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は
じ
め
に

　
お
よ
そ
詩
人
と
呼
ば
れ
る
世
界
中
の
芸
術
家
は
、
自
分
の
内
面
に
湧
き
起
こ
る
激

し
い
感
情
の
ほ
と
ば
し
り
を
言
葉
と
い
う
媒
体
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
に
長
け
た

人
々
で
あ
る
。

　
一
四
世
紀
に
イ
ラ
ン
南
部
フ
ァ
ー
ル
ス
州
シ
ー
ラ
ー
ズ
に
生
き
た
ハ
ー
フ
ェ
ズ 

Sham
sod-Dīn M

o ḥam
m

ad b. M
o ḥam

m
ad

（
一
三
二
六
？-

九
〇
頃
）
と
い
う
詩
人

の
場
合
に
は
、
そ
の
強
い
感
情
の
源
泉
の
一つ
を
当
時
の
社
会
に
蔓
延
し
て
い
た
偽
善

や
欺
瞞
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

1
。
そ
し
て
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
、
自
分
の
生
み
出
す

詩
的
世
界
の
中
に
、
実
在
・
非
実
在
に
か
か
わ
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
を
描
き
出
し
、

彼
ら
が
作
り
出
す
世
界
に
存
在
す
る
空
間
や
生
活
要
素
等
を
時
に
具
体
的
に
、
時
に

象
徴
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
怒
り
と
も
憤
り
と
も
い
え
る
想
い
を
表
現
し

て
い
る
。
例
え
ば
、
次
の
ベ
イ
ト
は
詩
人
の
想
い
が
端
的
に
表
現
さ
れ
た
典
型
的
な
例

と
い
え
る
。

　

酒
を
く
れ
、
シ
ェ
イ
フ
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
、
法
官
、
警
吏

　
よ
く
見
れ
ば
皆
偽
善
を
行
っ
て
い
る
（
ガ
ザ
ル一
九
五
）

2

他
に
も
、
モ
ス
ク
の
説
教
壇
に
立
ち
敬
虔
と
禁
欲
に
つ
い
て
人
々
に
説
く
役
割
を
担
っ

て
い
た
、
説
教
師
と
い
う
、
当
時
の
社
会
に
実
在
し
た
階
層
に
つ
い
て
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ

は
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
。

　
メ
ヘ
ラ
ー
ブ
や
ミ
ン
バル
で
威
厳
を
示
す
説
教
師
た
ち
は

　

私
室
に
帰
る
と
ほ
か
の
こ
と
を
す
る
（
ガ
ザ
ル一
九
四
）

ま
た
次
の
例
で
は
、
シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー Shāh Shojāʻ

（
在
位
一
三
五
八-

一
三
八
四
）
が
禁
酒
令
を
解
い
た
こ
と
を
喜
ぶ
と
同
時
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
階
層
・

役
職
へ
注
が
れ
る
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
批
判
の
眼
差
し
が
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

罪
を
赦
し
過
失
を
見
逃
す
王
の
治
世
に

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
酒
壺
を
引
き
寄
せ
、
法
官
は
盃
を
あ
お
る

　
ス
ー
フ
ィ
ー
は
酒
壺
を
肩
に
し
た
警
吏
を
見
る
や
否
や

　

庵
の
隅
か
ら
出
か
け
、
酒
樽
の
足
元
に
座
し
た

　

私
が
明
け
方
、
酒
売
り
の
老
人
に

　

長
老
と
裁
判
官
の
様
子
や
彼
ら
の
ユ
ダ
ヤ
式
の
飲
み
方
を
尋
ね
る
と

　

老
人
は
答
え
て
「
そ
な
た
が
い
く
ら
親
友
と
は
い
え
、
言
う
べ
き
こ
と
で
は
な
い

　
口
を
つ
ぐ
み
、
秘
密
を
守
り
、
酒
を
飲
む
が
よ
い
」（
ガ
ザ
ル
二
八
〇
）

こ
の
よ
う
に
、ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
批
判
の
眼
差
し
が
注
が
れ
る
者
た
ち
は
、
支
配
者
、
法
官
、

「
弊
衣
」
と
ハ
ー
フ
ェ
ズ　
〜
そ
の
社
会
批
判
の
精
神
を
探
究
す
る
〜

佐
々
木　
あ
や
乃
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裁
判
官
、
警
察
、
説
教
師
、
学
者
、
法
学
者
、
巡
礼
者
た
ち
の
長
、
イ
マ
ー
ム
、
シ
ェ

イ
フ
、
神
秘
主
義
者
（
ス
ー
フ
ィ
ー
）
等
多
様
で
あ
り
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
彼
ら
に
見
ら

れ
る
二
面
性
や
不
正
に
対
し
て
激
し
い
憤
り
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
作
品
か
ら

読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
非
難
の
対
象
と
な
る
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の

詩
的
世
界
に
お
い
て
鍵
と
な
る
「
二
極
の
境
界
線
上
に
位
置
す
る
人
間 ensān-e 

barzakhi

」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
際
に
、
必
要
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
。
光
と
闇
、

善
と
悪
と
い
っ
た
二
極
各
々
を
象
徴
す
る
身
近
な
人
々
を
詩
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
に

よ
り
、
人
間
は
ど
ち
ら
か
に
常
に
位
置
す
る
の
で
は
な
く
、
揺
れ
動
く
存
在
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩

の
中
で
そ
の
実
像
を
把
握
し
づ
ら
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
「
ハ
ー
フ
ェ
ズ
と
い
う「
私
」

m
an-e Ḥ

āfeż

」
と
い
う
姿
と
重
な
る
の
で
あ
る

3
。

　
こ
う
し
た
詩
作
の
源
で
あ
る
感
情
を
表
現
す
る
た
め
、
ま
た
「
二
極
の
境
界
線
上

に
位
置
す
る
人
間
」
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
際
に
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
利
用
し
た
の
が
、
当

時
の
現
実
の
社
会
に
存
在
し
、
社
会
を
構
成
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
、
す
な
わ

ち
空
間
、
衣
服
、
食
物
、
道
具
、
慣
習
や
迷
信
等
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
我
々
に
よ

り
身
近
な
衣
食
住
の「
衣
」
に
注
目
し
て
み
る
と
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
的
世
界
に
お
い
て
、

と
り
わ
け
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
最
も
激
し
い
憎
悪
・
嫌
悪
の
対
象
で
あ
っ
た
「
ス
ー
フ
ィ
ー
」

が
主
に
着
用
し
た「
弊
衣
」
に
は
、
い
く
つ
か
の
異
な
っ
た
言
葉
が
用
い
ら
れ
、「
弊
衣
」

を
用
い
た
表
現
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
興
味
深
い
。そ
こ
で
こ
の
論
考
で
は
、ハ
ー
フ
ェ

ズ
の「
弊
衣
」
に
注
目
し
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
的
世
界
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な「
弊
衣
」

の
役
割
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
的
世
界
に
登
場
す
る「
弊
衣
」
を
見
て
い
く
前
に
、

予
め
最
初
に「
弊
衣
」
の
も
つ
歴
史
と
そ
の
役
割
に
つ
い
て
知
っ
て
お
く
こ
と
が
必
要

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
い
く
つ
か
の
神
秘
主
義
文
献
等
を
参
考
と
し
な
が
ら
、「
弊
衣
」

の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
作
り
か
ら
始
め
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一　
弊
衣
に
つ
い
て

１・１　
弊
衣
の
定
義
と
そ
の
特
徴

　

は
じ
め
に
、「
弊
衣
」
の
定
義
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。「
弊
衣
」
と
は「
破
れ
た
服
、

神
秘
主
義
者
の
着
る
服
」
と
い
う
意
味
を
も
ち
、一
般
的
に
は
ヘル
ゲ kherqe

、モ
ラ
ッ

ガ m
oraqqa‘

、
ダ
ル
グ dalq

、
モ
ラ
ン
マ m

olam
m

a‘

、
ダ
ル
ゲ
・
モ
ラ
ン
マ dalq-e 

m
olam

m
a‘

、
ス
ー
フ ṣuf

等
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
ヘル
ゲ
と
呼
ば
れ
る
衣
服
の
質
は
一
定
で
は
な
く
、
十
一
世
紀
中
葉
の
ホ
ジ
ュ
ヴ
ィ
ー

リ
ー‘Ali b. ʻO

sm
ān H

ojviri

著『
隠
さ
れ
し
も
の
の
発
見 Kashfol-M

a ḥjub

』
に
よ

れ
ば
、
現
在
で
は
ほ
ぼ
同
義
に「
弊
衣
」
を
表
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多

い
モ
ラ
ッ
ガ（
字
義
通
り
に
は
「
つ
ぎ
は
ぎ
の
服
」）、
ジ
ャ
ー
メ
イ
ェ
・
パ
シ
ュ
ミ
ー
ン 

jām
e-ye pashm

in

（
字
義
通
り
に
は「
羊
毛
の
服
」）、
ピ
ー
ラ
ー
ハ
ネ
・
セ
フ
ィ
ー
ド 

pirāhan-e sefid 

（
字
義
通
り
に
は「
白
い
シ
ャ
ツ
」）
に
は
差
異
が
あ
り
、
特
に
、
羊
泥

棒
と
疑
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
り
、
革
新
者
や
異
端
者
の
纏
う
物
と
い
う
意
識
が
強

か
っ
た
た
め
、
羊
毛
を
用
い
る
こ
と
は
十
一
世
紀
に
は
ま
だ
自
制
さ
れ
て
い
た
と
あ
る

4
。
ま
た
、
初
期
の
神
秘
主
義
者
は
、
必
要
に
駆
ら
れ
あ
ま
り
に
古
布
を
つ
ぎ
は
ぎ

に
し
た
が
た
め
、
重
ね
た
つ
ぎ
の
間
に
蠍
等
の
生
き
物
が
巣
く
う
こ
と
も
あ
っ
た
り

5
、
中
に
は「
17
マ
ン
の
弊
衣 hefdah m

an dalqi

」
6
「
40
ラ
ト
ル chehel ra ṭl

」
7
と
言

わ
れ
る
ほ
ど
の
た
い
へ
ん
な
重
さ
の
服
を
纏
う
修
行
者
も
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
服
装
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
合
法
で
あ
る
基
準
と
し
て
徐
々
に
社
会
に
広
ま
り
、

一
般
に
は
主
と
し
て
ヘ
ル
ゲ
と
い
う
名
称
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
民
衆
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の
間
で
は
、
初
期
神
秘
主
義
者
の
奇
跡
譚
等
も
手
伝
っ
て
、
こ
の
ヘ
ル
ゲ
と
い
う
語

に
、
時
の
流
れ
と
と
も
に
神
聖
さ
、
神
秘
性
が
付
加
し
て
い
く

8
。
す
る
と
、
今
度
は
、

敬
虔
か
つ
熱
心
な
神
秘
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
ん
が
た
め
、
故
意
に
つ
ぎ
は
ぎ
の

服
を
纏
っ
て
自
ら
を
誇
示
す
る
、
い
わ
ゆ
る
似
非
神
秘
主
義
者
た
ち
が
多
く
見
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
る

9
。

　

弊
衣
の
特
徴
は
、
前
開
き
で
は
な
く
、
頭
か
ら
被
る
服
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る

10
。

弊
衣
は
、
襟
の
上
方
（
ガ
ッ
ブ
） qabb

、
両
袖
（
ド
・
ア
ー
ス
テ
ィ
ー
ン
） do āstin

、

装
飾
目
的
の
広
め
の
縁
（
ド
・
テ
ィ
ー
リ
ー
ズ
） do tiriz

、
帯
（
キ
ャ
マ
ル
） kam

ar

、

襟
（
ギ
ャ
リ
ー
バ
ー
ン
） garibān
、
そ
し
て
袖
口
や
ポ
ケ
ッ
ト
の
縁
（
フ
ァ
ラ
ー
ヴ
ィ
ー

ズ
） farāviz

と
い
う
六
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り

11
、
各
パ
ー
ツ
が
神
秘
主
義
の
各

段
階
の
象
徴
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
襟
の
上
方
は「
忍
耐
」
を
、
両
袖
は「
未
来
へ
の

不
安
と
希
望
」
を
、
装
飾
目
的
の
広
め
の
襟
は「
将
来
へ
の
不
安
と
希
望
」
を
、
帯
は

「
欲
に
反
す
る
こ
と
」
を
、襟
は「
確
信
の
正
し
さ
」、袖
口
や
ポ
ケ
ッ
ト
の
縁
は「
誠
実
」

を
、
各
々
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
。
よ
り
明
確
に
は
、
襟
の
上
方
は「
神
に
対
す
る
親

し
み
の
中
に
自
ら
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
、
両
袖
は「
神
を
常
に
想
い
貞
節
で
あ
る
こ
と
」、

装
飾
目
的
の
広
め
の
襟
は「
神
を
求
め
続
け
神
か
ら
選
ば
れ
る
こ
と
」、
帯
は「
神
と
相

見
え
る
場
所
に
留
ま
る
こ
と
」、
襟
は「
神
の
御
前
で
安
心
感
に
包
ま
れ
る
こ
と
」、
袖

口
や
ポ
ケ
ッ
ト
の
縁
は「
神
と
結
ば
れ
る
場
所
に
留
ま
る
こ
と
」
の
象
徴
で
あ
る
と
い

う
12
。

　
こ
う
し
た「
弊
衣
」
の
パ
ー
ツ
の
も
つ
象
徴
は
、
後
の
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
間
で
は
、

色
使
い
に
ま
で
拡
大
さ
れ
、
中
世
の
批
評
家
か
ら
「
カ
ラ
フ
ル
な
弊
衣
は
名
声
や
欲

情
の
源
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
中
に
は
弊
衣
を
下
着
の
よ
う
に
纏
い
、

袖
を
つ
か
ん
で
袖
口
か
ら
故
意
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
者
も
い
れ
ば
、
逆
に
メ
イ
ン
の

服
の
上
に
弊
衣
を
纏
っ
て
誇
示
す
る
者
も
い
た
。
前
者
を
昼
の
泥
棒
と
呼
び
、
後
者

を
夜
の
泥
棒
と
呼
ぶ
」

13
と
ま
で
評
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
初
期
の
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
弊
衣
の
色
は
紺
青
色
で
あ
り
、
そ
れ
に
は

二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
ま
ず
、
旅
を
す
る
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
に
と
っ
て
白
い
服
は
最
初

と
同
じ
状
態
を
保
つ
の
は
難
し
く
、
洗
濯
に
も
苦
労
を
要
し
た
と
い
う
こ
と
、
二
番

目
の
理
由
と
し
て
、
紺
青
の
弊
衣
を
纏
う
こ
と
は
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
苦
難
の
旗
印
で

あ
り
、
こ
の
世
の
何
物
に
も
心
を
結
ば
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば「
服
喪
」
の
状
態
を
表

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る

14
。
こ
う
し
た
説
明
が
一
二
世
紀
に
は
神
秘
主

義
者
以
外
に
も
広
ま
り
、「
紺
青
の
弊
衣
」
は
最
初
の
人
類
ア
ダ
ム
に
そ
の
起
源
を
遡

る
と
い
う
説

15
も
登
場
し
、
神
秘
主
義
者
た
ち
は
弊
衣
の
色
の
も
つ
象
徴
性
を
文
章

に
記
録
す
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
神
秘
主
義
道
の
精
神
修
養
の
階
梯
、
す
な
わ

ち
忘
我
の
境
地
に
辿
り
つ
く
ま
で
の
各
段
階
に
よ
っ
て
、
弊
衣
の
色
が
決
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
黒
は
す
べ
て
の
色
を
埋
没
さ
せ
る
と
い
う
意
味
か

ら
弊
衣
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
色
で
あ
り
、
白
と
黒
の
中
間
で
あ
る
紺
青
は
、
暗
黒（
闇
）

か
ら
改
悛
と
精
神
修
養
を
経
て
、
足
を
踏
み
出
し
た
も
の
の
、
ま
だ
心
の
光
や
唯
一

性
に
た
ど
り
着
い
て
は
い
な
い
人
々
の
色
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

16
。

１・２　
弊
衣
下
賜
の
儀
式

　

次
に
、
弊
衣
の
下
賜
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
は
、
神
秘
主
義
道

に
お
い
て
、
導
師
が
求
道
者
に
弊
衣
を
着
せ
る
行
為
を
意
味
す
る
。
弊
衣
下
賜
が
始

め
ら
れ
た
時
期
は
定
か
で
は
な
い
が
、
現
代
の
ペ
ル
シ
ア
文
学
研
究
第
一
人
者
で
あ
る

シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
氏
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
一一
世
紀
頃
と
さ
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
神

秘
主
義
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
導
師
が
、
求
道
者
に
弊
衣
を
着
せ
る
と
い

う
行
為
は
、
導
師
と
求
道
者
の
間
の
精
神
的
な
結
合
の
象
徴
で
あ
り
、
求
道
者
は
導

師
に
対
し
て
完
全
な
服
従
を
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、逆
に「
弊
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衣
を
脱
が
す
こ
と
」
と
い
う
行
為
も
見
ら
れ
、
こ
れ
は
ス
ー
フ
ィ
ー
の
輪
か
ら
追
い
出

す
こ
と
を
意
味
し
た

17
。

　

弊
衣
下
賜
の
儀
式
の
際
、
求
道
者
は
弊
衣
着
用
の
た
め
の
特
別
の
礼
拝
を
２
ラ
ク

ア
18
お
こ
な
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
ほ
か
、
托
鉢
僧
の
身
で
あ
る
も
の
が
弊
衣
を

着
せ
て
も
ら
う
ま
で
に
は
、
一
年
分
け
隔
て
な
く
全
て
の
人
々
に
仕
え
、
一
年
神
に
お

仕
え
し
、
一
年
は
自
ら
の
心
に
注
意
を
払
う
こ
と
が
条
件
で
あ
る
と
の
記
述
も
み
ら

れ
る

19
。
ま
た
、
着
せ
る
側
の
導
師
も
今
目
の
前
に
い
る
求
道
者
の
精
神
的
レ
ベ
ル
や
、

精
神
修
養
の
厳
し
さ
を
味
わ
っ
て
き
た
求
道
者
の
状
態
を
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た

20
。
ま
た
、
弊
衣
下
賜
の
儀
式
は
、
聖
者
の
墓
所
等
の
神
聖
な
場
所
で
厳

正
に
と
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
た

21
。

　

こ
う
し
て
求
道
者
に
与
え
ら
れ
た
弊
衣
は「
意
図
す
る
弊
衣 kherqe-ye erādat

」

と
呼
ば
れ
、
こ
の
弊
衣
が
神
秘
主
義
に
お
け
る
弊
衣
の
基
礎
と
な
る

22
。
弊
衣
の
精

神
的
意
味
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
、他
に「
祝
福
の
弊
衣 kherqe-ye tabarrok

」
と「
代

理
の
弊
衣 kherqe-ye velādat

」
と
呼
ば
れ
る
弊
衣
も
存
在
し
た
。「
祝
福
の
弊
衣
」

と
は
前
述
の「
意
図
す
る
弊
衣
」
を
否
定
し
た
り
、
そ
れ
と
か
け
離
れ
た
る
す
る
も
の

で
は
な
く
、
導
師
た
ち
か
ら
祝
福
を
得
る
た
め
の
弊
衣
で
あ
る
。「
意
図
す
る
弊
衣
」

は
限
ら
れ
、
選
ば
れ
た
者
に
し
か
与
え
ら
れ
な
い
特
別
の
弊
衣
で
あ
る
が
、
こ
の「
祝

福
の
弊
衣
」は
ど
の
修
行
者
に
対
し
て
も
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

23
。「
代
理
の
弊
衣
」

と
い
う
の
は
、
シ
ェ
イ
フ
が
自
分
の
代
わ
り
と
し
て
、
あ
る
い
は
代
表
と
し
て
自
分
以

外
の
人
物
を
集
会
に
送
る
際
、
求
道
者
で
あ
る
弟
子
に
着
せ
た
弊
衣
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
弊
衣
は
一
三
世
紀
の
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
一
四
世
紀
ま
で
に
急
速
に
ス
ー

フ
ィ
ー
の
間
に
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

24
。
さ
ら
に
時
代
を
経
て
一
四
世
紀
後

半
に
な
る
と「
改
悛
の
弊
衣 kherqe-ye tow

be

」
や「
自
分
専
用
の
弊
衣 kherqe-ye 

ta ṣarrof

」
25
も
加
わ
り
、
弊
衣
の
種
類
が
増
す

26
。

　

弊
衣
を
与
え
ら
れ
る
の
は
男
性
に
限
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ス
ー
フ
ィ
ー
と
し
て
認

め
ら
れ
た
女
性
に
対
し
て
も
弊
衣
は
下
賜
さ
れ
て
い
た
。
シ
ェ
イ
フ
が
自
ら
の
手
で
弊

衣
を
着
せ
た
女
性
た
ち
を
自
分
の
娘
と
み
な
す
と
い
う
記
述
も
残
っ
て
い
る

27
。
ま
た
、

シ
ェ
イ
フ
が
妻
に
弊
衣
下
賜
を
委
ね
た
ケ
ー
ス
も
あ
り

28
、
一
四
世
紀
に
な
る
と
今
度

は
求
道
者
た
ち
に
弊
衣
を
着
せ
る
女
性
た
ち
が
登
場
し
て
く
る

29
。

　
１・３　
サ
マ
ーsam

āʻ

に
お
け
る
弊
衣

　
サ
マ
ー
と
い
う
語
の
原
義
は「
聞
く
こ
と
」
で
あ
り
、
神
秘
主
義
の
用
語
で
は
、
音

楽
や
舞
踊
を
と
も
な
う
ス
ー
フ
ィ
ー
の
修
行
法
を
さ
す

30
。
こ
の
サ
マ
ー
に
お
い
て
、

ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
が
弊
衣
を
裂
く
こ
と
が
、
神
秘
主
義
文
学
の
中
で
数
多
く
言
及
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
サ
マ
ー
の
場
で
忘
我
の
境
地
に
至
っ
た
時
に
ス
ー
フ
ィ
ー
が
行

う
行
為
で
あ
り
、
さ
ら
に
細
か
く
段
階
に
分
か
れ
て
い
る
。

　

最
初
に
弊
衣
を
引
き
裂
き
、
そ
れ
を
頭
か
ら
脱
ぐ
。
次
に
、
そ
の
サ
マ
ー
で
詩
や

歌
を
朗
詠
す
る
人
、
ガ
ッ
ヴ
ァ
ー
ル qavvāl

（
サ
マ
ー
で
の
詩
や
歌
の
朗
詠
者
）
ま
た

は
も
し
く
は
群
衆
に
向
か
っ
て
脱
い
だ
弊
衣
を
投
げ
か
け
る
。
そ
し
て
サ
マ
ー
の
終
わ

り
に
は
、
こ
の
弊
衣
を
よ
り
細
か
く
ば
ら
ば
ら
に
裂
い
て
、
一
人
一
人
に
分
け
与
え
る

の
で
あ
る

31
。

　
ス
ー
フ
ィ
ー
の
中
に
は
、
服
を
纏
う
や
否
や
引
き
裂
く
者
も
い
た
よ
う
で
あ
る
が

32
、

元
来「
弊
衣
を
引
き
裂
く
」
と
い
う
行
為
は
忘
我
の
境
地
に
達
し
た
状
態
で
自
然
に
お

こ
な
わ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た

33
。
ま
た
、
神
秘
主
義
に
批
判
的

な
人
々
の
中
に
は
、
弊
衣
を
裂
く
と
い
う
行
為
は
古
い
服
を
新
品
の
服
と
取
り
替
え

る
た
め
の
口
実
と
み
な
し
て
い
た
者
も
い
た
。

　
「
弊
衣
を
裂
く
」
と
い
う
行
為
は
、自
ら
の
位
置
が
あ
る
地
点
か
ら
別
の
地
点
に
移
っ



160

た
時
、
身
に
つ
け
て
い
た
服
を
脱
ぎ
捨
て
て
別
の
地
点
に
移
っ
た
喜
び
と
感
謝
の
表
れ

と
い
え
る
。
弊
衣
と
い
う
衣
服
は
、
神
秘
主
義
の
階
梯
の
全
て
の
段
階
を
包
括
す
る

服
で
あ
り
、
弊
衣
以
外
の
服
は
一
地
点
の
み
に
限
っ
た
服
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
弊
衣
を
引
き
裂
く
者
は
皆
、
修
行
の
全
段
階
か
ら
抜
け
出
せ
た

も
の
で
あ
り
、
真
に
清
ら
な
存
在
の
象
徴
と
言
え
る
の
で
あ
る

34
。
但
し
、
弊
衣
で
あ

れ
ば
全
て
が
引
き
裂
く
対
象
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
白
い
弊
衣
を
裂
く
の
は
法
に

か
な
わ
ぬ
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

35
。
ま
た
、
自
ら
の
い
か
な
る
精
神
状
態
の
も

と
で
弊
衣
を
引
き
裂
け
ば
よ
い
の
か
に
つ
い
て
も
、
導
師
の
命
に
よ
る
場
合
、
求
道
者

自
身
が
罪
の
赦
し
を
乞
い
な
が
ら
引
き
裂
く
場
合
、
求
道
者
が
陶
酔
の
境
地
で
悦
に

入
っ
て
お
こ
な
う
場
合
等
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

36
。
さ
ら
に
、
こ
の
象
徴
的
行
為
は
、

公
衆
の
面
前
で
お
こ
な
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た

37
。

　
一
方
、
弊
衣
を
投
げ
ら
れ
た
側
の
、
そ
の
扱
い
方
に
つ
い
て
は
、
シ
ェ
イ
フ
た
ち
の
間

で
意
見
が
分
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
可
能
な
限
り
大
勢
の
人
々
に
分
配
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
説
も
見
受
け
ら
れ
る
一
方
で
、
切
れ
切
れ
に
な
っ
た
弊
衣
が
投
げ
ら
れ

た
の
で
あ
れ
ば
大
勢
で
分
け
る
べ
き
だ
が
、
完
全
な
形
の
ま
ま
投
げ
ら
れ
た
の
で
あ
れ

ば
詩
の
朗
詠
者
の
手
に
渡
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
る

38
。
ま
た
、
通
常
は
、

一
旦
投
げ
与
え
ら
れ
た
弊
衣
が
元
の
所
有
者
の
手
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

与
え
ら
れ
た
弊
衣
は
た
い
へ
ん
尊
ば
れ
、
ば
ら
ば
ら
に
さ
れ
た
弊
衣
ま
で
も
が
「
ヘ
ル

ゲ
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
タ
ー
バ
ン
と
し
て
頭
に
巻
い
た
り
、
服
や
礼
拝
用
の

敷
物
に
は
ぎ
合
わ
せ
る
等
、丁
重
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
と
い
う
記
述
が
あ
る

39
。「
あ

る
托
鉢
僧
が
弊
衣
を
く
れ
よ
う
と
し
た
ら
、
頂
き
ま
せ
ん
と
は
言
わ
ず
に
、
受
け
取
っ

て
か
ら
そ
れ
に
何
か
添
え
て
お
返
し
す
べ
き
」

40
で
あ
る
こ
と
が
慣
習
で
あ
り
、「
弊
衣

を
受
け
た
ら
恭
し
く
そ
れ
に
口
づ
け
し
て
頭
に
お
し
い
た
だ
き
、
地
面
に
落
と
し
て
は

な
ら
ず
、
つ
ま
ら
ぬ
こ
と
に
そ
れ
を
用
い
て
は
な
ら
ぬ
」

41
と
あ
る
よ
う
に
、
弊
衣
の

切
れ
端
を
敬
い
大
切
に
扱
う
こ
と
は
、
中
世
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
は
た
い
へ
ん
重
要
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

以
上
、
弊
衣
と
い
う
語
そ
の
も
の
に
立
ち
返
り
、
そ
の
歴
史
の
糸
を
弊
衣
下
賜
や

サ
マ
ー
と
い
っ
た
儀
式
・
慣
習
を
通
し
て
た
ぐ
り
寄
せ
な
が
ら
、
弊
衣
の
も
つ
象
徴

性
を
探
っ
て
み
た
。
神
秘
主
義
者
で
あ
れ
ば
誰
も
が
纏
う
た
だ
の
ぼ
ろ
服
で
は
な
く
、

色
合
い
や
素
材
に
よ
っ
て
、
意
図
す
る
意
味
合
い
が
異
な
り
、
ま
た
着
方
に
よ
っ
て
も

身
に
つ
け
る
本
人
の
精
神
修
養
の
度
合
い
が
そ
の
ま
ま
体
現
化
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、

さ
ら
に
は
神
秘
主
義
道
の
節
目
ご
と
の
儀
式
や
し
き
た
り
に
お
い
て
、
弊
衣
が
欠
か
せ

な
い
ど
こ
ろ
か
た
い
へ
ん
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ

ら
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
次
章
で
は
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
作
品
に
登
場
す
る「
弊
衣
」
に

注
目
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
描
く
弊
衣

　
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
も
浸
透
し
き
っ
て
い
た
一
四
世
紀
の
詩
人
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
作
品

に
は
、
弊
衣
を
表
す
さ
ま
ざ
ま
な
語
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、ハ
ー
フ
ェ

ズ
詩
に
登
場
す
る
弊
衣
を
、
ま
ず
そ
の
修
飾
語
句
に
よ
り
、
次
に
そ
の
扱
わ
れ
方
に

よ
り
分
類
し
、
各
々
の
弊
衣
に
含
ま
れ
る
象
徴
性
を
よ
り
深
く
解
明
す
る
こ
と
を
試

み
る
。

２・１　
形
容
に
よ
る
分
類

　

修
飾
す
る
形
容
詩
句
と
の
結
び
つ
き
に
よ
る
弊
衣
は
、「
羊
毛
の
」
弊
衣
、「
青
い
」

弊
衣
、「
つ
ぎ
は
ぎ
で
色
と
り
ど
り
の
」
弊
衣
、「
禁
欲
の
」
弊
衣
、「
酒
に
ま
み
れ
た
」

弊
衣
、
そ
し
て「
欠
点
を
隠
す
」
弊
衣
の
六
種
類
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
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順
を
追
っ
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

２・１・１　
「
羊
毛
の
」
弊
衣 kherqe-ye pashm

in, kherqe-ye pashm
ine

　

第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、一一
世
紀
に
は
ま
だ
自
制
さ
れ
て
い
た
羊
毛
の
弊
衣
は
、ハ
ー

フ
ェ
ズ
が
生
を
享
け
た
一
四
世
紀
に
は
、
革
新
者
や
異
端
者
ま
た
は
羊
泥
棒
と
疑
わ
れ

る
こ
と
を
恐
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
ス
ー
フ
ィ
ー
で
あ
る
一
種
の
証
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

　

ま
ず
最
初
の
ベ
イ
ト
を
見
て
み
よ
う
。

私
は
羊
毛
の
弊
衣
で
、
巻
き
毛
の
甲
冑
ま
と
う
、
か
の
愛
し
い
人
を
ど
う
し
て
輪

な
わ
に
か
け
ら
れ
よ
う
か

睫
毛
の
矢
で
剣
士
ら
の
心
を
射
た
あ
の
人
を
（
ガ
ザ
ル一
四
九
）

こ
の
ベ
イ
ト
は
、「
敬
虔
な
神
秘
主
義
修
行
者
た
る
私
、
そ
の
証
し
と
し
て
羊
毛
の
弊

衣
を
纏
っ
て
い
る
私
に
は
、
心
を
寄
せ
る
人
に
こ
ち
ら
を
振
り
向
か
せ
る
こ
と
は
何
と

困
難
で
あ
る
か
」
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
あ
り
、
ま
た
「
こ
の
羊
毛
の
弊
衣
は
神
秘

主
義
修
行
者
の
し
る
し
と
世
間
に
は
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
偽
善
を
は
た
ら
く

手
段
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
よ
う
に
外
見
だ
け
取
り
繕
っ
て
も
神
に
到
達
す
る
こ
と
な
ど

到
底
あ
り
え
な
い
」
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
ハ
ー
フ
ェ

ズ
が「
羊
毛
の
弊
衣
」
を
神
秘
主
義
修
行
者
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。

　

次
の
ベ
イ
ト
で
は「
羊
毛
の
弊
衣
」
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　

我
は
貧
し
く
、
酒
と
楽
師
が
欲
し
く
て
た
ま
ら
ぬ

　
あ
あ
、
羊
毛
の
弊
衣
は
抵
当
に
取
っ
て
は
も
ら
え
な
い
（
ガ
ザ
ル一
八
八
）

こ
こ
で
の
羊
毛
の
弊
衣
は
、
金
銭
的
に
価
値
の
な
い
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
の
第
一
章
で
創
り
上
げ
ら
れ
た
弊
衣
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
つ
ぎ
は
ぎ
だ
ら
け
で
、
粗

末
な
ウ
ー
ル
で
ご
わ
ご
わ
と
し
た
、
み
ず
ぼ
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
外
見
ば
か
り
で
な
く
、ハ
ー
フ
ェ
ズ
に
と
っ
て
、自
由
や
愛
の
象
徴
で
あ
る「
酒
」
や「
楽

師
」
と
、
欺
瞞
の
代
表
格
で
あ
る
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
纏
う「
弊
衣
」
と
で
は
、
全
く

釣
り
合
わ
な
い
ど
こ
ろ
か
、取
引
を
す
る
理
由
す
ら
全
く
見
つ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。「弊

衣
を
酒
代
に
充
て
る
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
詳
し
く
と
り
あ
げ
る
こ
と

に
し
た
い
。

　

次
に
挙
げ
た
ベ
イ
ト
に
は
、
羊
毛
の
弊
衣
と
火
と
の
関
係
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て

い
る
。

　
（
シ
ェ
イ
フ
に
向
か
っ
て
）
お
前
は
私
の
火
の
よ
う
な
溜
息
を
怖
れ
な
い
の
か

　
お
前
に
は
羊
毛
の
弊
衣
が
あ
る
と
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
？
（
ガ
ザ
ル
四
三
八
）

シ
ェ
イ
フ
と
い
う
当
時
の
偽
善
者
の
代
表
格
に
対
し
、
羊
毛
の
燃
え
や
す
い
と
い
う
特

徴
を
ふ
ま
え
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
自
ら
の
怒
り
と
や
り
き
れ
な
さ
を
火
に
譬
え
、
め
ら
め

ら
と
焼
き
尽
く
し
て
く
れ
よ
う
か
と
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ム
ス
リ
ム
の
怖
れ
る
火

を
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
効
果
的
に
用
い
て
い
る
と
い
え
る
。

　

次
の
ベ
イ
ト
は
、
火
が
羊
毛
の
弊
衣
を
焼
く
と
い
う
同
一
の
モ
チ
ー
フ
を
用
い
て
い

る
も
の
の
、
こ
こ
で
弊
衣
を
纏
っ
て
い
る
の
は
シ
ェ
イ
フ
で
は
な
く
ハ
ー
フ
ェ
ズ
自
身
で

あ
る
。

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
、
羊
毛
の
弊
衣
を
投
げ
捨
て
よ
、
も
し
も
我
ら
が
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火
の
溜
息
を
つ
き
な
が
ら
隊
商
の
あ
と
を
つ
い
て
き
た
な
ら
ば
（
ガ
ザ
ル
三
五
九
）

羊
毛
の
弊
衣
を
投
げ
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
自
分
ま
で
も
が
燃
え
て
し
ま

わ
な
い
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
サ
マ
ー
の
際
の「
弊
衣
を
投
げ
捨
て
る
」
か
ら
類
推
し
て
、

今
ま
で
と
は
異
な
っ
た
新
し
い
、
よ
り
良
い
自
分
を
目
指
す
よ
う
に
と
い
う
忠
告
と
も

受
け
取
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

次
の
ベ
イ
ト
に
お
い
て
も
、
羊
毛
の
弊
衣
を
纏
っ
て
い
る
の
は
ハ
ー
フ
ェ
ズ
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
の「
火
」
は
上
記
の
二
つ
の
ベ
イ
ト
の
火
と
は
異
な
り
、「
怒
り
」
の
火
で
は
な
く
、

「
偽
善
」
の
火
な
の
で
あ
る
。

　

禁
欲
と
い
う
偽
善
の
火
は
信
仰
と
い
う
収
穫
の
山
を
焼
く

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
、
こ
の
羊
毛
の
弊
衣
を
投
げ
て
去
れ
（
ガ
ザ
ル
三
九
九
）

こ
こ
で
の「
羊
毛
の
弊
衣
を
投
げ
る
」
と
い
う
行
為
に
は
、
信
仰
と
い
う
、
人
間
に

と
っ
て
大
切
な
も
の
を
守
り
育
て
る
べ
き
修
行
者
や
導
師
に
信
頼
を
よ
せ
て
は
な
ら
ぬ
、

彼
ら
か
ら
遠
ざ
か
ら
な
け
れ
ば
と
い
う
想
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
。

　

同
じ
よ
う
な
主
張
、
す
な
わ
ち
シ
ェ
イ
フ
や
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
か
ら
距
離
を
置
こ
う
、

別
種
の
人
間
と
み
な
し
て
も
ら
お
う
と
い
う
主
張
は
、
次
の
ベ
イ
ト
に
も
う
か
が
わ
れ

る
。

　

羊
毛
の
弊
衣
を
脱
い
で
、
澄
ん
だ
酒
を
飲
め

　

銀
で
白
銀
の
よ
う
な
胸
の
美
女
を
か
き
抱
く
が
よ
い
（
ガ
ザ
ル
五
二
）

　
こ
の
ベ
イ
ト
の 「
羊
毛
の
弊
衣
」を
表
す
語
は
、ス
ー
フṣuf

と
い
う
語
で
あ
る
。
ハ
ー

フ
ェ
ズ
は
五
百
近
い
ガ
ザ
ル
の
中
で
、
た
だ
一
度
だ
け
こ
の
ベ
イ
ト
で
ス
ー
フ
と
い
う
語

を
用
い
て
い
る
。「
ス
ー
フ
を
纏
う
者
」
と
い
う
意
味
の
「
ス
ー
フ
ィ
ー
」
と
い
う
語

内
部
に
偽
善
・
欺
瞞
の
香
り
を
敏
感
に
感
じ
取
っ
て
い
た
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
、
こ
の
語
の

多
用
を
避
け
、
聞
き
手
に
ス
ー
フ
ィ
ー
を
想
起
さ
せ
た
り
、
ス
ー
フ
ィ
ー
と
い
う
階
層

を
名
指
し
で
直
接
攻
撃
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
避
け
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
、
自
分
は
偽
善
・
欺
瞞
の
徒
で
は
な
い
、
ま
た
は
そ
う
は
あ
り
た
く
な
い
、

と
強
く
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の「
羊
毛
の
弊
衣
を
脱
ぐ
」
と
い
う
行
為
を

サ
マ
ー
の
儀
式
に
は
め
こ
ん
で
み
る
と
、ハ
ー
フ
ェ
ズ
が「
ス
ー
フ
ィ
ー
然
と
し
て
い
る
姿
」

よ
り
も
「
お
酒
を
飲
ん
で
楽
し
く
過
ご
す
姿
」
を
人
間
的
に
よ
り
上
級
と
捉
え
て
い

る
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
よ
う
。

２・１・１　
「
青
い
」
弊
衣 dalq-e azraq-fām

　

青
い
弊
衣
は
、
偽
善
の
衣
、
腹
黒
い
者
の
ま
と
う
服
と
し
て
登
場
す
る
。
ハ
ー
フ
ェ

ズ
の
次
の
二
つ
の
ベ
イ
ト
で
の
青
い
弊
衣
は
、
本
稿
の
１
・１
で
検
証
し
た
よ
う
に
、
弊

衣
自
体
の
歴
史
や
変
遷
を
踏
ま
え
た
上
で
の
偽
善
・
欺
瞞
の
象
徴
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

私
に
二
心
な
く
、
私
は
澱
を
飲
む
者
た
ち
の
志
高
き
下
僕

　

青
い
衣
を
纏
う
腹
黒
き
者
た
ち
に
は
属
さ
ぬ
（
ガ
ザ
ル一
九
六
）

　

私
の
師
ゴ
ル
ラ
ン
グ
は
、
青
い
弊
衣
を
纏
う
者
た
ち
に
つ
い
て

彼
ら
の
不
実
を
暴
く
の
を
許
さ
な
い
、
さ
も
な
け
れ
ば
語
る
べ
き
こ
と
は
多
い
と
い

う
の
に
（
ガ
ザ
ル一
九
九
）
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ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
に
黒
や
白
の
弊
衣
が
登
場
し
て
こ
な
い
の
は
、「
青
」
と
限
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
ス
ー
フ
ィ
ー
の
修
行
途
中
で
未
熟
で
あ
り
、
迷
い
を
払
拭
し
き

れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
様
子
と
合
わ
せ
て
、
人
間
的
に
未
熟
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
偽

善
者
で
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
当

時
、
一
般
の
大
衆
に
も
広
ま
っ
て
い
た
「
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
苦
難
の
旗
印
」
と
し
て

の
青
い
弊
衣
を
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
上
手
に
利
用
し
た
成
果
と
と
し
て
、
以
下
の
二
ベ
イ
ト

を
挙
げ
て
お
く
。

　

酒
杯
を
こ
の
掌
に
置
け
、
私
の
躯
か
ら

　
こ
の
青
色
の
弊
衣
を
脱
ぎ
捨
て
よ
う
（
ガ
ザ
ル
八
）

私
は
悪
口
を
言
わ
ぬ
し
、
不
正
を
働
こ
う
と
も
思
わ
な
い

他
人
の
衣
服
を
黒
く
も
し
な
い
し
、
自
分
の
弊
衣
を
青
く
も
し
な
い

（
ガ
ザ
ル
三
七
一
）

他
人
を
不
幸
に
陥
れ
よ
う
と
か
、
偽
善
・
欺
瞞
の
徒
と
群
れ
を
同
じ
く
し
よ
う
と
は

毛
頭
考
え
て
い
な
い
と
い
う
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
一
人
の
人
間
と
し
て
の
潔
い
決
心
が
う
か

が
わ
れ
る
詩
句
と
い
え
よ
う
。

２・１・３　
「
つ
ぎ
は
ぎ
の
」
弊
衣 dalq-e m

olam
m
a‘

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
こ
の
表
現
に
込
め
た
意
味
合
い
と
は
、
弊
衣
と
い
う
衣
服
に
時
代
と

と
も
に
神
聖
さ
が
付
加
し
た
こ
と
を
悪
用
し
、
敬
虔
か
つ
熱
心
な
神
秘
主
義
者
で
あ

る
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
故
意
に
つ
ぎ
は
ぎ
の
服
を
纏
っ
て
自
ら
を
誇
示
す
る
、
い
わ
ゆ

る
似
非
神
秘
主
義
者
の
「
つ
ぎ
は
ぎ
し
て
斑
に
な
っ
た
服
」
で
あ
る
。

私
は
バ
ラ
の
よ
う
な
色
合
い
の
こ
の
弊
衣
を
燃
や
す
だ
ろ
う

酒
を
売
る
老
師
が
わ
ず
か
の
酒
代
と
し
て
と
っ
て
く
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば

（
ガ
ザ
ル
二
二
四
）

　
こ
こ
で
は
、
つ
ぎ
は
ぎ
の
弊
衣
は
あ
ま
り
に
み
す
ぼ
ら
し
く
一
口
の
酒
代
に
も
な
ら

な
い
と
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
う
た
っ
て
い
る
。
全
く
同
じ
主
旨
で
次
の
ベ
イ
ト
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

私
は
い
つ
か
こ
の
つ
ぎ
は
ぎ
の
弊
衣
を
燃
や
し
て
し
ま
お
う

　

老
い
た
酒
売
り
も
酒
代
と
し
て
取
っ
て
く
れ
な
い
の
だ
か
ら
（
ガ
ザ
ル一
四
五
）

　

次
の
二
つ
の
ベ
イ
ト
も
、
つ
ぎ
は
ぎ
の
弊
衣
が
似
非
神
秘
主
義
者
の
代
名
詞
的
存
在

で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
つ
ぎ
は
ぎ
の
弊
衣
と
は
偽
善
の
象
徴
な

の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
は
ぎ
の
弊
衣
を
纏
う
者
に
紅
の
酒
は
罪
と
は
い
え

　

責
め
る
な
、
私
は
酒
で
偽
善
を
洗
い
流
す
の
だ
か
ら
（
ガ
ザ
ル
三
七
三
）

　
（
神
秘
主
義
者
た
ち
は
）
つ
ぎ
は
ぎ
の
弊
衣
の
下
に
投
げ
縄
を
持
っ
て
い
る

　

袖
短
き
者
た
ち
の
厚
顔
ぶ
り
を
見
よ
（
ガ
ザ
ル
三
九
五
）
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２・１・４　
「
禁
欲
の
」
弊
衣 

　
　
　
　

kherqe-ye zohd, kherqe-ye taqvā, kherqe-ye parhiz

　

禁
欲
の
弊
衣
は
、当
時
の
神
秘
主
義
修
行
者
た
ち
の
姿
の
象
徴
で
あ
る
。
語
を
補
っ

て
説
明
す
る
な
ら
ば「
禁
欲
と
み
せ
か
け
て
い
る
弊
衣
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
換
言

す
れ
ば「
欺
瞞
の
弊
衣
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
、
そ
な
た
の
禁
欲
の
弊
衣
を
燃
や
せ

　

私
が
火
に
な
っ
て
も
そ
れ
に
燃
え
移
る
こ
と
は
な
い
（
ガ
ザ
ル
三
二
三
）

禁
欲
の
弊
衣
は
偽
り
の
敬
虔
さ
の
象
徴
で
あ
る
と
同
時
に
、
自
由
を
束
縛
す
る
だ
け

で
無
意
味
な
戒
律
や
役
に
立
た
な
い
理
性
の
象
徴
で
も
あ
る
。
愛
と
理
性
の
間
で
迷

い
、
揺
れ
動
き
、
彷
徨
う
人
間
の
様
子
を
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
各
々
を
象
徴
す
る
代
表
と

い
え
る「
酒
杯
」
と「
禁
欲
の
弊
衣
」
の
二
つ
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、次
の
よ
う
に
う
た
っ

て
い
る
。

禁
欲
の
弊
衣
と
酒
杯
と
は
相
容
れ
ぬ
と
も

私
は
愛
し
い
そ
な
た
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
も
考
え
て
い
る

（
ガ
ザ
ル
四
〇
三
）

そ
し
て
こ
の
葛
藤
の
中
で
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
軍
配
を
上
げ
る
の
は
当
然
、
愛
で
あ
る
。

　

私
の
禁
欲
の
弊
衣
は
酒
場
の
水
で
流
さ
れ

　

私
の
理
性
の
館
は
酒
場
の
火
で
焼
か
れ
た
（
ガ
ザ
ル一
八
）

し
た
が
っ
て
、
想
い
を
よ
せ
る
人
の
身
に
つ
け
て
い
る
衣
服
は
、
ど
ん
な
に 

「
禁
欲
の

弊
衣
」
を
積
ん
で
も
見
合
わ
な
い
ほ
ど
価
値
の
あ
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
次
の
ベ
イ
ト
の
「
一
千
着
」
は「
非
常
に
多
く
の
」
と
い
う
意
味
を
表
す
の
で
あ
り
、

正
確
に
数
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

美
女
た
ち
の
綻
び
た
シ
ャ
ツ
に

敬
虔
の
衣
服
と
禁
欲
の
弊
衣
が
一
千
着
も
捧
げ
ら
れ
ま
す
よ
う
に
！

（
ガ
ザ
ル
二
六
〇
）

２・１・５　
「
酒
で
汚
れ
た
」
弊
衣 kherqe-ye m

ey-ālud, kherqe-ye ālude

　

本
来
で
あ
れ
ば
ス
ー
フ
ィ
ー
の
弊
衣
は
外
見
が
み
す
ぼ
ら
し
く
と
も
神
聖
で
あ
る
は

ず
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
酒
に
ま
み
れ
て
し
み
だ
ら
け
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
ス
ー

フ
ィ
ー
が
酒
を
飲
ん
で
い
る
、
も
し
く
は
酒
場
に
出
入
り
し
て
い
る
と
い
う
揺
る
ぎ
な

い
証
拠
と
な
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
な
る
偽
善
・
背
信
行
為
で
あ
る
。

　

次
の
二
つ
の
ベ
イ
ト
は
、
い
わ
ば「
世
間
に
対
す
る
裏
切
り
行
為
」
に
対
す
る
羞
恥

の
念
を
強
く
感
じ
て
い
る
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
気
持
ち
の
表
れ
と
い
え
よ
う
。

酒
で
汚
れ
た
自
分
の
弊
衣
が
私
は
恥
ず
か
し
い

そ
れ
に
多
く
の
奸
計
を
用
い
て
偽
善
の
つ
ぎ
を
あ
て
て
い
る
の
だ
か
ら

（
ガ
ザ
ル
三
〇
五
）

　

酒
に
汚
れ
た
弊
衣
を
纏
っ
て
あ
ま
り
に
善
良
ぶ
っ
た
た
め
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私
は
酌
人
の
頬
と
紅
の
酒
に
恥
じ
て
い
る
（
ガ
ザ
ル
三
四
七
）

し
か
し
、ハ
ー
フ
ェ
ズ
が「
私
」「
自
分
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
の
行
為
は
、必
ず
し
も
ハ
ー

フ
ェ
ズ
に
限
ら
れ
た
行
為
で
は
な
い
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
の
ベ
イ
ト
で
も「
酒
で
汚
れ
た
弊
衣
」
を
纏
っ
て
い
る
の
は
、表
現
上
は
確
か
に
ハ
ー

フ
ェ
ズ
な
の
だ
が
、
神
秘
主
義
者
た
ち
に
対
す
る
皮
肉
や
あ
て
つ
け
・
あ
て
こ
す
り
と

解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
酒
杯
の
徒
と
弊
衣
の
徒
が
属
す
る
矛
盾
し
た
二
つ
の

社
会
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
風
刺
的
な
表
現
こ
そ
が
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
詩
の
醍
醐
味
と
い

え
る
の
で
あ
る

42
。

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
酒
に
汚
れ
た
こ
の
弊
衣
を
自
ら
着
た
の
で
は
な
い

　
お
お
清
ら
な
シ
ェ
イ
フ
よ
、
私
を
赦
し
給
え
（
ガ
ザ
ル
五
）

次
の
例
で
は
、 「
酒
に
汚
れ
た
弊
衣
」
は
欺
瞞
の
象
徴
と
い
う
よ
り
は
、 「
求
道
者
の
迷

い
」
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
酒
」
は
ハ
ー
フ
ェ
ズ
に
と
っ
て
自
由
の
シ
ン
ボ

ル
で
あ
る
。
自
由
に
生
き
よ
う
と
す
る
と
厳
し
い
戒
律
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
、か
と
い
っ

て
自
由
を
剥
奪
さ
れ
た
の
で
は
た
ま
ら
な
い
、
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
る
修
行

僧
、
ひ
い
て
は「
人
間
」
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
が
重
な
っ
て
み
え
る
の
は
私
だ
け
で
あ
ろ

う
か
。

　

昨
夜
私
は
寝
ぼ
け
眼
で
酒
場
の
戸
口
へ
行
っ
た

　

弊
衣
は
汚
れ
て
お
り
、
礼
拝
の
敷
物
は
酒
で
染
ま
っ
て
い
た

　

酒
を
売
る
美
少
年
が
が
っ
か
り
し
た
様
子
で
や
っ
て
来
て

　
こ
う
言
っ
た「
目
を
覚
ま
せ
、
さ
あ
寝
ぼ
け
眼
の
求
道
者
よ
」

　

身
を
清
め
よ
、
な
ぜ
な
ら
美
女
の
館
が

　
そ
な
た
に
よ
っ
て
こ
の
汚
れ
た
庵
に
な
ら
な
い
よ
う
（
ガ
ザ
ル
四
一
四
）

こ
こ
で
の「
酒
を
売
る
美
少
年
」
こ
そ
が
、
本
来
あ
る
べ
き
導
師
の
姿
で
あ
り
、
汚
れ

て
い
る
の
は
美
女
た
ち
の
居
る
酒
場
で
は
な
く
、
僧
庵
の
方
な
の
で
あ
る
と
ハ
ー
フ
ェ

ズ
は
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
の
ベ
イ
ト
は
、
酒
場
が
厳
し
い
制
約
を
う
け
、
閉
鎖
さ
れ
た
こ
と
を
嘆
い
た
ガ
ザ

ル
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　

涙
で
弊
衣
の
酒
を
洗
い
流
そ
う

　

今
は
節
制
の
季
節
、
禁
欲
の
日
々
（
ガ
ザ
ル
四
二
）

詩
人
は
、
酒
を
弊
衣
か
ら
洗
い
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
を
不
本
意
に
感
じ
、
悲
哀
す

ら
感
じ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
偽
善
の
象
徴
で
あ
る「
弊
衣
」
に
し
み
の
よ
う

に
つ
い
た「
酒
」
は
偽
善
を
悪
と
み
な
す
精
神
を
、
さ
ら
に
は
酒
が
暗
示
す
る「
自
由
」

を
謳
歌
し
な
が
ら
外
面
と
内
面
を
一
致
さ
せ
、
裏
表
の
な
い
人
間
に
な
ろ
う
と
い
う
気

概
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
酒
に
汚
れ
た
弊
衣
」
は
、
自
由
と
制
約

と
い
う
二
極
の
狭
間
で
苦
し
み
悩
み
も
が
く
人
間
の
姿
を
も
象
徴
し
て
い
る
と
結
論
づ

け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
詩
人
の
精
神
の
奥
深
く
か
ら
の
、

心
の
奥
底
か
ら
の
叫
び
な
の
で
あ
る
。

２・１・６　
「
欠
点
を
隠
す
」
弊
衣 kherqe-ye ʻeyb-e nehān

　

女
性
の
纏
う
チ
ャ
ー
ド
ル
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
ぼ
ろ
隠
し
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
、
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あ
る
い
は
身
を
隠
す
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
解
釈
で
き
る
弊
衣
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
弊
衣
は
通
常
は
一
番
上
に
纏
う
衣
服
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
時
代
と
と
も
に
似
非
神
秘
主
義
者
た
ち
が
ひ
け
ら
か
し
て

一
番
上
に
故
意
に
人
目
に
つ
く
よ
う
に
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
を
揶
揄
す
る
意
味
合
い

も
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
人
間
誰
し
も
、
つ
い
誘
惑
に
負
け
て
し

ま
う
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
欲
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
弱
点
や
欠
点
が

あ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
弊
衣
を
着
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
世
間
は
敬
虔
な

修
行
者
、
自
ら
の
弱
点
を
克
服
し
た
敬
虔
な
人
物
と
判
断
し
て
く
れ
る
た
め
、
自
ら

の
欲
求
を
完
全
に
隠
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
挙
げ
る
三
つ
の
ベ
イ
ト
に
登
場
す
る「
欠
点
を
隠
す
弊
衣
」
に
注
目
し
て
み
た
い
。

　

私
の
欠
点
を
隠
せ
、
酒
に
染
ま
っ
た
弊
衣
よ

　

気
を
つ
け
て
お
く
れ
、
貞
淑
で
清
ら
な
人
が
こ
こ
に
会
い
に
来
た
（
ガ
ザ
ル一
六
七
）

多
く
の
欠
点
を
隠
す
弊
衣
を
私
は
持
っ
て
い
た
が

弊
衣
は
酒
と
楽
師
の
抵
当
に
な
り
、
異
教
徒
の
し
る
し
の
帯（
私
の
悪
評
）
が
残
っ

た
（
ガ
ザ
ル一
五
七
）

　

私
が
弊
衣
を
纏
う
の
は
、
信
心
の
た
め
で
は
な
く

　

数
多
の
欠
点
を
覆
い
隠
す
た
め
（
ガ
ザ
ル
三
三
二
）

こ
こ
に
挙
げ
た
三
つ
の
ベ
イ
ト
が
と
も
に「
私
の
弊
衣
」
で
あ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

ハ
ー
フ
ェ
ズ
と
い
う
詩
人
の
表
現
行
為
の
中
で
起
き
た
単
な
る
偶
然
と
は
考
え
に
く
い
。

自
分
に
欠
点
が
あ
る
、
人
間
と
は
弱
い
も
の
と
気
づ
い
て
い
る
の
が
ハ
ー
フ
ェ
ズ
だ
け
で

あ
る
か
ら
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
ス
ー
フ
ィ
ー
を
は
じ
め
と
す
る

偽
善
の
徒
は
、
自
分
の
未
熟
さ
に
気
づ
か
ず
、
た
と
え
気
づ
い
て
も
そ
れ
を
認
め
な
い
、

認
め
た
く
は
な
い
と
い
う
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
伝
達
す
る
た
め
の
、
控
え
め
だ

が
芯
の
あ
る
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
的
を
得
た
主
張
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
か
ろ
う

か
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の「
弊
衣
」
は
、
外
見
で
明
白
に
そ
れ
と
わ
か
る
特

徴
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
偽
善
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
ハ
ー
フ
ェ
ズ

の
感
情
が
端
的
に
表
現
さ
れ
、
大
き
な
怒
り
と
し
て
集
約
さ
れ
て
い
る
の
が
、こ
の「
偽

善
の
弊
衣
」
で
あ
り
、
有
名
な
次
の
ベ
イ
ト
に
は
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
こ
う
し
た
想
い
が
一

段
と
強
く
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

私
の
心
は
僧
庵
と
偽
善
の
弊
衣
に
厭
き
た

　

異
教
徒
の
寺
院
は
い
ず
こ
、
美
酒
は
い
ず
こ
（
ガ
ザ
ル
二
）

２・２　
弊
衣
の
扱
い
に
よ
る
分
類

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
作
品
に
お
け
る「
弊
衣
」
の
扱
い
は
、「
弊
衣
を
下
賜
す
る
」
こ
と
、「
弊

衣
を
裂
く
」 「
弊
衣
を
う
ち
捨
て
る
」
あ
る
い
は 

「
弊
衣
を
脱
ぐ
」
こ
と
、 「
弊
衣
を
燃

や
す
」
こ
と
、「
弊
衣
を
酒
代
に
あ
て
る
」
こ
と
、「
弊
衣
を
酒
で
洗
う
」
こ
と
の
五
種

類
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
を
順
に
追
い
な
が
ら
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ

の
意
図
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

２・２・１　
「
弊
衣
を
下
賜
す
る
」
こ
と

　

次
に
挙
げ
る
の
は
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
パ
ト
ロ
ン
の
一
人
、
シ
ャ
ー
・
シ
ョ
ジ
ャ
ー
を
讃
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え
た
ガ
ザ
ル
の
中
の
一
ベ
イ
ト
で
あ
り
、
１・２
で
見
て
き
た「
弊
衣
着
用
」
の
慣
習
を

踏
ま
え
て
う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
神
秘
主
義
道
の
慣
習
が
、
広
く
一
般
に
も
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
の
証
し
と
い
え
よ
う
。

　
あ
な
た
の
若
き
運
が
ぼ
ろ
を
纏
う
老
い
た
大
空
か
ら

　

蒼
い
弊
衣
を
受
け
る
ほ
ど
に
生
き
長
ら
え
給
え
（
ガ
ザ
ル
二
八
〇
）

た
だ
し
、
こ
こ
の「
蒼
い
弊
衣
」
は
天
空
の
色
合
い
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
偽
善
の
象

徴
の「
青
い
弊
衣
」
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

２・２・２　
「
弊
衣
を
裂
く
」「
弊
衣
を
う
ち
捨
て
る
」
あ
る
い
は「
弊
衣
を
脱
ぐ
」
こ
と

　

弊
衣
の
こ
う
し
た
扱
い
は
、
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
サ
マ
ー
と
い
う
神
秘
主
義
の

修
行
の
中
で
、
忘
我
の
境
地
に
至
っ
た
際
に
自
然
と
行
わ
れ
る
行
為
で
あ
る
。
求
道

者
が
神
に
一
瞬
で
も
相
ま
み
え
た
と
感
じ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
至
福
の
一
瞬
で
あ
り
、

魂
を
突
き
上
げ
る
よ
う
な
激
し
い
喜
び
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
弊
衣
を
裂
く
」
と
い
う
、
サ
マ
ー
で
忘
我
の
境
地
に
達
し
て
最
初
に
行
わ
れ

る
行
為
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
次
の
例
は「
弊
衣
」
で
は
な
く「
服
」
と
し
か

表
現
さ
れ
て
い
な
い
が
、
サ
マ
ー
で
ス
ー
フ
ィ
ー
が
弊
衣
を
裂
く
と
い
う
行
為
か
ら
連

想
し
て
う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
す
ら
り
と
し
た
糸
杉
の
よ
う
な
あ
の
愛
し
い
人
が
サ
マ
ー
に
現
れ
れ
ば

　

生
命
の
衣
を
引
き
裂
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
（
ガ
ザ
ル一
三
三
）

　
二
番
目
の
例
は
、
歓
喜
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
激
し
い
怒
り
に
よ
っ
て
弊
衣
を
引
き

裂
く
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
ペ
ル
シ
ア
文
学
で
は
、
伝
統
的
に
、
激
し
い
喜
び
の
あ
ま

り
衣
服
を
裂
く
と
い
う
表
現
も
あ
れ
ば
、
あ
ま
り
に
激
し
い
悲
し
み
、
嘆
き
に
よ
っ
て

衣
服
を
裂
く
と
い
う
表
現
も
存
在
す
る

43
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
怒
り
の
対
象
が
偽
善
や
欺

瞞
、
不
正
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

私
は
こ
の
偽
善
の
弊
衣
を
引
き
裂
こ
う
、
他
に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か

汚
ら
わ
し
い
者
ど
も
と
交
わ
る
な
ど
、
魂
に
は
痛
ま
し
い
ほ
ど
の
拷
問
だ
（
ガ
ザ

ル
三
六
〇
）

弊
衣
を
裂
い
た
後
に
、「
弊
衣
を
う
ち
捨
て
る
」、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
に
続
い
て「
頭
か

ら
弊
衣
を
脱
ぐ
」
と
い
う
行
為
が
続
く
。
次
の
ベ
イ
ト
で
は「
弊
衣
を
う
ち
捨
て
る
」

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
、
弊
衣
を
う
ち
捨
て
よ
、
さ
れ
ば
救
わ
れ
る
や
も
し
れ
ぬ

火
は（
修
行
者
の
）
奇
跡
と
い
う
偽
善
か
ら
燃
え
さ
か
っ
た
の
だ
か
ら

（
ガ
ザ
ル
二
八
）

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
サ
マ
ー
と
の
関
連
よ
り
も
、
単
に
自
分
の
身
か
ら
引
き
離
し
て

そ
れ
と
の
関
係
を
断
つ
と
い
う
意
図
の
方
が
前
面
に
強
く
押
し
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。
初
期
の
神
秘
主
義
修
行
者
た
ち
の
神
聖
さ
を
悪
用
し
て
偽
善
を
は
た

ら
く
求
道
者
た
ち
が
増
え
て
き
た
時
代
に
生
き
た
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
、
彼
ら
の
象
徴
で
あ

る「
弊
衣
」
か
ら
身
を
遠
ざ
け
な
い
と
、
焼
き
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
と
警
告
す
る
か
の

よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
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し
か
し
、
次
の
ベ
イ
ト
は
サ
マ
ー
の
儀
式
自
体
を
意
識
し
て
い
る
ベ
イ
ト
で
あ
る
こ

と
が
明
白
で
あ
る
。

　
サ
マ
ー
の
集
い
に
来
て
、
弊
衣
を
脱
い
で
踊
れ

　
さ
も
な
く
ば
、
片
隅
に
行
っ
て
私
の
弊
衣
を
被
れ
（
ガ
ザ
ル
二
五
二
）

こ
こ
で
は
相
手
に
対
し
て
、
サ
マ
ー
で
忘
我
の
境
地
に
達
し
て
今
身
に
つ
け
て
い
る
弊

衣
を
脱
ぎ
去
っ
て
喜
び
に
舞
い
踊
る
か
、
も
し
く
は
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
弊
衣
を
着
て
部
屋

の
隅
に
引
っ
込
む
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
偽
善
の
衣
だ
け
は
纏
っ
て
く
れ
る
な
と
語
り

か
け
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
具
体
例
を
見
て
く
る
と
、
弊
衣
を「
裂
く
」
と
い
う
行
為
も「
捨
て
る
」

と
い
う
行
為
も
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
の
中
で
は
、
サ
マ
ー
に
お
け
る
段
階
的
な
側
面
よ

り
も
、
精
神
的
に
あ
る
地
点
か
ら
別
の
地
点
に
移
り
、
も
う
元
の
状
態
へ
は
戻
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
包
括
的
に
暗
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
破
く
、
捨
て
る
と
い
う

行
為
は
、「
今
の
私
は
過
去
の
状
態
へ
は
決
し
て
戻
れ
は
し
な
い
」
と
い
う
意
味
を
表
す

行
為
な
の
で
あ
る
。

２・２・３　
「
弊
衣
を
燃
や
す
」
こ
と

　
こ
の
慣
習
は
、
初
期
の
神
秘
主
義
作
品
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
た
め
、
古
く
か
ら

の
慣
習
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
く
、
ペ
ル
シ
ア
文
学
に
初
め
て
神
秘
主
義
を
取
り
入

れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
サ
ナ
ー
イ
ー Abol-M

ajd M
ajdud b. Ādam

 Sanāʼi Ghaznavi

（
一
〇
七
四-

一
一
三
四
）
以
降
、
ア
ッ
タ
ー
ル Faridod-D

in M
o ḥam

m
ad ʻAṭṭār 

N
ishāburi

（
一一
四
五
？-

一
二
二
一
）、
サ
ア
デ
ィ
ー Abu M

o ḥam
m

ad M
osharrefod-

D
in b. M

o ṣle ḥ b. ʻAbdollāh

（
一
二
一
〇
頃-

九
二
頃
）、
ル
ー
ミ
ー Jalālod-D

in 

M
o ḥam

m
ad Balkhi Rum

i

（
一
二
〇
七-

七
三
）
と
い
っ
た
、
ペ
ル
シ
ア
文
学
史
上
に

残
る
偉
大
な
詩
人
た
ち
の
作
品
の
中
で
も
、
こ
の「
弊
衣
を
燃
や
す
こ
と
」
に
つ
い

て
の
記
述
が
目
に
留
ま
る
よ
う
に
な
る

44
。
例
え
ば
、
ア
ッ
タ
ー
ル
の『
鳥
の
言
葉 

M
an ṭeqo ṭ- Ṭeyr

』の
中
の
シ
ェ
イ
フ・サ
ン
ア
ー
ン Sheykh Ṣan‘ān

の
逸
話
に
次
の
フ
レ
ー

ズ
が
見
ら
れ
る
。

　
シ
ェ
イ
フ
（
サ
ン
ア
ー
ン
）
が
異
教
徒
の
し
る
し
の
帯
の
輪
の
中
に
入
っ
た
時

　

彼
は
弊
衣
に
火
を
つ
け
、
事
を
始
め
た

45

高
名
な
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の
導
師
で
あ
っ
た
シ
ェ
イ
フ
・
サ
ン
ア
ー
ン
は
、
ク
リ

ス
チ
ャ
ン
の
娘
に
恋
を
し
、
社
会
的
名
声
も
地
位
も
抛
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
彼
女

の
命
じ
る
ま
ま
に
次
々
と
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
禁
忌
を
お
こ
な
っ
て
い
く
。聖
典
コ
ー

ラ
ン
に
火
を
放
ち
、
酒
を
飲
み
、
偶
像
に
向
か
っ
て
跪
拝
を
し
、
非
ム
ス
リ
ム
と
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
ア
ッ
タ
ー
ル
が
こ
こ
で
用
い
た「
弊
衣
に
火
を
つ
け
た
」

と
は
、「
敬
虔
で
模
範
的
な
ム
ス
リ
ム
で
あ
っ
た
以
前
の
状
態
に
は
戻
ら
な
い
」
と
い
う

意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

サ
マ
ー
に
お
い
て「
弊
衣
を
燃
や
す
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
り
約
一
世

紀
前
に
、同
じ
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
詩
人
と
し
て
名
を
馳
せ
た
サ
ア
デ
ィ
ー
の
教
訓
詩
集『
果

樹
園 Bustān

』
に
も
、

　

時
に
安
ら
ぎ
片
隅
に
て
弊
衣
を
縫
い

　

時
に
集
ま
り
に
て
熱
狂
し
弊
衣
を
焼
く
が
よ
い

46
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と
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
ま
た
ペ
ル
シ
ア
神
秘
主
義
詩
最
高
峰
に
君
臨
す
る

一
三
世
紀
の
ル
ー
ミ
ー
も
、

　

私
は
十
万
も
の
弊
衣
を
情
熱
に
よ
っ
て
縫
い
上
げ
た

　
だ
が
君
に
恥
じ
て
そ
れ
は
全
て
一
気
に
燃
え
て
し
ま
っ
た

47

と
う
た
っ
て
い
る
。

　
で
は
、
一
四
世
紀
の
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
ど
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
最
初

の
例
を
見
て
み
よ
う
。

　

弊
衣
に
火
を
つ
け
よ
、
酌
人
の
眉
の
ご
と
き
弧
は

　
イ
マ
ー
ム
の
メ
ヘ
ラ
ー
ブ
の
一
隅
を
打
ち
砕
く
（
ガ
ザ
ル
九
〇
）

メ
ヘ
ラ
ー
ブ
と
は
、
集
団
礼
拝
の
際
導
師
（
イ
マ
ー
ム
）
が
立
つ
場
所
の
頭
上
に
あ
る

ア
ー
チ
状
の
覆
い
で
あ
る
。
ペ
ル
シ
ア
詩
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
麗
人
の
眉
が
こ
の
メ

ヘ
ラ
ー
ブ
に
譬
え
ら
れ
て
き
た
。
敬
虔
さ
に
享
楽
が
打
ち
勝
っ
た
と
解
釈
で
き
る
ベ
イ

ト
で
は
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
真
意
は
、
見
か
け
倒
し
の
敬
虔
さ
よ
り
正

直
な
想
い
が
勝
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
弊
衣
を
燃
や
せ
と
命
じ
て
い

る
の
は
、
正
直
で
あ
れ
と
い
う「
人
間
」
の
心
の
声
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

次
の
二
つ
の
例
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
に
代
表
さ
れ
る
偽
善
の
輩
を「
贋
金
」
に
譬
え
て
い

る
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
想
い
を
寄
せ
る
対
象
を
神
と
考
え
れ
ば
、
偽
善
者
の
見
分
け
が
つ

く
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
人
間
だ
と
す
れ
ば
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
そ
の
利
発
さ
に

多
少
驚
愕
の
念
を
抱
き
な
が
ら
も
、
称
賛
の
眼
差
し
で
熱
く
見
つ
め
て
い
た
に
違
い
な

い
。　

（
愛
し
き
人
は
）
艶
っ
ぽ
く
こ
う
言
っ
た
「
ハ
ー
フ
ェ
ズ
よ
、
さ
あ
弊
衣
を
燃
や
し

な
さ
い
」　
お
お
神
よ
、
彼
女
は
こ
の
贋
金
の
見
分
け
方
を
誰
か
ら
学
ん
で
い
た
の

か
（
ガ
ザ
ル
二
〇
五
）

　
ス
ー
フ
ィ
ー
の
現
金
が
み
な
純
粋
で
清
ら
か
と
は
限
ら
な
い

　

何
と
多
く
の
弊
衣
が
燃
や
す
に
値
す
る
こ
と
か
（
ガ
ザ
ル一
五
五
）

世
の
中
に
は
何
と
偽
善
が
横
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
と
嘆
く
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
様

子
が
目
に
浮
か
ぶ
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

次
に
挙
げ
る
ベ
イ
ト
は
、
多
く
の
研
究
者
た
ち
の
議
論
の
的
と
な
っ
て
き
た
有
名
な

ベ
イ
ト
で
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
詩
句
で
あ
る
。

　

m
ājarā kam

 kon o bāz ā ke m
arā m

ardom
-e chashm

　

kherqe az sar be dar āvard o be shokrāne besukht

　

語
り
合
っ
て
和
解
し
、
来
る
が
よ
い
、
我
が
瞳
は

　

弊
衣
を
脱
ぎ
、
感
謝
し
て
そ
れ
を
燃
や
し
た
（
ガ
ザ
ル一
八
）

　
ベ
イ
ト
の
始
ま
り
の
語
「
マ
ー
ジ
ャ
ラ
ー
」
と
は
、
ス
ー
フ
ィ
ー
の
慣
習
の
一つ
で
あ

る
。口
論
の
結
果
、互
い
に
不
愉
快
な
思
い
を
し
て
い
る
二
人
の
修
行
者
も
し
く
は
ス
ー

フ
ィ
ー
が
、
親
し
い
者
同
志
と
し
て
の
率
直
な
口
論
に
よ
っ
て
和
解
・
仲
直
り
を
す
る

と
い
う
意
味
合
い
を
含
む
。
し
た
が
っ
て
、こ
の
ベ
イ
ト
は「
文
句
を
率
直
に
ぶ
つ
け
あ
っ

て
不
平
を
減
ら
し
機
嫌
を
な
お
し
な
さ
い
。
私
の
以
前
の
状
態
・
地
位
の
象
徴
で
あ
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る
わ
が
瞳
は
、
お
前
に
対
し
て
不
満
を
も
っ
て
い
た
弊
衣
を
脱
ぎ
捨
て
、
喜
ん
で
感
謝

さ
え
し
て
弊
衣
を
燃
や
し
た
。
だ
か
ら
私
は
も
う
二
度
と
不
平
を
こ
ぼ
し
は
し
な
い
」

と
解
釈
で
き
る
ベ
イ
ト
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
瞳
は
見
る
、
見
つ
め
る
と
い
う
行
為
を

担
う
部
位
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
通
常
は「
再
び
や
っ
て
く
る
、
戻
っ
て
く
る
」
と
い
う

期
待
を
象
徴
す
る

48
の
だ
が
、
そ
の
瞳
が
も
う
前
の
状
態
に
戻
る
こ
と
は
な
い
と
表
現

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
言
葉
遣
い
の
巧
み
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

最
後
の
例
に
は
、
レ
ン
ド
が
登
場
す
る
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
言
う
レ
ン
ド
と
は
、
本
能

に
し
た
が
っ
て
、
時
に
図
々
し
い
ほ
ど
に
皮
肉
っ
ぽ
く
、
時
に
つ
つ
ま
し
く
、
目
先
の

こ
と
に
と
ら
わ
れ
ず
に
精
神
的
に
豊
か
に
楽
し
く
生
き
よ
う
と
す
る
生
身
の
人
間
を

さ
す
と
考
え
ら
れ
る

49
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
に
お
い
て
は
、
一
種
の
理
想
的
人
間
像
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
お
お
、
求
道
の
修
行
者
よ
、
弊
衣
を
燃
や
し
た
の
だ
か
ら

　

努
め
て
世
の
レ
ン
ド
た
ち
の
長
と
な
る
が
よ
い
（
ガ
ザ
ル
二
六
七
）

ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
、
神
秘
主
義
の
修
行
者
を
や
め
る
の
な
ら
、
い
っ
そ
理
想
的
な
人
間
で

あ
る
レ
ン
ド
を
率
い
束
ね
る
者
と
な
れ
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。「
志
高
く
あ
れ
」
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
例
か
ら
判
断
す
る
と
、「
弊
衣
を
焼
く
こ
と
」
と
は「
弊
衣
を
断
ち
二
度

と
身
に
つ
け
な
い
」
す
な
わ
ち
「
以
前
の
地
点
、状
態
に
は
戻
ら
な
い
」
と
解
釈
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
実
際
に
火
の
中
に
投
げ
入
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る

50
。
つ
ま
り
、

「
弊
衣
を
燃
や
す
」
と
い
う
表
現
は
、
前
項
の「
弊
衣
を
裂
く
」「
弊
衣
を
う
ち
捨
て
る
」

と
ほ
ぼ
同
じ
で
、
単
な
る
表
現
上
の
差
異
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

２・２・４　
「
弊
衣
を
酒
代
に
あ
て
る
」
こ
と

　

弊
衣
を
ま
と
う
者
た
ち
が
自
分
の
弊
衣
を
酒
場
に
質し
ち

と
し
て
入
れ
、
酒
を
得
る

と
い
う
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。
神
秘
主
義
者
で
あ
る
証
と
し
て
の
弊
衣
は
、
彼
ら
を

精
神
的
に
束
縛
す
る
枷
・
拘
束
で
あ
り
、
そ
れ
を
身
か
ら
離
し
、
質
と
し
て
預
け
る

と
い
う
行
為
は
、
外
見
を
取
り
繕
う
こ
と
を
や
め
る
勇
気
を
代
償
と
し
て
得
ら
れ
た
、

自
由
の
象
徴
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
時
代
、
弊
衣
は
ス
ー
フ
ィ
ー
に
と
っ
て
、
そ
の
ス
テ
ー
タ
ス
を

表
す
た
め
の
道
具
と
し
て
た
い
へ
ん
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
先
に
言
及

し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
ス
ー
フ
ィ
ー
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
仮
に
と
は
い

え
手
放
す
い
う
こ
と
は
、
欺
瞞
・
偽
善
と
の
別
れ
を
意
味
し
、
真
実
と
の
出
会
い
や

人
間
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
に
気
づ
い
た
と
い
う
意
味
合
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

最
初
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

　

恋
路
を
歩
む
な
ら
悪
評
を
思
う
な

　
シ
ェ
イ
フ
・
サ
ン
ア
ー
ン
は
弊
衣
を
酒
場
の
抵
当
に
入
れ
た
（
ガ
ザ
ル
七
九
）

恋
に
生
き
る
こ
と
を
選
ん
だ
シ
ェ
イ
フ
・
サ
ン
ア
ー
ン
に
つ
い
て
は
前
項
で
も
触
れ
た
。

敬
虔
な
ム
ス
リ
ム
が
非
ム
ス
リ
ム
へ
の
道
を
突
き
進
む
一
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
ハ
ー
フ
ェ

ズ
は「
弊
衣
を
酒
場
の
抵
当
に
入
れ
る
」と
描
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
。ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
シ
ェ

イ
フ
・
サ
ン
ア
ー
ン
に
対
す
る
眼
差
し
に
は
温
か
み
を
感
じ
る
の
は
、
筆
者
だ
け
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
シ
ェ
イ
フ
・
サ
ン
ア
ー
ン
の
姿
勢
に
は
、
欺
瞞
・
偽
善
の

陰
影
が
感
じ
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
潔
さ
の
よ
う
な
も
の
が
に
じ
み
出
て
い
る
か
ら
で
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あ
る
。

　

当
時
横
行
し
て
い
た
欺
瞞
や
不
正
に
対
す
る
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
怒
り
は
、
次
の
ベ
イ
ト

に
も
如
実
に
表
れ
て
い
る
。

　
さ
あ
、
私
の
弊
衣
は
酒
場
の
抵
当
で
あ
ろ
う
と
も

　
ワ
ク
フ
の
金
に
は
一
デ
ィ
ル
ハム
と
て
手
は
つ
け
な
い
（
ガ
ザ
ル
四
六
二
）

ワ
ク
フ
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
独
特
の
財
産
寄
進
の
制
度
で
あ
る
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
時

代
に
は
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
モ
ス
ク
や
学
舎
、
病
院
等
の
宗
教
・
厚
生
施
設
を
運
営

す
る
こ
と
が
慣
行
と
さ
れ
、
当
時
の
シ
ー
ラ
ー
ズ
と
い
う
一
大
文
化
都
市
に
は
必
要
不

可
欠
な
制
度
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
制
度
を
裏
で
悪
用
し
、
流
用

す
る
輩
が
い
た
ら
し
い
こ
と
へ
の
仄
め
か
し
と
も
解
釈
で
き
る
ベ
イ
ト
で
あ
る
。

　

次
の
ベ
イ
ト
で
は
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は「
弊
衣
」
に
、
ま
た
別
の
意
味
合
い
を
も
た
せ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
私
の
弊
衣
は
酒
の
抵
当
に
入
れ
る
に
か
ぎ
る

　

意
味
も
な
い
こ
の
書
物
は
美
酒
に
浸
す
に
か
ぎ
る
（
ガ
ザ
ル
四
五
七
）

「
美
酒
」
は
自
由
や
愛
の
象
徴
で
あ
る
。
書
物
は
理
性
の
象
徴
で
あ
り
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ

は
愛
に
到
達
す
る
た
め
に
は
理
性
は
不
要
で
あ
る
と
説
く
一
人
で
あ
る
。
弊
衣
は
欺
瞞

の
象
徴
で
は
あ
る
が
、「
私
の
弊
衣
」
と
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
弊
衣
が
体
裁
を

取
り
繕
う
手
段
と
し
て
、
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
お
り
、
そ
れ

に
良
心
の
呵
責
を
感
じ
で
い
な
が
ら
も
纏
っ
て
し
ま
う
、
纏
わ
ざ
る
を
え
な
い
衣
服
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
束
縛
・
呪
縛
と
い
え
よ
う
。

　

次
の
ベ
イ
ト
も
ハ
ー
フ
ェ
ズ
か
ら
の
同
様
の
主
張
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　　

寛
大
さ
が
涸
れ
て
し
ま
っ
た
、
自
分
の
名
誉
を
売
っ
て
は
い
け
な
い

　

酒
と
バ
ラ
は
弊
衣
の
代
金
で
買
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
ガ
ザ
ル
二
二
五
）

自
由
と
愛
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、
社
会
的
束
縛
や
実
を
伴
わ
な
い
外
見
の
み
の

名
誉
を
う
ち
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
が
、
本
来
の
人
間
と
し
て
の
名
誉
は
決
し
て

失
っ
て
は
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

次
の
ベ
イ
ト
か
ら
は
、
似
非
神
秘
主
義
者
で
あ
る
ス
ー
フ
ィ
ー
は
預
け
た
弊
衣
の
請

け
出
し
に
酒
場
を
訪
れ
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
彼
ら
は
ま
だ
名
声
や
欲
望
に
執

着
し
て
い
る
た
め
、
取
り
返
し
に
く
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
自
由
の
大
切
さ
、
人
間

の
正
直
さ
に
目
覚
め
た「
私
」
に
は
、
請
け
出
す
必
要
な
全
く
な
く
、
弊
衣
を
預
け

た
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
は
酒
の
抵
当
の
服
を
み
な
請
け
出
す
が

　

私
の
弊
衣
は
酒
場
に
残
っ
た
ま
ま
（
ガ
ザ
ル一
七
五
）

そ
し
て
ハ
ー
フ
ェ
ズ
自
身
は
、
自
分
の
弊
衣
が
酒
場
に
お
か
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る

理
由
を
次
に
挙
げ
る
ベ
イ
ト
で
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
弊
衣
は
い
つ
も
酒
の
抵
当

　
お
そ
ら
く
彼
の
天
性
は
酒
場
の
土
で
創
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
（
ガ
ザ
ル
三
九
七
）

イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
、
人
間
は
土
か
ら
創
造
さ
れ
た
。
自
由
の
象
徴
で
あ
る
酒
の
あ
る
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酒
場
と
い
う
場
所
の
土
と
は
、
自
由
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
性
質
を
譬
え

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
的
世
界
に
描
か
れ
る「
レ
ン
ド
」も
、ハ
ー
フ
ェ

ズ
の
こ
の
表
現
を
借
り
れ
ば「
酒
場
の
土
」
か
ら
創
ら
れ
た
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
と
同
様
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
い
る
の
が
次
の
ベ
イ
ト
と
い
え
る
。

　

私
が
再
び
拝
火
教
徒
の
酒
場
を
通
れ
ば

　

弊
衣
と
礼
拝
の
敷
物
の
代
金
を
す
ぐ
に
酒
に
費
や
そ
う
（
ガ
ザ
ル
三
二
七
）

　

最
後
に
挙
げ
る
次
の
例
は
、
一
見
自
嘲
的
に
う
た
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の

の
、
や
は
り
痛
烈
な
諷
刺
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
酒
場
の
中
で
私
ほ
ど
の
狂
人
は
い
な
い

　

弊
衣
も
詩
集
も
あ
ち
こ
ち
で
酒
の
抵
当
（
ガ
ザ
ル
四
八
一
）

２・２・５　
「
弊
衣
を
酒
で
洗
う
」
こ
と

　

最
後
に
、「
弊
衣
を
酒
で
洗
う
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
は「
偽
善

と
い
う
け
が
れ
か
ら
身
を
清
め
る
」
と
い
う
意
味
合
い
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ど
う
か
私
の
弊
衣
を
酒
で
洗
い
清
め
よ

　
こ
の
状
態
で
は
芳
香
は
匂
わ
な
い
の
だ
か
ら
（
ガ
ザ
ル
二
八
七
）

ワ
イ
ン
の
香
り
自
体
も
魅
惑
的
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
一
方
、
弊
衣
を
ワ
イ
ン
で
洗

う
こ
と
に
よ
っ
て
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は「
真
の
芳
香
」、
す
な
わ
ち
人
間
と
し
て
の
品
格
や
清

ら
か
さ
を
身
に
つ
け
た
い
と
う
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

弊
衣
を
酒
で
洗
う
こ
と
に
よ
る
効
能
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
次
の

ベ
イ
ト
で
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　

酌
人
よ
、
酒
場
の
泉
か
ら
水
を
持
て

　

弊
衣
か
ら
僧
庵
の
高
慢
さ
を
洗
い
流
そ
う
（
ガ
ザ
ル
四
八
〇
）

「
僧
庵
の
高
慢
さ ‘ojb-e khāneqāhi

」
と
は
不
思
議
な
言
い
回
し
で
あ
る
。
本
来
神

秘
主
義
修
行
者
た
ち
の
集
う
僧
庵
に
は
、
高
慢
さ
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
時
代
に
は
、
聖
者
た
ち
の
列
伝
を
は
じ
め
と
す
る
奇
跡

譚
等
も
手
伝
い
、
僧
庵
と
は
肯
定
的
な
意
味
で「
尋
常
で
は
な
い
人
々
」
の
集
う
場
所

と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
う
い
っ
た
民
衆
に
よ
る
特
別
視
に
よ
り
、
僧

庵
に
は
元
来
存
在
す
る
は
ず
の
な
い
プ
ラ
イ
ド
が
蔓
延
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
対
し
、

ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
非
常
に
冷
や
や
か
な
視
線
を
注
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
に
登
場
す
る「
弊
衣
」
と
称
さ
れ
る
衣
服
に
着
眼
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
表
現
を
取
り
上
げ
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
意
図
を
探

る
こ
と
を
試
み
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
本
来
あ
る
べ
き
弊
衣
の
姿
が
当
時
は
ほ

ぼ
完
全
に
歪
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
、
我
々
は
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
つ
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

　

初
期
の
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
者
た
ち
は
、
通
常
の
信
仰
者
に
も
増
し
て
、
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
の
宗
教
的
義
務（
祈
祷
、
断
食
、
巡
礼
等
）
を
厳
格
に
励
行
し
、
奇
跡
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を
起
こ
す
等
の
霊
力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
民
衆
か
ら
高
い
支
持
を
受
け
る
よ
う
に

な
っ
た
。
す
る
と
、
外
見
だ
け
を
取
り
繕
う
神
秘
主
義
者
た
ち
も
出
現
す
る
よ
う
に

な
っ
て
く
る
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
時
代
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
時
代
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ

こ
で
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
、
大
衆
の
目
に
も
多
く
触
れ
て
い
た
神
秘
主
義
者
た
ち
の
弊
衣

を
欺
瞞
の
象
徴
、
す
な
わ
ち
現
世
へ
の
執
着
、
地
位
や
名
誉
・
物
欲
の
現
れ
、
雑
念

に
惑
う
姿
と
み
な
し
、
自
分
の
詩
的
世
界
の
中
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
そ
れ
ま
で
の
神
秘
主
義
詩
人
と
異
な
る
の
は
、
神
秘
主
義
思
想
に
関

す
る
用
語
を
用
い
な
が
ら
、神
秘
主
義
を
う
た
っ
た
の
で
は
な
く
、社
会
の
批
判
を
行
っ

た
と
い
う
点
で
あ
る
。一
四
世
紀
に
生
き
た
ハ
ー
フ
ェ
ズ
に
は
ペル
シ
ア
文
化
の
中
に
脈
々

と
受
け
継
が
れ
て
き
た
知
識
、す
な
わ
ち
、そ
れ
な
り
の「
学
」「
教
養
」
が
備
わ
っ
て
お
り
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら「
神
秘
主
義
」
に
も
精
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
神
秘
主
義
」
に

上
手
に
乗
っ
た
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
な
が
ら
、
実
は「
人
間
と
は
こ
の
世
で
い
か
に
生

き
る
べ
き
か
」
と
い
う
、
誰
も
が
一
度
は
考
え
る
は
ず
の
問
題
を
呈
示
し
て
い
る
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
み
な
ら
ず
、
ペ
ル
シ
ア
文
学
の
み
な

ら
ず
、
す
べ
て
の
文
学
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

最
初
に
言
及
し
た
「
二
極
の
境
界
線
上
に
位
置
す
る
人
間
」
あ
る
い
は
「
ハ
ー
フ
ェ

ズ
と
い
う「
私
」
は
、
理
想
と
現
実
の
狭
間
で
揺
れ
動
く
人
間
、
そ
の
振
幅
と
境
界

を
認
識
し
、
人
と
し
て
の
平
衡
を
保
と
う
と
す
る
人
間
で
あ
る
。
腐
敗
・
堕
落
し
た

社
会
の
中
で
、
こ
う
し
た
人
間
の
真
の
、
生
の
姿
と
し
っ
か
り
向
き
合
っ
て
そ
れ
を
見

つ
め
る
こ
と
の
大
切
さ
に
気
づ
き
、「
弊
衣
」
と
い
う
、
誰
に
と
っ
て
も
身
近
で
馴
染
み

深
い
言
葉
を
用
い
て
、
人
間
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
哲
学
を
盛
り
込
ん
で
詩
に
う
た

い
あ
げ
た
の
が
ハ
ー
フ
ェ
ズ
と
い
う
詩
人
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
作
品

は
見
事
な
ま
で
の「
社
会
詩
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
十
分
に
可
能
な
の
で
あ
る

51
。

　

伝
達
活
動
が
ま
だ
不
完
全
な
時
代
、
伝
達
の
た
め
に
有
効
な
は
た
ら
き
を
も
つ
も

の
は
詩
で
あ
る
。
ど
こ
の
地
域
の
文
学
に
目
を
向
け
て
も
、
文
学
の
始
ま
り
が
韻
文

で
あ
っ
た
こ
と
は
誰
に
も
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。
詩
と
は
、
そ
の
言
語
の
美
し
さ

が
、
生
理
的
に
最
も
美
し
く
連
な
っ
て
聞
こ
え
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
綴
ら
れ
る
よ
う

に
工
夫
さ
れ
た
形
態
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
人
々
の
口
に
の
ぼ
り
や
す
く
、
記
憶
し
や
す

く
、
し
た
が
っ
て
伝
達
し
や
す
い
言
語
形
態
、
換
言
す
れ
ば「
最
も
経
済
的
な
言
語
形

態
」
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の「
伝
達
し
や
す
い
言
語
形
態
」
で

あ
る「
詩
」
を
用
い
て
、
情
緒
の
こ
も
っ
た
伝
達
を
意
図
し
た
場
合
、
そ
の
情
緒
的
な

言
葉̶

例
え
ば
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
欺
瞞
に
対
す
る
怒
り
の
言
葉̶

は
、
ま
さ
に
ペ
ル
シ

ア
語
の
個
性
を
作
り
、
ペ
ル
シ
ア
語
に
よ
る
文
学
作
品
の
代
表
的
地
位
を
占
め
て
い
る

と
い
え
る
こ
と
に
我
々
は
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
巧
み
に
用
い
ら
れ
た
情
緒
的
な

言
葉
が
、
言
語
の
個
性
を
作
り
、
言
語
の
顔
を
作
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と

認
識
さ
せ
て
く
れ
る
ひ
と
つ
の
好
例
が
、
イ
ラ
ン
に
お
け
る
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
作
品
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
作
品
は
、
人
間
が
人
生
の
随
所
に
お
い
て
味
わ
う
さ
ま
ざ
ま
な
感
情

に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
詩
的
世
界
を
構
築
し
て
お
り
、
こ
れ
が
現
代
イ
ラ
ン
さ
ら
に

は
ペル
シ
ア
語
文
化
圏
全
体
に
及
ぶ
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
根
強
い
人
気
を
支
え
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

註　
　
　
　
　

１　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
作
品
の
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
、
絶
対
的
な
愛
と
自
由
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

２　

ガ
ザ
ル
の
番
号
は
ハ
ー
ン
ラ
リ
ー
版（Khāje Sham

sod-D
in M

o ḥam
m

ad Ḥ
āfeż; be 
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ta ṣḥi ḥ o tow
ẓi ḥ-e Parviz N

ātel Khānlari: D
ivān-e Ḥ

āfeż, Tehrān, 1362 

）
に

よ
る
。
な
お
、
本
文
中
の
ガ
ザ
ル
の
和
訳
は
筆
者
の
試
訳
で
あ
る
。

３　
 D

r.Taqi Purnām
dāriyān: “ G

om
-shode-ye lab-e daryā”, N

ām
e-ye Shahidi, 

1374, Tehrān, pp.177-214.　
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は
、
状
況
に
応
じ
て
、
二
極
の
う
ち
の
一
方
に

位
置
す
る
人
間
と
し
て
詩
の
中
に
登
場
し
て
く
る
。
が
し
か
し
、
い
ず
れ
か
一
方
に
位
置
を
固
定

す
る
こ
と
は
な
く
、
時
に
高
潔
な
真
の
神
秘
主
義
者
的
様
相
を
、
時
に
世
俗
的
な
表
情
を
見
せ

る
。
こ
れ
は
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
が
自
ら
の
作
品
の
中
で
、
俗
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
誘
惑
と
、
精
神
的
に

自
ら
を
高
め
る
際
に
生
じ
る
不
安
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
証
し
で
あ
る
。
ハ
ー
フ
ェ
ズ
は

至
極
当
た
り
前
の
一
人
の
人
間
で
あ
り
、
ゆ
え
に
二
極
の
境
界
線
上
に
位
置
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

こ
う
し
た
表
現
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
ペ
ル
シ
ア
文
学
に
見

る
表
象
ー
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の「
人
間
」
へ
の
考
察
」『
総
合
文
化
研
究
』
第
５
号　

pp.63-75. 

を
参

照
の
こ
と
。

４　

A
li b. ‘ O

sm
ān H

ojviri; be ta ṣḥi ḥ-e Valentin A
lekseevich Zhoukovskii: 

Kashfol-M
a ḥjub, Tehrān, 1380, p.57.

５　

ibid, p.56.

６　

‘ Faridod-D
in A

ṭṭār; be ehtem
ām

-e Ṣādeq G
ow

harin: M
an ṭeqo ṭ- Ṭeyr, 

Tehrān, 1342, p.28.

「
マ
ン
」
は
重
量
単
位
で
あ
る
が
、
時
代
と
場
所
に
よ
っ
て
一
定
し
な
い
。

Peter Avery 

に
よ
る
最
新
の
英
訳
で
は
、「
一
ト
ン
の
弊
衣
」
と
な
っ
て
い
る（The Speech of 

the Birds, Cam
bridge, 1998, p.47.

）。

７　

最
初
の
女
性
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
者
と
し
て
有
名
な
聖
女
ラ
ー
ビ
ア
の
弊
衣
の
重
量
と
さ
れ

る
。
彼
女
が
埋
葬
さ
れ
た
際
、
こ
の
重
た
い
弊
衣
を
亡
骸
と
共
に
葬
っ
た
と
こ
ろ
、
あ
る
人
の

夢
に
ラ
ー
ビ
ア
が
現
れ
、「
神
は
私
の
弊
衣
を
装
飾
の
た
め
天
空
か
ら
吊
す
よ
う
に
と
お
命
じ
に
な

ら
れ
た
」
と
語
っ
た
と
い
う（Adabol-M

oluk fi Ḥ
aqāyeqot- Ṭa ṣavvof, p.29.

）。
こ
の
「
ラ

ト
ル
」
は
「
マ
ン
」
同
様
重
量
単
位
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
も
一
定
し
な
い
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に

軽
く
見
積
も
っ
て
も
二
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
は
越
え
た
で
あ
ろ
う
。

８　
「
弊
衣
」
を
意
味
す
る
語
と
し
て
、Asrār al-Tow

ḥid

『
唯
一
性
の
神
秘
』
に
は
、m

oraqqa

‘, ṣuf, m
oraqqa‘e, ḥobbe, khashen, farji, farjye

等
の
名
称
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、

そ
の
他
の
神
秘
主
義
関
係
の
文
献
に
は
、dalq, m

olam
m

a‘, dalq-e m
olam

m
a‘, hezār 

m
ikhi, kherqe-ye hezār m

ikhi, pashm
ine

等
の
語
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

 

９　

神
秘
主
義
者
を
装
う
者
の
中
に
は
、fu ṭe

と
呼
ば
れ
る
上
質
の
タ
ー
バ
ン
や
、ロ
ー
マ
風
の
タ
ー

バ
ン
を
身
に
つ
け
る
者
も
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。

10　

faraji

と
呼
ば
れ
る kherqe

の
一
種
は
、
後
ろ
あ
き
の
長
袖
服
で
あ
る（Farhang-e albese-

ye D
ozi, p.308.

）。

11　

‘D
r. Shafi‘i Kadkani: “Kherqe-o kherqe-suzi”,  Ḥ

āfeż-shenāsi V, 1368, 
Tehrān, p.178. 

な
お
、
弊
衣
の
六
つ
の
部
分
の
う
ち
最
後
に
挙
げ
た farāviz

は
、
元
来
必

要
な
部
分
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

12　

Kashfol-M
a ḥjub, , p.63.

13　

Abi al-Farj ‘Abd al- Raḥm
ān b. al-Jaw

zi: Talbisu iblis, al- Q
āhira, 1994, p.193.

14　

Kashfol-M
a ḥjub, , p.59.

15　
ア
ダ
ム
の
弊
衣
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
泉
に
浸
し
て
紺
青
色
に
な
っ
た
と
い
う
（
ア
ダ
ム
が
天
国
か

ら
地
上
に
降
り
た
場
所
、
そ
し
て
居
住
を
選
択
し
た
場
所
は
ス
リ
ラ
ン
カ
と
さ
れ
る
。
ス
リ
ラ
ン

カ
に
は
ア
ダ
ム
の
足
跡
が
残
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
）。
ま
た
、
こ
の
紺
青
色
は
、
ア
ダ
ム
が
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が
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。
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に
詳
述
が
み
ら
れ
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。

25　
「
自
分
専
用
の
弊
衣
」
と
は
、
求
道
者
自
身
が
、
神
秘
主
義
道
に
お
け
る
激
し
さ
と
穏
や
か
さ

の
中
の
自
分
の
レ
ベ
ル
に
適
し
て
い
る
と
考
え
た
色
や
形
状
を
も
つ
弊
衣
の
こ
と
で
あ
る
。

26　

“Kherqe-o kherqe-suzi”,  p.185

（
原
典
は Javāherol-Asrār, p.282

）.

27　

Talbis iblis, p.384.
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。
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48　
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と
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う
表
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す
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と
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う
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を
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す
。

49　

現
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ず
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れ
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。
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シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
氏
は
既
述
の
論
考
の
中
で
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一
八
世
紀
の
ウ
ラ
マ
ー
の
一
人
、
シ
ャ
ー
・
モ
ハ
ン

マ
ド
・
ダ
ー
ラ
ー
イ
ー
が
、
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
有
名
な
ベ
イ
ト
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
く
だ
り
を
こ

う
引
用
し
て
い
る
。

　
　
「
弊
衣
を
燃
や
す
と
い
う
の
は
古
く
か
ら
の
習
慣
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
昔
は
誰
で
も
そ
の
身
の

潔
白
が
証
明
さ
れ
る
と
、
火
が
突
然
出
現
し
、
弊
衣
が
燃
え
る
と
い
う
こ
と
が
お
こ
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
」

 　

し
か
し
、
こ
の
説
明
が
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
一
ベ
イ
ト
の
み
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
他
の
ペ
ル

シ
ア
詩
の 

「
弊
衣
を
燃
や
す
」
と
は
関
係
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
シ
ャ
フ
ィ
ー
イ
ー
氏

は
、
実
際
に
火
を
つ
け
て
燃
や
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
結
論
を
下
し
て
い
る（“Kherqe-o 

kherqe-suzi”, p.190

）。

51　
ス
ー
フ
ィ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
偽
善
者
た
ち
に
対
す
る
激
し
い
怒
り
と
い
う
感
情
に
基
づ
い
て
、

当
時
蔓
延
し
て
い
た
嘆
か
わ
し
い
倫
理
観
を
伝
達
し
よ
う
と
し
た
ハ
ー
フ
ェ
ズ
の
詩
に
対
す
る
評

価
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
美
文
に
よ
る
報
道
文
学
」
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。


