı͗r
r

(ı͗)t.k
m

-ẖ
n
w

g
m

w
t

[p
]

ı͗w
.f

r.ṯ
ı͗rt

Ḥ
r

ı͗w
.ṯ

r.f
ı͗rt

Ḥ
r

[q
]

ı͗rt.k
ı͗m

n
t

m
m

sk
tt

ı͗rt.k
ı͗ꜣb

t
m

m
ꜥn

ḏ
t [r]

ı͗rty
.k

[Ḥ
r] ㉝

p
rt

m
I͗tm

Š
w

p
w

ḥ
n
ꜥ

T
fn

w
t

衰
弱
の
中
に
い
る
汝
︵
＝
ホ
ル
ス
︶
の
父
親
に
対
し
て
危
害
を
加
え
る
者
︑
彼
は
汝
に
敵
対
す
る
だ

ろ
う
︑
ホ
ル
ス
の
目
よ
！
汝
は
彼
に
敵
対
す
る
だ
ろ
う
︑
ホ
ル
ス
の
目
よ
！
汝
の
右
目
はm

sk
tt

の
船

で
あ
り
︑
汝
の
左
目
はm

ꜥn
ḏ
t

の
船
で
あ
る
︒
ア
ト
ゥ
ム
よ
り
出
て
き
た
汝
の
両
目
︑﹇
ホ
ル
ス
﹈
よ
！

そ
れ
は
シ
ュ
ー
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
で
あ
る
︒

﹁
ホ
ル
ス
の
目
﹂
を
死
者
が
手
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
呪
文㉞
の
な
か
で
︑﹁
ホ
ル
ス
の
目
﹂︑

﹁
テ
フ
ヌ
ー
ト
・
シ
ュ
ー
﹂︑﹁m

sk
tt

の
船
・m

ꜥn
ḏ
t

船
﹂
の
三
組
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
︒
は
じ

め
に
︑
ホ
ル
ス
の
右
目
はm

sk
tt

の
船
︑
左
目
がm

ꜥn
ḏ
t

の
船
と
同
一
視
さ
れ
る
︒﹁
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
や
︑﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂︑﹁
死
者
の
書
﹂
と
い
っ
た
数
多
く
の
葬
祭
文

学
に
示
さ
れ
る
通
り
︑m

sk
tt

は
太
陽
神
が
冥
界
を
航
行
す
る
た
め
の
船
︑m

ꜥn
ḏ
t

は
日
中
に
空
を

航
行
す
る
た
め
の
船
と
し
て
登
場
す
る
︒
右
を
意
味
す
るı͗m

n
と
左
を
意
味
す
るı͗ꜣb

は
︑
同
時

に
死
後
の
世
界
と
現
世
を
暗
示
す
る
西
と
東
を
意
味
し
︑
そ
の
右
目
が
死
後
の
世
界
︑
左
目
が
現

世
に
関
連
す
る
こ
と
を
示
す
︒
そ
の
後
︑
ホ
ル
ス
の
両
目
は
︑
ア
ト
ゥ
ム
か
ら
生
ま
れ
た
シ
ュ
ー

と
テ
フ
ヌ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
︒
シ
ュ
ー
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
が
両
目
の
い
ず
れ
に
相
当

す
る
か
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
先
の
事
例
︵
ｉ
︶
に
見
た
よ
う
に
︑
シ
ュ
ー
が
現

世
の
側
面
︑
テ
フ
ヌ
ー
ト
が
死
後
の
世
界
の
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
左
目
が
シ
ュ
ー
︑
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右
目
が
テ
フ
ヌ
ー
ト
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
呪
文
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
︑
下
図
の
よ
う
な
関
係
が
見
い
だ

さ
れ
る
︒

シ
ュ
ー
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
の
一
組
や
︑m

ꜥn
ḏ
t

の
船
とm

sk
tt

の
船
の
一
組
が
︑
神
々
の
神
聖
な
目
と
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
は
︑
以
下
の
二
例

の
記
述
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
︒

事
例
︵
ⅲ
︶

呪
文
第
五
三
一
章

C
T

6,

123i~

124e
[M

36C]

12
3[i]

ı͗w
ḥ
ḏ
t.k

m
Ḏ

h
w

ty
[
j]

w
p
t.k

m
W

p
-w

ꜣw
t

[k
]

ı͗w
ꜥn

ḥ
w

y
.k

m
p
sḏ

ty

12
4[a

]
ı͗w

ı͗rty
.k

[m
] ㉟

m
sk

tt
ḥ
n
ꜥ

m
ꜥn

ḏ
t

[b
]

㊱ı͗w
ꜥn

ḥ
w

y
.k

m
p
sḏ

ty
[c

]
w

p
t.k

m
W

p
-w

ꜣw
t

[d
]

sw
ty

.k
m

ꜣst
ḥ
n
ꜥ

N
b
t-ḥ

w
t

[e
]

㊲m
ḳ
ḥ
ꜣ.k

m
D

w
n
-ꜥn

w
y

㊳

汝
︵
＝
呪
文
の
所
有
者
︶
の
白
冠
は
ト
ー
ト
で
あ
る
︒
汝
の
頭
は
ウ
プ
ウ
ア
ウ
ト
で
あ
る
︒
汝
の
両
眉
毛
は
二
柱
の
九
柱
神㊴
で
あ
る
︒
汝
の
両
目
はm

sk
tt

の
船
とm

ꜥn
ḏ
t

の
船
で
あ
る
︒
汝
の
両
眉
毛
は
二
柱
の
九
柱
神
で
あ
る
︒
汝
の
頭
は
ウ
プ
ウ
ア
ウ
ト
で
あ
る
︒
汝
の
髪
の
両
房
は
イ
シ
ス
と
ネ
フ
テ
ィ
ス

で
あ
る
︒
汝
の
後
頭
部
は
ド
ウ
ン
ア
ン
ウ
ィ
で
あ
る
︒

事
例
︵
ⅳ
︶

呪
文
第
七
六
一
章

C
T
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汝
︵
＝
呪
文
の
所
有
者
︶
が
生
ま
れ
た
の
は
︑
汝
が
あ
ら
ゆ
る
神
と
し
て
完
成
し
た
時
な
の
で
あ
る
︒
汝
の
頭
は
ラ
ー
で
あ
る
︒
汝
の
顔
は
ウ
プ
ウ
ア
ウ

ト
で
あ
る
︒
汝
の
鼻
は
ジ
ャ
ッ
カ
ル
で
あ
る
︒
汝
の
両
唇
は
二
人
の
子㊶
で
あ
る
︒
汝
の
両
耳
は
イ
シ
ス
と
ネ
フ
テ
ィ
ス
で
あ
る
︒
汝
の
両
目
は
︑
ア
ト
ゥ

ム
の
双
子
で
あ
る
︒
汝
の
舌
は
ト
ー
ト
で
あ
る
︒
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呪
文
第
五
三
一
章
︵
事
例
ⅲ
︶
と
呪
文
第
七
六
一
章
︵
事
例
ⅳ
︶
で
は
︑
神
的
存
在
と
死
者
も
し

く
は
神
の
肉
体
と
の
同
一
視
が
描
写
さ
れ
る
︒

第
五
三
一
章
で
は
︑
死
者
の
復
活
に
密
接
に
関
係
す
る
神㊷
に
つ
い
て
︑
そ
の
偉
大
さ
を
示
す
た

め
に
種
々
の
神
的
存
在
と
の
同
一
関
係
が
語
ら
れ
る㊸
︒
こ
の
神
の
名
は
呪
文
中
で
明
示
さ
れ
て
い

な
い
が
︑
お
そ
ら
く
オ
シ
リ
ス
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る㊹
︒
こ
の
神
の
目
は
︑
事
例
︵
ⅱ
︶
と
同
様

の
表
現
でm

ꜥn
ḏ
t

の
船
とm

sk
tt

の
船
と
同
一
視
さ
れ
る
︒

呪
文
第
七
六
一
章
の
題
目
や
冒
頭
部
の
内
容
は
︑
こ
の
呪
文
が
死
者
と
同
一
視
さ
れ
た
オ
シ
リ

ス
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る㊺
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
事
例
に
お
け
る
﹁
汝

の
両
目
﹂
は
︑
死
後
の
復
活
が
望
ま
れ
た
オ
シ
リ
ス
の
両
目
を
意
味
す
る
︒
こ
の
二
つ
の
事
例
は
︑

﹁
両
目
﹂
が
ホ
ル
ス
だ
け
で
な
く
オ
シ
リ
ス
︵
あ
る
い
は
そ
の
他
の
死
者
の
復
活
に
関
わ
る
神
︶
の
目

と
し
て
︑
シ
ュ
ー
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
の
一
組
や
︑
太
陽
神
の
二
隻
の
船
と
同
一
視
さ
れ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
︒

事
例
︵
ⅰ
︶
か
ら
事
例
︵
ⅳ
︶
で
見
た
神
々
の
習
合
関
係
を
整
理
し
︑
以
下
の
図
に
ま
と
め
た
︒

事
例
︵
ｉ
︶
に
お
い
て
︑
テ
フ
ヌ
ー
ト
と
シ
ュ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
マ
ア
ト
と
生
命
と
同
一
視
さ
れ
︑

同
時
に
前
者
はḏ

t

の
永
遠
︑
後
者
がn

ḥ
ḥ

の
永
遠
と
同
一
視
さ
れ
る
︒
マ
ア
ト
と
同
一
視
さ
れ

た
テ
フ
ヌ
ー
ト
女
神
と
そ
の
対
を
な
す
男
神
シ
ュ
ー
は
︑
事
例
︵
ⅱ
︶
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
太
陽

神
の
船
で
あ
るm

sk
tt

とm
ꜥn

ḏ
t

の
対
関
係
︑
ま
た
同
時
に
ホ
ル
ス
の
右
目
と
左
目
と
同
一
視
さ

れ
る
︒
さ
ら
に
こ
の
聖
な
る
両
目
は
︑
オ
シ
リ
ス
︑
あ
る
い
は
そ
の
他
の
神
の
持
つ
両
目
と
し
て

事
例
︵
ⅲ
︶
でm

sk
tt

の
船
とm

ꜥn
ḏ
t

の
船
と
︑
事
例
︵
ⅳ
︶
で
ア
ト
ゥ
ム
の
双
子
︑
す
な
わ
ち
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テ
フ
ヌ
ー
ト
と
シ
ュ
ー
と
し
て
描
写
さ
れ
る
︒

マ
ア
ト
の
同
一
関
係
に
目
を
向
け
る
と
︑
マ
ア
ト
が
テ
フ
ヌ
ー
ト
︑ḏ

t

の
永
遠
︑m

sk
tt

の
船
︑︵
ホ
ル
ス
／
オ
シ
リ
ス
の
︶
右
目
と
習
合
関
係

に
あ
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
︒
一
方
で
マ
ア
ト
の
対
と
し
て
登
場
し
た
﹁
生
命
﹂ꜥn

ḫ

は
シ
ュ
ー
︑n

ḥ
ḥ

の
永
遠
︑m

ꜥn
ḏ
t

の
船
︑︵
ホ
ル
ス
／
オ

シ
リ
ス
の
︶
左
目
に
合
致
す
る
︒
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
︑
こ
れ
ら
の
同
一
関
係
が
︑
必
ず
﹁
二
つ
﹂
の
要
素
の
対
関
係
を
基
に
形
成
さ
れ

て
い
る
点
で
あ
る
︒
こ
こ
で
見
ら
れ
る
習
合
関
係
が
言
及
さ
れ
る
際
に
は
︑﹁
テ
フ
ヌ
ー
ト
と
シ
ュ
ー
﹂
が
﹁
マ
ア
ト
と
生
命
﹂
と
し
て
描
写

さ
れ
る
よ
う
に
一
組
単
位
で
習
合
関
係
が
成
立
し
て
お
り
︑
マ
ア
ト
が
単
体
で
テ
フ
ヌ
ー
ト
と
同
一
視
さ
れ
る
記
述
や
︑
マ
ア
ト
が
そ
れ
の
み

でm
ꜥn

ḏ
t

と
同
一
視
さ
れ
る
記
述
は
確
認
さ
れ
な
い
︒
マ
ア
ト
は
あ
く
ま
で
生
命
と
の
対
関
係
の
中
で
そ
の
他
の
神
的
存
在
と
同
一
視
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
︒

ア
ル
テ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
は
︑
こ
こ
で
形
成
さ
れ
る
﹁
マ
ア
ト
と
生
命
﹂
＝
﹁
テ
フ
ヌ
ー
ト
と
シ
ュ
ー
﹂
の
関
係
か
ら
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
実

体
が
シ
ュ
ー
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
女
神
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る㊻
︒
確
か
に
︑
マ
ア
ト
が
テ
フ
ヌ
ー
ト
で
あ
り
︑
生
命
が
シ
ュ
ー
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂︵m

ꜣꜥty

︶
の
直
接
的
な
言
及
は
こ
れ
ら
の
習
合
関
係
に
は
現
れ
ず
︑
こ
の
一
組
の
み
を
﹁
二
柱
の

マ
ア
ト
﹂
と
断
定
す
る
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
ア
ル
テ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
の
考
察
は
︑﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
第
二
六
〇
番

上
の
不
明
瞭
な
神
的
存
在
の
一
組
︵tfn

とtfn
t

︶
を
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
と
す
る
実
証
性
に
欠
け
た
習
合
関
係
に
基
づ
い
て
い
る㊼
︒
そ
の
た
め
︑

こ
こ
で
示
し
た
習
合
関
係
の
み
か
ら
シ
ュ
ー
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
が
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
で
あ
る
と
す
る
点
に
は
議
論
の
余
地
が
残
る
︒

こ
こ
で
筆
者
は
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
実
体
が
シ
ュ
ー
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
で
あ
る
こ
と
を
支
持
す
る
別
の
史
料
を
提
示
し
た
い
︒
ベ
ル
シ
ャ
出

土
の
セ
ピ
の
木
棺
︵B

1C

︶
底
面
部
に
記
さ
れ
た
︑﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
の
呪
文
第
一
〇
三
四
章
に
は
︑m

ꜣꜥty

の
記
述
が
一
例
確
認
さ

れ
る
︒
多
く
の
木
棺
史
料
上
に
お
い
て
︑
同
呪
文
の
内
容
が
﹁
マ
ア
ト
の
主
﹂︵n

b
m

ꜣꜥt

︶
と
記
述
さ
れ
る
な
か
で
︑
セ
ピ
の
木
棺
︵B

1C

︶
と

セ
ン
の
木
棺
︵B

3L

︶
の
み
﹁m

ꜣꜥty

の
主
﹂︵n

b
m

ꜣꜥty

︶
と
記
述
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
セ
ピ
の
木
棺
上
の
こ
のm

ꜣꜥty

の
限
定
符
は
マ
ア
ト
女
神

の
限
定
符
と
男
神
の
限
定
符
の
一
組

で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る㊽
︒
こ
の
限
定
符
は
︑
少
な
く
と
も
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
がm

ꜣꜥty

を
男
神
と
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女
神
の
組
み
合
わ
せ
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
り
︑
先
に
整
理
し
た
習
合
関
係
に
お
け
る
﹁
テ
フ
ヌ
ー
ト
と
シ
ュ
ー
﹂
の

一
組
を
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
と
す
る
解
釈
を
ア
ル
テ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
と
異
な
る
視
点
か
ら
追
認
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
︒

﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
で
示
さ
れ
た
習
合
関
係
に
再
び
目
を
向
け
る
と
︑
個
々
の
組
み
合
わ
せ
を
形
成
す
る
二
つ
の
要
素
が
︑
そ
れ
ぞ

れ
死
と
生
の
性
質
を
持
つ
こ
と
も
推
定
さ
れ
る
︒ḏ

t

とn
ḥ
ḥ

は
そ
れ
ぞ
れ
死
後
の
世
界
と
現
世
に
お
け
る
時
間
の
観
念
に
一
致
し㊾
︑
右
目
と

左
目
も
ま
た
︑
西
方
と
東
方
︑
す
な
わ
ち
死
後
の
世
界
と
現
世
を
指
す
︒m

sk
tt

は
太
陽
神
が
夜
に
冥
界
を
航
行
す
る
船
で
あ
り
︑m

ꜥn
ḏ
t

は
日

中
に
天
を
航
行
す
る
船
で
あ
る
︒
大
気
の
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
シ
ュ
ー
に
対
し
て
︑
テ
フ
ヌ
ー
ト
が
死
の
側
面
を
持

つ
理
由
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い㊿
︒

本
論
説
の
焦
点
と
な
る
マ
ア
ト
が
﹁
生
命
﹂
と
対
関
係
を
形
成
し
︑
死
の
側
面
を
示
す
理
由
も
ま
た
定
か
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
筆
者
は
こ

こ
で
︑
マ
ア
ト
が
﹁
生
命
﹂
と
対
関
係
を
形
成
す
る
た
め
の
望
ま
し
い
条
件
を
満
た
し
て
い
た
可
能
性
を
提
示
し
た
い
︒
そ
の
条
件
の
一
つ
は
︑

﹁
生
命
﹂
に
対
応
す
る
語
が
女
性
的
な
要
素
を
有
す
る
点
で
あ
る
︒
事
例
︵
ｉ
︶
の
関
係
図
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
︑
男
神
シ
ュ
ー
とn

ḥ
ḥ

の
永

遠
は
生
の
側
面
を
持
つ
男
性
名
詞
で
あ
る
︒
対
し
て
︑
対
関
係
を
形
成
す
る
テ
フ
ヌ
ー
ト
女
神
とḏ

t

の
永
遠
は
い
ず
れ
も
女
性
名
詞
で
あ
る
︒

事
例
︵
ⅱ
︶
のm

ꜥn
ḏ
t

とm
sk

tt

の
よ
う
に
女
性
名
詞
か
ら
な
る
対
関
係
も
形
成
さ
れ
る
た
め
︑
全
て
の
対
関
係
に
お
い
て
男
性
的
な
要
素
と

女
性
な
要
素
の
対
応
が
必
要
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
事
例
︵
ｉ
︶
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
﹁
生
命
﹂
に
対
応
す
る
概
念
が
テ
フ

ヌ
ー
ト
女
神
の
名
前
で
あ
る
こ
と
踏
ま
え
る
と
︑
女
性
的
な
要
素
を
含
む
語
が
求
め
ら
れ
た
可
能
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
︒
マ
ア
ト
︵m

ꜣꜥt

︶

は
女
神
と
し
て
の
側
面
を
も
つ
女
性
名
詞
で
あ
る
︒
第
二
の
条
件
は
︑﹁
生
命
﹂
に
対
応
す
る
概
念
が
死
後
の
世
界
に
影
響
を
及
ぼ
す
性
質
を

備
え
る
点
で
あ
る
︒
現
世
に
お
い
て
不
可
欠
で
あ
っ
た
﹁
生
命
﹂
の
性
質
に
対
応
す
る
概
念
は
﹁
死
後
の
世
界
﹂
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
概

念
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
マ
ア
ト
は
生
前
の
道
徳
行
為
や
倫
理
的
な
規
範
を
規
定
す
る
概
念
で
あ
る
が
︑
古
王
国
時
代
や
中
王
国
時
代
の

史
料
に
は
マ
ア
ト
が
死
後
の
世
界
で
永
続
す
る
性
格
が
記
述
さ
れ
て
い
る<
︒
現
世
だ
け
で
な
く
死
後
の
世
界
に
も
存
在
し
︑
死
者
に
影
響
を
及

ぼ
す
マ
ア
ト
の
性
質
が
︑
生
命
に
対
応
す
る
死
後
の
世
界
の
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
る
一
因
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
以
上
を
踏
ま
え
る
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と
︑
女
神
で
あ
る
と
同
時
に
︑
死
後
の
世
界
に
お
い
て
も
存
在
す
る
抽
象
概
念
で
も
あ
る
マ
ア
ト
は
︑﹁
生
命
﹂
に
対
応
す
る
語
と
し
て
最
適

で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
﹁
生
命
﹂
と
対
関
係
を
示
す
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
の
推
察
は
決
定
的

な
史
料
に
乏
し
い
た
め
︑
マ
ア
ト
と
死
の
関
連
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
な
る
議
論
が
必
要
で
あ
る
︒

マ
ア
ト
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
に
結
び
つ
くḏ

t

の
永
遠
︑m

sk
tt

の
船
︑
右
目
が
死
に
︑
生
命
と
シ
ュ
ー
に
結
び
つ
くn

ḥ
ḥ

の
永
遠
︑m

ꜥn
ḏ
t

の
船
︑

左
目
が
生
の
観
念
に
そ
れ
ぞ
れ
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
同
一
関
係
を
形
成
す
る
点
は
︑
こ
れ
ら
の
習
合
関
係
が
複
雑
で
あ
り
な
が
ら
︑
一
貫
性
を

伴
い
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
こ
の
習
合
関
係
に
見
出
さ
れ
る
生
と
死
の
関
係
に
お
い
て
も
︑﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
を
シ

ュ
ー
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
の
一
組
で
あ
る
と
す
る
仮
説
に
は
︑
先
行
研
究
に
お
け
る
解
釈
と
の
整
合
性
も
あ
る
︒
ブ
リ
ー
カ
ー
に
よ
る
﹁
生
と
死
﹂

の
マ
ア
ト
︑
ヨ
ヨ
ッ
テ
に
よ
る
太
陽
と
月
︑
そ
し
て
シ
ー
バ
ー
に
よ
る
昼
と
夜
の
船
と
す
る
解
釈
は
︑
結
果
と
し
て
い
ず
れ
も
生
と
死
の
関
係

と
一
致
す
る
た
め
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
新
王
国
時
代
の
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
先
行
研
究
に
よ
り
導
か
れ
た
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
内

容
の
推
察
は
︑
い
ず
れ
も
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的
に
中
王
国
時
代
の
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
の
中
で
描
写
さ
れ
る
生
と
死
に
関
す
る
マ

ア
ト
の
対
関
係
に
既
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

テ
フ
ヌ
ー
ト
が
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
う
ち
の
一
柱
の
マ
ア
ト
と
明
確
に
同
一
視
さ
れ
る
一
方
で
︑
シ
ュ
ー
が
も
う
一
柱
の
マ
ア
ト
と
同
一

視
さ
れ
る
理
由
は
︑
シ
ュ
ー
の
図
像
学
的
な
特
徴
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
︒
シ
ュ
ー
が
図
像
と
し
て
登
場
す
る
場
合
︑
彼
は
頭
に
ダ
チ
ョ
ウ
の
羽

根
を
載
せ
た
男
神
と
し
て
描
写
さ
れ
る=
︒
こ
の
特
徴
は
︑
同
じ
く
頭
に
ダ
チ
ョ
ウ
の
羽
根
を
載
せ
た
マ
ア
ト
女
神
の
図
像
と
著
し
く
類
似
す
る
︒

こ
の
よ
う
な
図
像
的
特
徴
も
ま
た
︑
男
神
で
あ
る
シ
ュ
ー
が
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
一
柱
で
と
考
え
ら
れ
た
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
筆
者
は
考

え
る
︒

最
後
に
︑﹁
シ
ュ
ー
・
テ
フ
ヌ
ー
ト
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
神
的
存
在
の
各
種
の
対
関
係
が
﹁m

ꜥn
ḏ
t

の
船
・m

sk
tt

の
船
﹂
の
一
組
と
同
一
視

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
関
係
が
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
と
同
一
視
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
︒﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス

ト
﹂
や
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
に
お
け
るm

ꜣꜥtı͗

／m
ꜣꜥty

の
事
例
の
い
く
つ
か
は
︑
第
一
章
で
示
し
た
側
面
③
に
該
当
す
る
太
陽
神
が
所

古代エジプトの「二柱のマアト」（肥後）
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有
す
る
﹁
二
隻
の
船
﹂
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
た
︵
表
�

事
例
Ｈ
︑
Ｉ
︑
Ｋ
︑
�
︑
�
︑
�
︶
︒m

ꜥn
ḏ
t

の
船
︑m

sk
tt

の
船
も
同
様
に
︑
古
王
国
時

代
に
は
既
に
太
陽
神
の
所
有
す
る
船
と
し
て
登
場
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
日
中
の
船
と
夜
の
船
と
し
て
の
側
面
を
も
つ
︒
こ
れ
ら
の
船
は
︑
多
く
の

史
料
に
お
い
て
二
隻
一
組
の
船
と
し
て
示
さ
れ
る>
︒
こ
の
よ
う
な
太
陽
神
の
船
と
し
て
の
性
格
と
﹁
二
隻
﹂
で
描
写
さ
れ
る
と
い
う
共
通
点
か

ら
︑m

ꜣꜥty
がm

ꜥn
ḏ
t

とm
sk

tt

と
い
う
二
隻
の
船
と
捉
え
ら
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る?
︒
い
ず
れ
の
船
に
も
共
通
し
て
特
殊
な
限
定
符
が
利

用
さ
れ
て
い
た
点
も
︑
こ
れ
ら
の
船
が
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る@
︒
つ
ま
り
︑
本
章
で
示
し
た
神
的
存
在
の
対
関
係
と
し
て

の
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
実
体
は
︑
第
一
章
で
論
じ
た
側
面
②
﹁
死
者
の
復
活
に
携
わ
る
神
的
存
在
﹂
と
の
関
連
を
示
す
﹁
マ
ア
ト
・
生
命
﹂

と
﹁
テ
フ
ヌ
ー
ト
・
シ
ュ
ー
﹂
の
対
関
係
だ
け
で
な
く
︑
側
面
③
﹁
太
陽
神
の
二
隻
の
船
と
し
て
の
側
面
﹂
を
持
つ
﹁m

ꜣꜥty

の
船
﹂
と

﹁m
sk

tt

の
船
・m

ꜥn
ḏ
t

の
船
﹂
の
関
係
か
ら
も
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

①

例
え
ば
﹁
ア
ム
ド
ゥ
ア
ト
の
書
﹂
第
一
時
や
︑p

L
o
u
v
re

3
0
7
4︵
第
一
八
王

朝
︶B

M
.

E
A

1
0
5
5
4︵
第
二
一
王
朝
︶︑L

eid
en

.
A

M
S

S
R

︵
第
十
九
王
朝
︶︒

②

C
o
rteg

ian
n
i

2
0
0
7,

3
0
5;B

ru
y
ère

an
d

K
u
en

tz
2
0
1
5,P

l.

3
6.

③

B
leek

er

1
9
2
9,F

ig
.

3;S
eeb

er

1
9
7
6,A

b
b
.

2
3,

2
4.

④

S
eeb

er

1
9
7
6,F

ig
.

5
4.

⑤

B
leek

er

1
9
2
9,

6
0
-
6
2.

⑥

Y
o
y
o
tte

1
9
6
1,

6
2;S

eeb
er

1
9
7
6,

1
4
1.

⑦

ブ
レ
ス
テ
ッ
ド
や
バ
ス
マ
ン
の
よ
う
に
︑m

ꜣꜥty

を
二
柱
の
神
々
で
は
な
い
と

す
る
研
究
者
も
い
る
︵H

ig
o

2
0
1
9,

4
4
3
-
4
4
4︶︒
こ
れ
は
︑m

ꜣꜥty

の
語
尾-ty
を

m
ꜣꜥt

の
語
の
強
調
を
示
す
と
す
る
解
釈
や
︑m

ꜣꜥty

﹁
マ
ア
ト
に
属
す
る
者
﹂
の
よ

う
な
ニ
ス
バ
形
容
詞
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
で
あ
る
︒
い
ず
れ
の

解
釈
も
文
法
上
は
可
能
で
あ
り
︑
実
際
に
後
者
は
同
様
の
表
記
で
史
料
に
記
さ
れ

る
︵C

T

3
4
3a

︶︒
し
か
し
︑
全
て
のm

ꜣꜥty

の
記
述
に
こ
れ
ら
の
解
釈
を
当
て
は

め
た
場
合
︑﹁
死
者
の
書
﹂
の
図
像
で
示
さ
れ
る
二
柱
の
マ
ア
ト
女
神
の
描
写
と

明
ら
か
な
矛
盾
が
生
じ
る
︒
図
像
で
示
さ
れ
た
二
柱
の
女
神
や
神
々
の
姿
は
︑
遅

く
と
も
新
王
国
時
代
に
はm

ꜣꜥty

が
二
柱
の
神
々
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
明
示
し
て
い
る
︒

⑧

シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
の
詳
細
に
つ
い
て
はH

o
rn

u
n
g

1982,

91-99
を
参
照
︒

厳
密
な
定
義
や
理
解
に
つ
い
て
は
研
究
者
に
よ
り
異
な
る
が
︑
本
論
説
で
は
ル
フ

ト
の
示
す
﹁
二
柱
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
神
々
の
共
存
も
し
く
は
連
携
﹂
と
い
う

広
義
的
な
理
解
に
し
た
が
う
︵L

u
ft

2001,

142︶︒

⑨

L
u
ft

2001,

142.

⑩

A
lten

m
ü
ller

1975,

71-72.

⑪

B

2L

︑B

1P

︑B

7C

︑B

1Bo

︑A

1C

よ
り
補
足
︒

⑫

B

1C

︑B

2L

︑B

1P

上
で
は

C
T

2,

29a-d

は
省
略
さ
れ
る
︒C

T

2,

29a-c

(B

1Bo
):

ḫ
n
t(y

)
m

ḥ
t

w
r(t)

p
rr

r
p
t

r
m

rr.f
h
ꜣꜣ

r
tꜣ

r
šsp

ı͗b
.f

m
ı͗

m
h
ꜥw

m

ḫ
sfw

n
ṯr

m
N

p
n

﹁
天
の
雌
牛
の
前
に
い
る
者
︑
自
身
の
望
み
に
し
た
が
っ
て
天

に
昇
る
者
︑
自
身
の
心
の
望
み
に
し
た
が
っ
て
地
に
降
り
る
者
よ
︒
こ
のN

と

し
て
の
神
に
会
う
た
め
に
喜
び
の
う
ち
に
来
い
﹂︒C

T

2,

29b

のm
rr.f

︑sšp
ı͗b

.

f

は
そ
れ
ぞ
れ
未
完
了
関
係
形
と
解
釈
し
た
︵v

an
d
er

M
o
len

2005,

17
98︶︒
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B

7C

︑G

1T

︑A

1C

に
は
さ
ら
にC

T

2,

2
9d:

ı͗n
k

Š
w

﹁
私
こ
そ
は
シ
ュ
ー
で
あ

る
﹂
が
記
述
さ
れ
る
︒

⑬

C
T

2,

2
9g-h

は
︑
木
棺
資
料
上
の
記
述
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
異
な
る
解

釈
が
示
さ
れ
る
︒B

1C

上
の

は
︑﹁
私
の
嘆
き
は
ア
ト
ゥ

ム
の
口
か
ら
出
て
来
た
﹂
と
い
う
よ
う
なsḏ

m
.n

.f

形
と
す
る
か
︑
分
詞
と
し
て

﹁
私
の
嘆
き
の
た
め
に
ア
ト
ゥ
ム
の
口
か
ら
出
て
来
る
︵
風
︶﹂
と
す
る
解
釈
で

き
る
︵F

au
lk

n
er

1
9
7
3,

8
3︶︒
し
か
し
︑
い
ず
れ
の
解
釈
に
も
共
通
す
る
名
詞
句

と
し
て
の

﹁
私
の
叫
び
﹂
の
意
味
が
不
明
瞭
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
ア
レ

ン
や
ウ
ィ
レ
ム
ズ
の
解
釈
に
し
た
が
いḥ

ꜣ

を
名
詞
で
は
な
く
︑
前
置
詞ḥ

ꜣ

で
あ

る
と
し
︑
与
格
を
示
す
前
置
詞n
の
後
に
接
尾
代
名
詞.ı͗

を
補
足
し
た
︵A

lle
n

19
8
8,

2
2,W

illem
s

1
9
9
6,

4
6
9
-
4
7
2︶︒
こ
の
補
足
は
︑B

1Bo

︑G

1T

︑A

1C

の

代
名
詞
の
記
述
か
ら
も
蓋
然
性
が
高
い
と
判
断
で
き
る
︒

続
くC

T

2
2
9h

も
同
様
に
代
名
詞
を
補
足
し
た
が
︑
ザ
ン
デ
は
﹁
私
の
た
め

に
風
を
開
い
た
︵
ア
ト
ゥ
ム
の
口
︶﹂︑﹁
風
が
開
い
た
︵
ア
ト
ゥ
ム
の
口
︶﹂︑﹁
彼

︵
バ
ー
︶
が
風
を
開
い
た
﹂
と
三
つ
の
仮
訳
を
示
し
て
い
る
︵Z

an
d
ee

1974,

63︶︒

⑭

B

1C

︑B

2L

︑B

1P

に
は
不
変
化
詞ı͗w

の
直
後
に
前
置
詞r
が
置
か
れ
︑
接
尾

代
名
詞
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い
︒B

7C

︑B

1Bo

︑G

1T

︑A

1C
の
記
述
とB

1C

の
代
名
詞
の
記
述
の
傾
向
を
ふ
ま
え
︑
接
尾
代
名
詞.f

を
補
足
し
た
︒

⑮

使
役
第
三
子
音
弱
動
詞sḫ

rı͗

﹁
転
覆
さ
せ
る
﹂
の
不
定
詞
︒
こ
こ
で
は
モ
ー
レ

ン
に
し
た
が
い
︑﹁
大
地
へ
と
落
と
さ
れ
る
﹂
の
意
味
で
解
釈
し
た
︵v

an
d
er

M
o
len

2
0
0
0,

5
4
2︶︒

⑯

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
はw

ꜣty

と
双
数
形
と
し
て
解
釈
しw

ꜥty
.sn

y
r-sꜣ

ẖ
t.ı͗

﹁
彼
ら

の
両
方
は
私
の
前
後
に
い
る
﹂
と
訳
し
て
い
る
︵F

au
lk

n
er

1
9
7
3
84,

86,n
.

13︶︒﹁
彼
ら
﹂
は
こ
こ
で
シ
ュ
ー
︵
生
命
︶
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
︵
マ
ア
ト
︶
を
指
す

が
︑C

T

2
3
2j

で
は
︑
両
者
は
﹁
一
方
は
私
の
内
部
に
﹂﹁︵
も
う
︶
一
方
は
私
の

周
囲
に
﹂
と
個
別
に
描
写
さ
れ
る
︒
加
え
て
︑B

1C

のC
T

2
3
2j

上
でsꜣ

とẖ
t

が
並
列
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
筆
者
はw

ꜥt.sn
y

r
sꜣ.ı͗

w
ꜥt.sn

y
r

ẖ
t.ı͗

と

二
つ
の
文
章
の
並
列
で
あ
る
と
解
釈
し
た
︒
前
置
詞m

とr

が
重
ね
て
表
記
さ

れ
る
が
︑B

2L

の
記
述
か
らm

は
誤
記
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑰

B

2L

に
し
た
が
い
︑
一
人
称
単
数
接
尾
代
名
詞.i

を
補
足
︒

⑱

字
義
通
り
に
は
︑﹁
混
沌
の
神
々
の
混
沌
の
神
々
と
し
て
の
﹂︒G

1T

︑A

1C

で

は
︑
二
回
目
のḥ

ḥ

は
双
数
形ḥ

ḥ
w

y

と
記
述
さ
れ
る
︒
ウ
ィ
レ
ム
ズ
は
︑
こ
の

二
つ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
記
述
が
本
来
の
テ
キ
ス
ト
の
意
味
に
近
い
も
の
で
あ

り
︑
二
柱
で
一
組
のḥ

ḥ

の
神
々
か
ら
成
る
八
柱
の
神
々
を
意
図
す
る
と
考
察
す

る
︵W

illem
s

1996,

470-471,n
.

b

︶︒

⑲

通
常ꜣk

r

は
大
地
の
神
ア
ケ
ル
を
意
味
す
る
が
︑
こ
こ
で
﹁
天
﹂︵p

t

︶
と
と
も

に
動
詞
﹁
統
合
す
る
﹂sꜣk

の
目
的
語
と
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
大
地
を

指
す
と
考
え
ら
れ
る
︵F

au
lk

n
er

1973
85,n

.

2︶︒B

1Bo

︑G

1T

︑A

1C

に
はp

t

の
記
述
は
な
い
︒

⑳

B

1C

の
テ
キ
ス
ト
で
は
︑
死
者
は
呪
文
の
所
有
者
︵N

:
S

p
ı͗

︶
と
い
う
語
で
示

さ
れ
る
が
︑
そ
の
一
方
﹁
私
﹂
を
意
味
す
る
一
人
称
単
数
形
の
接
尾
代
名
詞
が
数

多
く
記
述
さ
れ
る
︒
呪
文
の
所
有
者
は
﹁
彼
﹂
で
あ
る
た
め
︑
記
述
上
の
﹁
私
﹂

と
は
別
の
存
在
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
こ
の
代
名
詞
の
﹁
私
﹂
は
所
有
者
で
あ
る

﹁
彼
﹂
の
誤
記
な
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
代
名
詞
の
混
在
に
関
連
し
て
︑
呪
文
第
八

十
章
の
特
殊
な
構
造
に
つ
い
て
︑
ウ
ィ
レ
ム
ズ
が
一
つ
の
興
味
深
い
仮
説
を
提
示

し
て
い
る
︒
彼
に
よ
れ
ば
︑
呪
文
の
内
容
は
そ
の
他
の
﹁
変
身
の
呪
文
﹂
と
同
じ

く
︑
シ
ュ
ー
や
シ
ュ
ー
の
バ
ー
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
呪
文
で
あ
る
が
︑
こ

の
呪
文
で
変
身
す
る
の
は
︑
呪
文
の
所
有
者
で
は
な
く
︑
儀
式
に
お
い
て
呪
文
を

朗
唱
す
る
朗
唱
者
で
あ
る
と
い
う
︵W

illem
s

1996,

273-286︶︒
こ
の
呪
文
の

本
質
は
︑
シ
ュ
ー
へ
と
姿
を
変
え
た
朗
唱
者
が
︑
ア
ト
ゥ
ム
と
同
一
視
さ
れ
る
呪

文
の
所
有
者
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
確
か
に
こ
の
仮
説
も

ま
た
︑
呪
文
中
の
﹁N

は
シ
ュ
ー
の
バ
ー
で
あ
る
﹂
と
い
っ
た
明
白
な
﹁
呪
文
の

所
有
者
＝
シ
ュ
ー
﹂
の
描
写
と
の
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
呪
文
を

古代エジプトの「二柱のマアト」（肥後）
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従
来
の
よ
う
な
﹁
呪
文
の
所
有
者
＝
シ
ュ
ー
﹂
の
構
造
で
理
解
し
た
場
合
︑
呪
文

の
所
有
者
が
シ
ュ
ー
と
姿
を
変
え
た
と
し
て
も
︑
シ
ュ
ー
自
身
が
復
活
す
る
よ
う

な
明
確
な
描
写
は
見
受
け
ら
れ
な
い
︒
む
し
ろ
︑
こ
の
呪
文
に
お
い
て
復
活
や
永

遠
の
生
命
が
示
唆
さ
れ
る
の
は
︑
シ
ュ
ー
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
に
よ
る
保
護
を
受
け
た

ア
ト
ゥ
ム
で
あ
る
と
い
え
る
︵C

T

2
3
2b

︶︒
さ
ら
に
︑
ウ
ィ
レ
ム
ズ
は
呪
文
第

八
三
章
に
朱
書
で
示
さ
れ
る
題
目
が
︑
一
連
の
呪
文
で
描
写
さ
れ
る
﹁
シ
ュ
ー
＝

朗
唱
者
﹂
と
﹁
ア
ト
ゥ
ム
＝
呪
文
の
所
有
者
﹂
と
い
う
埋
葬
儀
礼
中
の
役
割
を
示

し
て
い
る
と
考
察
す
る
︵W

illem
s

1
9
9
6,

2
7
7︶︒
こ
の
解
釈
に
基
づ
い
た
場
合
︑

呪
文
中
の
﹁
私
﹂
は
︑
シ
ュ
ー
へ
と
変
身
し
︑
死
者
と
同
一
視
さ
れ
る
ア
ト
ゥ
ム

を
保
護
す
る
呪
文
の
朗
唱
者
を
指
す
代
名
詞
と
し
て
理
解
で
き
る
︒
儀
式
の
呪
文

と
し
て
の
呪
文
第
八
十
章
の
位
置
づ
け
と
そ
の
内
容
の
考
察
に
つ
い
て
は
︑
稿
を

改
め
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
︒

㉑

ウ
ィ
レ
ム
ズ
は
︑
シ
ュ
ー
を
取
り
巻
く
息
が
﹁
開
く
﹂
こ
と
で
シ
ュ
ー
が
移
動

す
る
道
の
上
で
呼
吸
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
解
釈
す
る
︵W

illem
s

1996,

472,

n
.

r

︶︒

㉒

ı͗n
m

は
﹁
肌
﹂
や
﹁
色
﹂
を
意
味
す
る
が
︑
こ
こ
で
の
意
味
は
不
明
瞭
で
あ
る

︵Z
an

d
ee

1
9
7
4,

6
3;v

an
d
er

M
o
len

2
0
0
0,

4
0︶︒C

T

2
2
9f-g
と
の
内
容
の
類

似
か
ら
︑
シ
ュ
ー
が
衣
服
の
よ
う
に
身
に
ま
と
う
神
的
な
要
素
で
あ
る
こ
と
を
暗

示
す
る
可
能
性
が
う
か
が
え
る
︒

㉓

ı͗ḫ
ḫ

は
字
義
通
り
に
は
﹁
薄
明
り
﹂
を
意
味
す
る
︒
嵐
と
並
ん
で
記
さ
れ
る
こ

と
か
ら
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
に
し
た
が
い
︑
雲
行
き
を
意
味
す
る
語
と
解
釈
し
た

︵F
au

lk
n
er

1
9
7
3,

8
6,n

.

9︶︒

㉔

フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
﹁
不
明
な
語
﹂
と
す
る
が
︑
モ
ー
レ
ン
や
ニ
ョ
ル
ド
はꜣb

t

の
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
上
の
事
例
と
し
て
こ
の
節
の
出
典
の
み
を
示
し
な

が
ら
も
﹁
唾
液
﹂
と
し
て
い
る
︵F

au
lk

n
er

1
9
7
3,

8
3,

8
6,

n
.

12;
v
an

d
er

M
o
len

2
0
0
0,

2;N
y
o
rd

2
0
0
9,

3
2
1︶︒
一
方
で
︑
ザ
ン
デ
は
﹁
望
む
﹂
を
意
味

す
る
語ꜣb

ı͗

に
由
来
す
る
語
で
あ
り
︑
精
液
を
示
唆
す
る
語
で
あ
る
と
し
て
い
る

︵Z
an

d
ee

1974,

69︶︒
文
脈
や

の
限
定
符
か
ら
判
断
し
た
場
合
︑
ア
ト
ゥ
ム

か
ら
の
流
出
物
で
あ
る
と
す
る
蓋
然
性
は
高
い
︒
ア
レ
ン
は
﹁
彼
の
唾
液
を
止
め

た
︵
者
︶﹂
と
解
釈
す
る
が
︑ꜣb

を
﹁
止
め
る
﹂
を
意
味
す
る
動
詞
と
す
る
点
や
︑

の
一
文
字
の
み
で
﹁
唾
液
﹂
と
す
る
点
に
は
疑
問
が
残
る
︵A

llen

19
88,

2
2︶︒

㉕

こ
こ
で
のẖ

t

はsꜣ

に
対
応
し
︑
体
の
前
側
を
意
味
す
る
︵N

y
o
rd

2
00
9,

7
9︶︒

㉖

C
T

2
32h

の
記
述
と
の
関
係
か
ら
︑
シ
ュ
ー
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
を
指
す
と
考
え

ら
れ
る
︒
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
は
両
者
を
マ
ア
ト
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
で
あ
る
可
能
性
を
指

摘
し
て
い
る
︵F

au
lk

n
er

1973,

86,n
.

14︶︒
し
か
し
︑
こ
の
呪
文
の
中
で
同
一

の
存
在
と
し
て
示
さ
れ
る
マ
ア
ト
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
が
同
時
に
登
場
し
て
い
る
と
考

え
る
の
は
難
し
い
︒

㉗

各
呪
文
の
内
容
の
翻
訳
と
解
釈
の
詳
細
に
つ
い
て
はF

au
lk

n
er

19
73;Z

an
d
ee

1974,

72-87;A
llen

1988,

14-27;W
illem

s

1996,

270-323,

469-4
73
を
参
照
︒

特
にW

illem
s

1996
で
は
木
棺
資
料
上
の
記
述
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
木
棺
資

料
の
出
土
地
︑
史
料
の
推
定
年
代
を
踏
ま
え
︑
テ
キ
ス
ト
の
内
容
を
め
ぐ
る
綿
密

な
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
が
︑
本
論
説
で
は
文
章
の
意
味
に
直
接
関
係
す
る
問

題
点
を
中
心
に
議
論
す
る
︒

㉘

呪
文
の
内
容
はC

T

2,

43h

ま
で
続
く
︒
ア
レ
ン
に
よ
れ
ば
︑
呪
文
第
八
十
章

は
呪
文
第
七
五
章
か
ら
七
九
章
ま
で
の
創
造
神
話
を
要
約
し
︑
そ
の
内
容
を
更
に

発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
︵A

llen

1988,

24︶︒

㉙

バ
ー
は
人
間
や
神
々
の
人
格
を
表
す
非
物
質
的
な
概
念
で
あ
る
︒
し
ば
し
ば

﹁
魂
﹂
と
訳
さ
れ
る
が
︑
厳
密
に
現
代
の
言
葉
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
難
し
い
︒

数
多
く
の
史
料
の
中
で
バ
ー
は
死
者
の
人
格
と
し
て
来
世
と
現
世
を
行
き
来
す
る

役
割
を
果
た
す
が
︑﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
で
は
︑
神
々
の
本
質
的
な
部
分

と
し
て
登
場
し
︑
死
者
と
同
一
視
さ
れ
る
︒
バ
ー
の
意
味
や
広
範
な
役
割
に
つ
い

て
は
︑A

llen

2001;

吹
田

1991
を
参
照
︒

㉚

n
ḥ
ḥ

とḏ
t

の
概
念
に
つ
い
て
は
︑
ア
ス
マ
ン
が
そ
の
本
質
を
明
瞭
に
説
明
し

て
い
る
︵
ア
ス
マ
ン
1998,

98-106︶︒
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㉛

A
lle

n

1
9
8
8,

2
2
-
2
3.

フ
ォ
ー

ク

ナ
ー

は
︑C

T

2,

3
2e

の

m
ꜣꜥt

の

み

R
ig

h
te

o
u
sn

e
ss

と
し
な
が
ら
︑
そ
の
他
の
記
述
を
マ
ア
ト
女
神
と
し
て
理
解
し

て
い
る
︵F

au
lk

n
er

1
9
7
3,

8
3
-
8
4︶︒

㉜

マ
ア
ト
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
の
同
一
視
を
暗
示
す
る
記
述
は
そ
の
他
の
呪
文
に
も
確

認
さ
れ
る
︒
例
え
ば
︑
呪
文
第
一
二
一
章
の
﹁
私
は
ア
ト
ゥ
ム
の
息
子
で
あ
り
︑

マ
ア
ト
の
仲
間
で
あ
る
﹂︵ı͗n

k
sꜣ

I͗tm
sn

w
n

m
ꜣꜥt

︶
は
︑
自
身
を
シ
ュ
ー
で
あ

る
と
述
べ
る
死
者
が
︑
マ
ア
ト
の
対
を
な
す
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
か
ら
︑

マ
ア
ト
が
テ
フ
ヌ
ー
ト
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︵C
T

2

14
5b

︶︒
呪
文
第
一
〇
三
三
章
の
一
部
で
は
︑
多
く
の
木
棺
資
料
上
でm
ꜣꜥt

と
記

さ
れ
る
記
述
が
︑
一
部
の
木
棺
で
はT

fn
t

と
記
述
さ
れ
る
︵C

T

7
270,m

ꜣꜥt:

B

3C,
B

1
2C,

B

1
3C,

B

6C,
B

4L,
B

1Bo
,

B

2Bo
,

B

4Bo
.

T
fn

t:
B

1L,
B

2L,

B

3L,
B

1C,
B

2P

︶︒

㉝

欠
落
に
よ
り
判
読
で
き
な
い
箇
所
で
あ
る
が
︑C

T

6
2
2
0
上
に
同
様
の
記
述

が
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑
他
の
研
究
者
に
し
た
が
い
︑
ホ
ル
ス
を
補
足
し
た

︵F
au

lk
n
er

1
9
7
7,

1
9
5;B

arg
u
et

1
9
8
6,

6
7;C

arrier
2
0
0
4
1
4
0
2
-1403︶︒

㉞

テ
キ
ス
ト
は
︑
リ
シ
ュ
ト
出
土
の
欠
損
の
多
い
一
点
の
木
棺
に
確
認
さ
れ
る
の

み
で
あ
る
︒
ホ
ル
ス
と
セ
ト
に
よ
る
王
位
を
巡
る
争
い
の
神
話
的
描
写
が
多
い
点

や
︑
文
字
の
記
述
法
が
従
来
の
テ
キ
ス
ト
と
異
な
る
こ
と
か
ら
︑
呪
文
の
内
容
に

は
理
解
の
困
難
な
点
も
多
く
残
る
︒

㉟

各
節
で
示
さ
れ
る
同
一
関
係
が
前
置
詞m

に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
た
めm

m
sk

tt

で
あ
る
と
し
た
︒
文
字
の
重
複
に
よ
り
い
ず
れ
か
一
方
のm

が
省
略
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
︒

㊱

M

3
6
上
のC

T

6,

1
2
4b,

1
2
4c

は
そ
れ
ぞ
れC

T

6,

1
2
3k,

1
2
3j

の
重
複
で
あ

る
︒
こ
の
呪
文
で
は
︑
い
ず
れ
の
史
料
で
も
同
一
関
係
を
示
す
一
節
の
重
複
が

度
々
見
受
け
ら
れ
る
︵C

T

6,

1
2
3
-
1
2
5︶︒

㊲

M

3
6C

を
除
く
三
種
の
テ
キ
ス
ト
に
はm

ḳ
ḥ
ꜣ

に
前
接
し
て
不
変
化
詞ı͗w

が
記

述
さ
れ
る
︵C

T

6
1
2
4e

︶︒

㊳

字
義
通
り
に
は
﹁
両
腕
を
伸
ば
す
者
﹂︒
神
聖
な
隼
の
姿
を
持
つ
神
で
あ
る

︵L
G

G

7,

525︶︒

㊴

九
柱
神
を
意
味
す
るp

sḏ
t

が
双
数
形
で
示
さ
れ
る
た
め
︑
二
柱
の
神
と
し
て

両
眉
毛
に
対
応
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
︑
具
体
的
に
ど
の
神
を
指
す
か
は

不
明
で
あ
る
︒

㊵

も
し
く
はı͗d

n
w

y

︵G
ard

in
er

1957,

463;C
arrier

2004,

1706-17
07︶︒

㊶

類
例
の
少
な
い
抽
象
的
な
名
詞
で
あ
り
︑
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
︒
文
脈
上
︑

シ
ュ
ー
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
を
指
す
﹁
双
子
﹂
や
イ
シ
ス
と
ネ
フ
テ
ィ
ス
の
姉
妹
と
は

異
な
る
神
々
と
し
て
記
さ
れ
る
こ
と
の
み
が
わ
か
る
︒L

G
G

で
は
﹁
二
人
の
娘
﹂

と
さ
れ
る
が
︑
付
記
さ
れ
る
限
定
符
が
男
神
で
あ
る
た
め
︑
性
別
も
不
明
で
あ
る

︵L
G

G

6,

113︶︒

㊷

呪
文
の
冒
頭
部
に
お
い
て
こ
の
神
は
以
下
の
よ
う
に
形
容
さ
れ
る
：n

fr-ḥ
r

n
b

m
ꜣꜣw

ty
ṯs.n

I͗n
p
w

sḳ
ꜣ

P
tḥ

-S
k
r

rd
ı͗

.n
n
.f

Š
w

ṯsw
n
fr

ḥ
r

ı͗m
y

n
ṯrw

﹁
顔
つ
き
の

善
い
者
︑
二
つ
の
目
の
主
︑
ア
ヌ
ビ
ス
が
繫
ぎ
合
わ
せ
た
者
︑
プ
タ
ハ
・
ソ
カ
ル

が
昇
ら
せ
る
者
︑
シ
ュ
ー
が
支
え
を
与
え
し
者
︑
神
々
の
中
に
い
る
顔
つ
き
の
善

い
者
﹂︵C

T

6,

123b-f

︶︒

㊸

呪
文
の
後
半
部
分
で
語
ら
れ
るsꜣḫ

.k
sw

﹁
汝
が
彼
︵
死
者
︶
を
ア
ク
に
せ
ん

こ
と
を
！
﹂︵C

T

6,

125a

︶
か
ら
︑
死
者
の
復
活
に
関
わ
る
神
と
し
て
描
写
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒

㊹

こ
の
神
に
関
し
て
冒
頭
部
で
示
さ
れ
る
﹁
顔
つ
き
の
善
い
者
﹂︵n

fr
ḥ
r

︶
は
︑

し
ば
し
ば
オ
シ
リ
ス
の
別
名
と
し
て
利
用
さ
れ
る
が
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂

の
他
の
事
例
で
は
︑
プ
タ
ハ
も
し
く
は
プ
タ
ハ
・
ソ
カ
ル
を
指
す
︵L

G
G

4,

214-216;C
T

6,

267j;
C

T

1,

249g

︶︒

㊺
C

T

6,

391a-c.

呪
文
の
題
目
は
﹁
墓
場
で
彼
の
た
め
に
ア
ク
の
肉
体
を
繫
ぎ

合
わ
せ
る
こ
と
﹂︵d

m
ḏ

ꜥw
t

n
t

ꜣḫ
n
.f

m
ẖ
rt-n

ṯr

︶
で
あ
り
︑
オ
シ
リ
ス
の
復
活

を
示
し
て
い
る
︵C

T

6,

391a

︶︒

㊻

A
lten

m
ü
ller

1975,

71.

古代エジプトの「二柱のマアト」（肥後）
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㊼

﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
を
神
と
し
て
の
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
初
出
と

す
る
ア
ル
テ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
の
解
釈
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
︑H

ig
o

2019;

肥
後

20
2
0
で
議
論
し
て
い
る
︒
呪
文
第
二
六
〇
番
のm

ꜣꜥtı͗

が
二
柱
の
神
々
で
は
な
い

可
能
性
を
追
認
す
る
史
料
と
し
て
︑
新
た
に
ア
レ
ン
に
よ
る

C
T

8
上
の

L
-

JM
H

1
の
テ
キ
ス
ト
を
提
示
し
て
お
き
た
い
︒
こ
れ
は
リ
シ
ュ
ト
に
あ
る
中
王
国

時
代
の
イ
ム
ヘ
テ
プ
の
埋
葬
室
に
刻
ま
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
︵C

T

8,ix
;

A
rn

o
ld

2
0
0
8,

3
7,P

l.

6
0︶︒
こ
こ
で
刻
ま
れ
た
呪
文
第
二
六
〇
番
のP

y
r.

317b

は
ウ
ニ
ス
の
テ
キ
ス
ト
に
あ
る

︵m
ꜣꜥtı͗

︶
が
︑

︵m
ꜣꜥtı͗w

︶
と
記
さ
れ

る
︵C

T

8,P
T

2
6
0︶︒
こ
れ
は
︑
遅
く
と
も
テ
キ
ス
ト
が
書
き
手
に
よ
っ
て
刻

ま
れ
た
中
王
国
時
代
に
お
い
て
︑
呪
文
のm

ꜣꜥtı͗

がm
ꜣꜥt

の
双
数
形
で
は
な
く
︑

ニ
ス
バ
形
容
詞
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒

㊽

C
T

7
2
7
9;H

ig
o

2
0
1
9,

4
5
2
-
4
5
3,F

ig
.

2.

㊾

ア
ス
マ
ン
はn

ḥ
ḥ

を
﹁
太
陽
時
間
﹂︑ḏ

t
を
﹁
オ
シ
リ
ス
時
間
﹂
で
あ
る
と
説

明
し
て
い
る
︵
ア
ス
マ
ン

1
9
9
7,

1
0
4
-
1
0
5︶︒

㊿

テ
フ
ヌ
ー
ト
は
︑
シ
ュ
ー
と
並
ぶ
世
界
の
創
造
に
関
わ
る
女
神
で
あ
る
が
︑
そ

の
特
徴
に
つ
い
て
は
十
分
に
語
ら
れ
て
い
な
い
︵T

o
b
in

2
0
0
1︶︒
ア
レ
ン
は
現

世
に
お
け
る
空
気
が
シ
ュ
ー
︑
下
界
に
お
け
る
空
気
が
テ
フ
ヌ
ー
ト
で
あ
っ
た
可

能
性
を
提
示
し
て
い
る
︵A

llen

1
9
8
8,

9︶︒
テ
フ
ヌ
ー
ト
の
語
源
に
つ
い
て
︑

ビ
ッ
ケ
ル
は
﹁
吐
き
出
す
﹂
を
意
味
す
る
動
詞ı͗šš

と
同
様
の
意
味
を
持
つ
動
詞

tfn

に
由
来
し
︑ı͗šš

と
シ
ュ
ー
︵Š

w

︶
が
示
す
類
韻
︵asso

n
an

ce

︶
に
対
応
し
て

考
案
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
︵B

ick
el

1
9
9
4,

1
6
8︶︒
こ
の
よ
う
な

類
音
関
係
を
示
唆
す
る
記
述
は
﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
呪
文
第
三
三
一
章
中

の
表
現
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
：sk

w
ı͗

m
ḥ
ḥ

ı͗š.k
ḥ
n
ꜥ

tfn
.k

šw
p
w

ḥ
n
ꜥ

T
fn

t

﹁
私

が
汝
の
唾
︵ı͗šš

︶
と
汝
の
唾
液
︵tfn

︶
を
探
し
求
め
て
い
た
︵
時
に
︶︒
そ
れ
は

シ
ュ
ー
と
テ
フ
ヌ
ー
ト
で
あ
る
﹂︵C

T

4,

1
7
4f-g

︶︒

<

古
王
国
時
代
の
教
訓
文
学
で
あ
る
﹁
プ
タ
ハ
ヘ
テ
プ
の
教
訓
﹂
に
は
︑
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
：w

r
m

ꜣꜥt
w

ꜣḥ
sp

d
t(.s)

n
ẖ
n
n

.t(w
).s

ḏ
r

rk
W

sı͗r

﹁
マ
ア

ト
は
偉
大
で
あ
り
︑
そ
の
鋭
さ
は
永
続
す
る
︒
そ
れ
は
オ
シ
リ
ス
の
時
代
か
ら
阻

害
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
﹂(p

.P
risse,

88-89);
w

n
p
ḥ
w

y
m

ꜣꜥt
w

ꜣḥ
.s(y

)

﹁
終
わ
り

の
来
る
と
き
︑
マ
ア
ト
は
永
遠
で
あ
る
﹂︵p

.P
risse,

97︶︒
ま
た
︑
中
王
国
時
代

の
﹁
雄
弁
な
農
夫
の
物
語
﹂
の
一
節
に
は
︑
次
の
よ
う
に
マ
ア
ト
の
特
徴
が
語
ら

れ
る
：

ḥ
r.t(ı͗)

ı͗rt
ı͗y

t
n
fr

n
frt

n
fr(w

)
r

.f
ı͗w

sw
t

m
ꜣꜥt

r
n
ḥ
ḥ

h
ꜣꜣ.s

m
m

-ꜥ
ı͗rr

s

(y
)

r
ẖ
rt-n

ṯr

﹁
悪
事
を
な
す
こ
と
に
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
︒
善
い
者
の
善
い
こ

と
は
︑
彼
よ
り
も
善
い
の
で
す
︑
な
ぜ
な
ら
マ
ア
ト
は
永
続
的
で
あ
り
︑
そ
れ
は

マ
ア
ト
を
行
う
者
と
と
も
に
墓
に
行
く
か
ら
で
す
﹂︵p

.B
erlin

3023,

337
-33
9︶︒

=

こ
の
特
徴
は
︑
ダ
チ
ョ
ウ
の
羽
根

がm
ꜣꜥt

の
記
号
と
し
て
記
さ
れ
る
一
方
で
︑

こ
の
文
字
でšw

と
い
う
表
音
文
字
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
︒
実

際
に
シ
ュ
ー
の
名
前
が
史
料
上
に
記
述
さ
れ
る
場
合
︑
お
よ
そ
全
て
の
場
合
に
お

い
て

の
文
字
が
利
用
さ
れ
る
︒

>

例
え
ばP

y
r.

210a-c,

335b-c,

485b,

932a-

933d,

1313a;
C

T

1
54c-d

,

18
4g;

C
T

5
172a;

C
T

6
197o.

?

﹁
パ
レ
ル
モ
・
ス
ト
ー
ン
﹂
の
ネ
フ
ェ
ル
イ
ル
カ
ー
ラ
ー
の
事
績
欄
に
は
次
の

よ
う
な
記
述
が
確
認
さ
れ
る
：ḫ

ꜥ(t)
n
sw

-b
ı͗t

⁝sꜥḥ
ꜥ

m
ꜣꜥtı͗

r
ḳ
n
b
t

rs
n
sw

-b
ı͗t

N
fr-ı͗r-k

ꜣ-R
ꜥ

ı͗r.n
.f

m
m

n
w

.f
[n

]
R

ꜥ
Ḥ

r(?)
m

st
(ı͗b

)
R

ꜥ
ḥ
m

t(?)
m

ḥ

8m
sk

tt

m
ꜥn

ḏ
t

﹁
上
下
エ
ジ
プ
ト
王
の
出
現
︒m

ꜣꜥtı͗

の
船
の
⁝
⁝
南
の
角
で
の
建
立
︒
上

下
エ
ジ
プ
ト
王
︑
ネ
フ
ェ
ル
イ
ル
カ
ー
ラ
ー
︑
彼
は
彼
の
遺
産
と
し
て
ラ
ー
・
ホ

ル
ス
︵
？
︶
に
﹁
ラ
ー
の
心
臓
の
座
﹂
で
⁝
八
キ
ュ
ビ
ト
のm

sk
tt

の
船
︑m

ꜥn
ḏ
t

の
船
⁝
⁝
を
与
え
た
﹂︵P

S
v
.

V

2︶︒
不
明
瞭
な
点
が
残
さ
れ
る
た
め
︑
意
味

の
特
定
は
容
易
で
は
な
い
が
︑
冒
頭
の
﹁m

ꜣꜥtı͗

の
船
の
建
立
﹂
と
い
う
行
事
の
内

容
が
続
く
文
章
で
説
明
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
︑m

ꜣꜥtı͗

の
船
とm

sk
tt

・m
ꜥn

ḏ
t

の
船
は
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
︒

@

A
n
th

es

1957,

82-83.
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�

お

わ

り

に

本
稿
で
は
︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
研
究
の
一
つ
と
し
て
︑
エ
ジ
プ
ト
古
王
国
時
代
か
ら
中
王
国
時
代
に
か
け
て
のm

ꜣꜥty

の
意
味
の
変
遷
の
考
察
を
基
盤
と
し
︑
中
王
国
時
代
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
実
体
の
解
明
を
試
み
た
︒
第
一
章
で
は
︑
こ

れ
ま
で
のm

ꜣꜥtı͗

／m
ꜣꜥty

研
究
を
概
括
し
︑
古
王
国
時
代
・
中
王
国
時
代
のm

ꜣꜥtı͗

／m
ꜣꜥty

が
少
な
く
と
も
三
つ
の
側
面
を
持
ち
合
わ
せ
る
こ
と

を
確
認
し
た
︒
第
二
章
で
は
︑
古
王
国
時
代
か
ら
中
王
国
時
代
の
史
料
上
のm

ꜣꜥtı͗

／m
ꜣꜥty

の
個
々
の
事
例
が
示
す
文
脈
上
の
意
味
と
語
末
に

付
記
さ
れ
る
限
定
符
の
図
像
的
特
徴
の
比
較
・
検
討
を
お
こ
な
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
上
のm

ꜣꜥty

の
記
述
に
は
︑
文

脈
上
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
と
い
う
神
的
存
在
を
示
す
事
例
に
乏
し
い
も
の
の
︑
明
ら
か
に
神
的
存
在
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
な
いm

ꜣꜥty

の
記

述
で
も
マ
ア
ト
女
神
や
一
般
的
な
男
神
の
限
定
符
が
付
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
︒
文
脈
上m

ꜣꜥtı͗

が
明
ら
か
に
﹁
太
陽
神
の
船
﹂
や

﹁
ソ
カ
ル
の
船
﹂
を
意
図
す
る
場
合
で
も
︑
古
王
国
時
代
の
史
料
に
見
ら
れ
る
船
の
限
定
符
は
も
は
や
利
用
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑

古
王
国
時
代
に
変
化
し
たm

ꜣꜥtı͗

の
語
の
認
識
が
再
び
変
化
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
︒﹁
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
テ
キ
ス
ト
﹂
の
時
代
に
は
明
確
な

神
の
姿
を
持
た
な
か
っ
た
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
は
︑
中
王
国
時
代
に
お
い
て
︑
そ
の
語
が
文
脈
中
で
示
す
本
質
的
な
側
面
に
関
わ
ら
ず
﹁
二
柱

の
マ
ア
ト
女
神
﹂
や
﹁
二
柱
の
神
﹂
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
筆
者
は
︑
こ
の
時
代
に
明
確
に
認
識
さ
れ
た
二
柱
の
女
神
が
︑
そ

の
後
の
﹁
死
者
の
書
﹂
で
図
像
化
さ
れ
る
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
つ
な
が
っ
た
と
考
察
す
る
︒

第
三
章
で
は
︑
中
王
国
時
代
に
お
い
て
明
確
に
女
神
と
し
て
認
識
さ
れ
た
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
実
体
を
解
明
す
る
た
め
︑﹁
二
柱
の
マ
ア

ト
﹂
と
の
関
係
が
予
想
さ
れ
る
神
々
と
の
習
合
関
係
に
注
目
し
た
︒﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
に
記
さ
れ
た
﹁
マ
ア
ト
﹂
と
﹁
生
命
﹂
の
二

つ
の
要
素
で
構
成
さ
れ
る
一
組
は
︑
世
界
創
造
に
お
け
る
原
初
の
神
々
で
あ
る
﹁
テ
フ
ヌ
ー
ト
・
シ
ュ
ー
﹂︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
二
種

類
の
﹁
永
遠
﹂
の
概
念
﹁ḏ

t

・n
ḥ

ḥ

﹂
と
同
一
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
事
例
︵
ⅰ
︶︒
ま
た
︑
事
例
︵
ⅱ
︶
の
内
容
か
ら
は
︑﹁
テ
フ
ヌ
ー

ト
・
シ
ュ
ー
﹂
は
︑
ホ
ル
ス
の
﹁
右
目
・
左
目
﹂
お
よ
び
太
陽
神
の
船
﹁m

sk
tt

・m
ꜥn

ḏ
t

﹂
と
同
一
視
さ
れ
た
︒
さ
ら
に
事
例
︵
ⅲ
︶︑
事
例

古代エジプトの「二柱のマアト」（肥後）
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︵
ⅳ
︶
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
関
係
は
追
認
さ
れ
︑
結
果
と
し
て
﹁
マ
ア
ト
・
生
命
﹂
の
対
関
係
は
﹁
テ
フ
ヌ
ー
ト
・
シ
ュ
ー
﹂︑﹁ḏ

t

・n
ḥ
ḥ

﹂︑

﹁
右
目
・
左
目
﹂
そ
し
て
﹁m

sk
tt

・m
ꜥn

ḏ
t

﹂
と
の
同
一
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
の
事
例
は
い
ず
れ
も
﹁
二
柱
の
マ

ア
ト
﹂︵m

ꜣꜥty

︶
と
の
直
接
的
な
関
係
を
示
し
て
は
い
な
い
︒
し
か
し
︑
い
ず
れ
の
関
係
も
二
つ
の
要
素
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
一
組
と
し
て
描

写
さ
れ
る
こ
と
︑
多
く
の
対
関
係
が
明
確
に
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
要
素
の
な
か
に
﹁
死
﹂
と
﹁
生
﹂
の
性
格
を
持
つ
こ
と
︑
そ
し
てm

sk
tt

・

m
ꜥn

ḏ
t

の
船
とm

ꜣꜥty
の
持
つ
太
陽
船
の
側
面
と
の
特
徴
の
一
致
を
踏
ま
え
る
と
︑
呪
文
第
八
十
章
で
強
調
さ
れ
る
﹁
マ
ア
ト
・
生
命
﹂
つ
ま

り
﹁
テ
フ
ヌ
ー
ト
・
シ
ュ
ー
﹂
の
対
関
係
が
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
実
体
で
あ
り
︑
死
と
生
の
概
念
を
包
括
し
た
複
数
の
習
合
関
係
を
形
成
し

て
い
た
蓋
然
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
︒
セ
ピ
の
木
棺
︵B

1C

︶
のm

ꜣꜥty

の
語
に
付
記
さ
れ
た
男
性
と
マ
ア
ト
女
神
の
限
定
符
の
組
み
合
わ
せ
は
︑

ア
ル
テ
ン
ミ
ュ
ラ
ー
と
異
な
る
点
か
ら
彼
女
の
試
論
を
支
持
し
︑m

ꜣꜥty

が
テ
フ
ヌ
ー
ト
と
シ
ュ
ー
の
よ
う
な
女
神
と
男
神
の
一
組
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
が
太
陽
神
の
二
隻
の
船
︵m

sk
tt

・m
ꜥn

ḏ
t

︶
と
関
連
を
持
つ
﹁
テ
フ
ヌ
ー

ト
・
シ
ュ
ー
﹂
と
認
識
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
太
陽
神
の
船
の
側
面
を
示
すm

ꜣꜥty

の
語
が
﹁
二
柱
の
神
々
﹂
と
し
て
認
識
さ
れ
た
可
能
性
も

考
え
ら
れ
る
︒

以
上
か
ら
︑
先
行
研
究
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
﹁
死
者
の
書
﹂
で
描
写
さ
れ
る
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
祖
型
は
︑﹁
死
﹂
の
側
面
を
も

つ
マ
ア
ト
女
神
と
︑﹁
生
﹂
の
側
面
を
も
つ
男
神
シ
ュ
ー
か
ら
な
る
一
組
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒﹁
コ
フ
ィ
ン
・
テ
キ
ス
ト
﹂
が
利
用

さ
れ
る
中
王
国
時
代
に
お
い
て
既
に
︑﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
は
︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
の
二
元
論
的
思
考
に
基
づ
き
︑
複
雑
で
あ
り
な
が
ら
も
一

貫
し
た
形
で
明
確
に
形
成
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

最
後
に
︑
以
上
の
考
察
は
︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
史
の
前
半
期
に
お
け
る
﹁
二
柱
の
マ
ア
ト
﹂
の
実
体
と
そ
の
変
遷
を
探
求
し
た
も
の
で
あ
り
︑

今
後
の
研
究
に
お
い
て
新
王
国
時
代
以
降
の
史
料
の
詳
細
な
分
析
の
成
果
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
史
に
お
け
る
﹁
二
柱
の

マ
ア
ト
﹂
の
通
時
的
な
実
体
を
解
明
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
最
終
的
に
は
本
論
説
で
提
示
し
た
マ
ア
ト
と
﹁
死
﹂
の
関
係
性
な

ど
︑
古
代
エ
ジ
プ
ト
文
化
の
中
心
に
あ
り
な
が
ら
も
依
然
と
し
て
不
明
な
点
を
残
す
マ
ア
ト
の
概
念
の
理
解
を
深
め
た
い
︒
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Ancient Egyptian Goddesses Dual Maat:

An Exploration of the Evolving Conception and Its Essence

by

HIGO Tokihisa

Dual Maat (Mꜣꜥty) are the Ancient Egyptian goddesses who personified the

abstract Egyptian concept of maat (mꜣꜥt). These two goddesses had an impact

on ancient Egyptian beliefs as they appeared in the scene of the judgement

of the dead that forms one of the core themes of the Book of the Dead. They

appear in various forms, such as the dual goddesses, a pair of male and

female gods, or a single goddess with two feathers on her head. The essence

and reason for the transformation of Dual Maat have not been fully

understood, although scholars have focused on their iconography and

descriptions in the Book the Dead.

Given this background, the author has returned to sources from the Old

and Middle Kingdom prior to the Book of the Dead, which he had dealt with

in previous works, and proceeded to analyze the origin and cases of the

transformation of the concept of Dual Maat before the New Kingdom. Based

on these findings, he considers changes in the meaning of the word mꜣꜥty

through a comparison of the meanings and determinatives of the word,

which suggest there was a change in the interpretation of the word around

the Middle Kingdom. Moreover, the paired relationship involved in Maat,

attested in the Coffin Texts, indicates a clear notion of Dual Maat as a pair

formed by two divinities that is depicted in New Kingdom sources had

already developed in the Middle Kingdom.

Key Words ; Ancient Egypt, Maat, Religion, Dual Maat, Coffin Texts
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