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《
研
究
ノ
ー
ト
》

二
つ
の
『
マ
カ
ー
マ
ー
ト
』
に
見
ら
れ
る
奴
隷
像

波　

戸　
　

愛　

美

　

こ
の
研
究
ノ
ー
ト
は
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
期
の
代
表
的
な
ア
ラ
ビ
ア
語
文
学
作
品
で
あ
る
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
（
九
六
七
〜
一
〇
〇
八
頃
）
と
ハ

リ
ー
リ
ー
（
一
〇
五
四
〜
一
一
二
二
）
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
に
描
写
さ
れ
る
奴
隷
像
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ア
ラ
ブ
中
東
社
会
に
独
特
の
形
で
根
付
い
て
い
た
奴
隷
の
姿
は
、
軍
事
奴
隷
で
支
配
層
と
な
っ
た
マ
ム
ル
ー
ク
を
の
ぞ
け
ば
そ
の
描
写
を
歴

史
史
料
に
探
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
期
を
代
表
す
る
文
学
作
品
で
あ
る
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
、
ハ
リ
ー
リ
ー
の
マ
カ
ー

マ
ー
ト
の
二
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
分
量
は
異
な
る
が
、
歴
史
史
料
に
は
描
か
れ
な
い
奴
隷
の
姿
が
散
見
で
き
る
。
そ
れ
に
加
え
、
い
わ
ゆ
る
事
実

を
重
ん
じ
る
歴
史
史
料
と
は
異
な
る
作
者
の
意
識
や
視
線
を
通
し
た
奴
隷
の
見
方
が
表
れ
て
い
る
。

一　

作
品
解
題

　

マ
カ
ー
マ
ー
トM

aqām
āt

と
は
説
話
形
式
の
物
語
を
指
す
ア
ラ
ビ
ア
語
で
あ
り
、
古
典
ア
ダ
ブ
文
学
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る
と
評
価
さ

れ
て
い
る
。
一
〇
世
紀
に
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
に
よ
り
創
作
さ
れ
、
一
一
世
紀
に
ハ
リ
ー
リ
ー
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
ア
ラ
ビ
ア
語
散
文
文
学
の
一
形
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式
と
な
っ
た
。

　

マ
カ
ー
マ
ー
ト
と
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
場
所m

aqām

と
い
う
単
語
の
複
数
形
で
あ
る
。
章
の
表
題
は
先
に
書
か
れ
た
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
の
も
の

は
後
述
の
ア
ザ
ー
ズ
な
ど
の
名
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
ハ
リ
ー
リ
ー
は
ダ
マ
ス
カ
ス
な
ど
有
名
な
都
市
を
そ
の
表
題
に
構
え
形
式
を
よ
り

洗
練
し
て
い
る
。

　

形
式
は
、
両
作
品
と
も
主
人
公
は
手
練
手
管
に
富
ん
だ
ず
る
賢
い
詐
欺
師
で
あ
り
、
様
々
な
縁
に
よ
り
そ
の
詐
欺
の
場
に
居
合
わ
せ
た
語
り

手
が
そ
の
詳
細
を
語
る
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
主
人
公
で
あ
る
詐
欺
師
は
鮮
や
か
な
手
法
で
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
で
詐
欺
を
働
き
、
上
手
く
金
品

を
巻
き
上
げ
る
。
彼
が
立
ち
去
っ
た
後
で
、
語
り
手
は
騙
さ
れ
た
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
が
、
詐
欺
師
の
機
知
に
舌
を
ま
い
て
終
わ
る
。

　

但
し
、
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
は
マ
カ
ー
マ
ー
ト
形
式
の
嚆
矢
で
あ
る
作
品
の
た
め
ま
だ
物
語
の
形
式
や
表
題
の
規
則
な
ど
が
確

立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
内
容
も
多
種
多
様
で
あ
る
。

　

文
体
は
サ
ジ
ュ
ゥ
と
呼
ば
れ
る
押
韻
散
文
で
あ
り
、
難
解
か
つ
凝
っ
た
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
特
に
ハ
リ
ー
リ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
は
そ

れ
が
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。

　

二　

ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
に
見
ら
れ
る
奴
隷

　

作
者
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
は
名
をA

bū al-Faḍl A
ḥm

ad ibn al-Ḥ
usayn ibn Yaḥyā ibn Saʻīd ibn B

ishr al-H
am

adhānī

と
い
い
、
イ
ラ
ン
西
北

部
の
都
市
ハ
マ
ダ
ー
ン
（
ペ
ル
シ
ア
語
読
み
で
は
ハ
マ
ザ
ー
ン
）
に
生
ま
れ
た
。
ブ
ワ
イ
フ
朝
下
ラ
ィ
イ
の
宰
相
に
招
か
れ
仕
え
た
言
語
学
者

イ
ブ
ン
・
フ
ァ
ー
リ
ス
（
一
〇
〇
四
没
）
や
伝
承
学
者
イ
ブ
ン
・
ヒ
シ
ャ
ー
ム
に
師
事
し
、
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
な
ど
東
部
ア
ラ
ブ
世
界
各
地
を
旅

し
学
問
の
研
鑽
を
積
ん
だ
学
者
で
あ
る
。
代
表
作
で
あ
る
こ
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
は
約
五
〇
編
が
現
存
し
て
い
る
が
、
散
逸
し
た
話
も
多
数
存
在

す
る
と
さ
れ
て
い
る
。



149　　二つの『マカーマート』に見られる奴隷像

　

代
表
作
で
あ
る
こ
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
は
ア
ラ
ブ
古
典
文
学
の
傑
作
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
れ
、
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
は
時
代
の
驚
異B

adiʼal-

zam
ān

と
も
呼
ば
れ
る
。

　

こ
の
作
品
に
は
「
奴
隷
」
を
主
題
や
モ
チ
ー
フ
と
し
た
物
語
は
約
一
世
紀
後
に
成
立
し
た
ハ
リ
ー
リ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
と
は
異
な
り
た
だ

の
ひ
と
つ
も
存
在
し
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
は
モ
チ
ー
フ
ま
で
に
は
な
ら
な
い
も
の
の
、
日
常
生
活
に
根
付
く
召
使
と
し
て
の
ア
ブ

ド
、
グ
ラ
ー
ム
と
い
っ
た
奴
隷
が
登
場
す
る
。
奴
隷
は
物
語
の
主
題
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
生
活
に
根
付
く
も
の
と
し
て
自
然
に
描
写
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
他
方
、
後
述
す
る
ハ
リ
ー
リ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
に
は
奴
隷
を
主
題
と
す
る
物
語
自
体
は
存
在
す
る
が
、
奴
隷

自
体
は
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
作
品
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
姿
を
あ
ら
わ
さ
な
い
。

　

以
下
、
奴
隷
を
表
す
用
語
で
あ
る
ア
ブ
ド
、
グ
ラ
ー
ム
の
用
例
を
あ
げ
る
。

　

最
初
に
ア
ブ
ド
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
ア
ザ
ー
ズ
の
マ
カ
ー
マ（
１
）を
例
示
す
る
。

　

イ
ー
サ
ー
・
ブ
ン
・
ヒ
シ
ャ
ー
ム
（
語
り
手
）
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た:

　

私
は
バ
グ
ダ
ー
ド
に
滞
在
し
て
お
り
ま
し
た
（
こ
ろ
）、
時
は
ア
ザ
ー
ズ
種
の
な
つ
め
や
し
の
旬
の
折
で
し
た
。
私
は
そ
の
中
で
も
特

に
良
き
も
の
を
買
お
う
と
出
か
け
ま
し
た
。
程
な
く
し
て
私
は
奴
隷
（‘abd

）
で
は
な
い
自
由
人
の
男
（rajul

、
こ
こ
で
は
商
人
を
指
す

と
思
わ
れ
る
）
が
果
物
の
等
級
を
仕
分
け
し
て
い
る
の
を
見
つ
け
…
…
（
以
下
略
）

　

こ
こ
で
は
最
初
に
目
に
入
っ
た
果
物
屋
の
主
人
が
奴
隷
で
は
な
い
自
由
人
の
男
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
奴
隷
で
な
く
主
人
自
身
が

売
っ
て
い
る
こ
と
を
重
要
視
し
て
お
り
、
自
由
人
か
否
か
が
果
物
屋
と
し
て
の
信
用
の
判
断
基
準
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

次
に
、
グ
ラ
ー
ム
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
マ
デ
ィ
ー
ラ
の
マ
カ
ー
マ（
２
）を
例
示
す
る
。



　　お茶の水史学　62号　　150

　

語
り
手
で
あ
る
イ
ー
サ
ー
・
ブ
ン
・
ヒ
シ
ャ
ー
ム
は
宴
の
席
で
主
人
公
で
あ
る
イ
ス
カ
ン
ダ
リ
ー
（
博
識
と
雄
弁
を
備
え
る
が
性
格
に
問
題

が
あ
る
人
物
）
か
ら
マ
デ
ィ
ー
ラ
と
い
う
未
知
の
食
べ
物
に
つ
い
て
の
語
り
を
聞
く
。
イ
ス
カ
ン
ダ
リ
ー
が
バ
グ
ダ
ー
ド
に
滞
在
し
た
際
、
と

あ
る
商
人
に
マ
デ
ィ
ー
ラ
な
る
食
べ
物
を
家
で
食
べ
よ
う
と
誘
わ
れ
る
。
以
下
は
そ
の
商
人
宅
の
描
写
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
マ
デ
ィ
ー
ラ
の
話
に
戻
っ
た
が
、
既
に
昼
の
時
刻
に
な
っ
て
い
た
。（
商
人
は
言
っ
た
）。
若
者
（ghulām

）
が
水
を
持
っ
て

や
っ
て
き
た
。
私
は
言
っ
た
。「
神
は
偉
大
な
り
！　

し
か
し
な
が
ら
喜
び
は
心
に
あ
る
」（
中
略
）

　

そ
し
て
若
者
が
や
っ
て
き
た
。
商
人
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
こ
の
若
者
（ghulām

）
を
見
て
く
だ
さ
い
！　

彼
は
イ
ラ
ク
に
祖
を

持
つ
ル
ウ
ム
人
な
の
で
す
！（
３
）」

　

こ
こ
で
は
、
商
人
の
家
に
使
え
る
召
使
と
し
て
の
グ
ラ
ー
ム
の
姿
が
描
か
れ
、
そ
の
グ
ラ
ー
ム
の
事
を
誇
ら
し
げ
に
語
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
獅
子
の
マ
カ
ー
マ
に
出
て
く
る
ハ
ー
デ
ィ
ム
の
用
例
を
紹
介
し
た
い
。
こ
の
章
で
は
ハ
ー
デ
ィ
ム
と
い
う
言
葉
が
詩
に
詠
ま
れ
て

い
る
。
語
り
手
で
あ
る
イ
ー
サ
ー
・
ブ
ン
・
ヒ
シ
ャ
ー
ム
が
途
中
ラ
イ
オ
ン
や
盗
賊
に
襲
わ
れ
な
が
ら
も
何
と
か
シ
リ
ア
北
部
の
町
ホ
ム
ス
に

辿
り
つ
き
、
ス
ー
ク
（
市
場
）
で
荷
物
を
降
ろ
し
て
い
る
と
そ
こ
で
幼
い
子
供
を
後
ろ
に
立
た
せ
て
い
る
物
乞
い
の
訴
え
を
耳
に
す
る
。
そ
の

訴
え
は
軽
調
で
韻
を
踏
ま
れ
た
詩
で
詠
ま
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
そ
の
素
晴
ら
し
さ
か
ら
主
人
公
は
そ
の
物
乞
い
が
自
分
が
会
っ
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
た
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
出
身
の
ア
ブ
ー
・
ア
ル
フ
ァ
ト
フ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
と
い
う
筋
書
き
で
あ
る
。

　

神
の
慈
悲
が
以
下
の
方
に
あ
り
ま
す
よ
う
に　

私
の
旅
装
袋
を
そ
の
寛
容
さ
で
満
た
し
て
下
さ
る
方
に

　

神
の
慈
悲
が
以
下
の
方
に
あ
り
ま
す
よ
う
に　

サ
イ
ー
ド
家
と
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
家
に
属
す
る
者
を
見
る
方
に

　

 

実
に
彼
（
後
ろ
に
立
つ
息
子
）
は
あ
な
た
の
召
使
（
ハ
ー
デ
ィ
ム
）
で
あ
り
、
ま
た
彼
女
は
（
ま
た
）
疑
い
よ
う
も
無
く
あ
な
た
の
召
使
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（
ハ
ー
デ
ィ
マ
）
で
あ
る（
４
）

　

こ
れ
は
名
の
あ
る
人
物
で
あ
る
ア
ブ
ー
・
ア
ル
フ
ァ
ト
フ
が
ゆ
え
あ
っ
て
物
乞
い
を
す
る
と
き
に
自
分
の
子
供
た
ち
を
召
使
に
例
え
て
い
る

詩
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
ハ
ー
デ
ィ
ム
と
い
う
用
語
は
奴
隷
を
指
す
場
合
は
特
に
宦
官
を
指
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
場
合
は
奴
隷
の

意
味
合
い
で
は
な
く
召
使
と
い
う
職
能
的
な
用
法
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ア
ブ
ド
、
グ
ラ
ー
ム
（
た
だ
し
グ
ラ
ー
ム
に
関
し
て
は
自
由
人
と
し
て
の
使
わ
れ
方
の
方
が
多
い
）、
ハ
ー
デ
ィ
ム
（
召
使
と

し
て
の
使
わ
れ
方
の
方
が
多
い
）
と
い
っ
た
単
語
が
ハ
リ
ー
リ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
と
異
な
り
頻
出
す
る
。
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト

で
こ
の
よ
う
に
召
使
と
し
て
の
ハ
ー
デ
ィ
ム
が
主
で
奴
隷
を
指
す
用
法
が
ほ
ぼ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
ー
デ
ィ
ム
と
い
う
用
語
が
宦
官
を
指

す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
も
っ
と
後
代
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
論
も
導
き
出
せ
る
。

　

た
だ
し
、
奴
隷
と
い
う
モ
チ
ー
フ
自
体
を
主
軸
に
し
た
話
、
も
し
く
は
主
要
登
場
人
物
と
し
た
話
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
そ

の
理
由
と
し
て
は
マ
カ
ー
マ
ー
ト
は
共
に
知
識
人
で
あ
る
語
り
手
が
主
人
公
に
騙
さ
れ
る
実
話
形
式
を
意
識
す
る
物
語
で
あ
る
た
め
、
後
世
に

成
立
し
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
要
素
が
強
い
千
夜
一
夜
物
語
に
出
て
く
る
奴
隷
の
よ
う
に
特
別
な
才
能
が
あ
る
奴
隷
は
出
て
こ
ず
、
当
時
人
口
に
膾

炙
し
て
い
た
召
使
と
し
て
の
奴
隷
の
姿
が
主
に
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三　

ハ
リ
ー
リ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
に
見
ら
れ
る
奴
隷

　

作
者
で
あ
る
ハ
リ
ー
リ
ー
は
名
をM

uḥam
m

ad al-Q
āsim

 ibn ʿA
lī ibn M

uḥam
m

ad ibn ʿU
thm

ān al-Ḥ
arīrī

と
い
い
、
イ
ラ
ク
南
東
部
の

都
市
バ
ス
ラ
に
生
ま
れ
、
言
語
学
・
法
学
を
学
び
書
記
官
や
学
者
の
地
位
に
つ
い
て
い
た
。
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
に
大
い
に
影
響

を
受
け
、
書
い
た
著
作
が
人
気
を
集
め
、
ア
ダ
ブ
の
中
で
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
大
成
し
た
。
他
に
は
詩
集
・
文
法
書
な
ど
も
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記
し
た
。

　

ハ
リ
ー
リ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
に
関
す
る
奴
隷
の
描
写
は
、
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
と
大
き
な
差
が
あ
る
。
ハ
リ
ー
リ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
に
は
奴

隷
を
主
題
と
し
た
物
語
が
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
数
は
た
っ
た
ひ
と
つ
で
あ
り
、
逆
に
こ
れ
以
外
の
物
語
に
は
端
役
と
し
て
の
奴
隷
の
記

述
す
ら
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。

　

つ
ま
り
、
前
述
し
た
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
と
の
異
な
り
、
奴
隷
を
モ
チ
ー
フ
と
し
な
い
話
で
は
ア
ブ
ド
な
ど
の
奴
隷
自
体
を
指

す
用
語
や
登
場
人
物
が
著
し
く
少
な
く
、
奴
隷
を
主
人
公
や
テ
ー
マ
と
し
た
話
は
な
く
と
も
奴
隷
自
体
の
描
写
は
多
か
っ
た
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
の

マ
カ
ー
マ
ー
ト
と
奇
し
く
も
逆
に
な
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
奴
隷
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
話
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
四
話　

ザ
ビ
ー
ド
の
マ
カ
ー
マ）

5
（

の
例
を
あ
げ
る
。

 （
あ
ら
す
じ
）

　

語
り
手
で
あ
る
ア
ル
・
ハ
ー
リ
ス
・
イ
ブ
ン
・
ハ
ン
マ
ー
ム
は
イ
エ
メ
ン
の
紅
海
近
く
の
町
、
ザ
ビ
ー
ド
ま
で
陸
路
で
旅
を
す
る
。
し
か
し

た
ど
り
着
い
た
ザ
ビ
ー
ド
で
彼
は
幼
少
の
時
か
ら
育
て
、
教
育
や
知
識
を
施
し
旅
に
同
行
さ
せ
て
い
た
若
い
黒
人
奴
隷
（‘abd

）
を
亡
く
し
て

し
ま
う
。
ア
ル
・
ハ
ー
リ
ス
の
悲
嘆
は
深
く
、
一
年
の
間
食
事
も
ろ
く
に
喉
を
通
ら
ず
、
代
わ
り
の
奴
隷
を
求
め
る
気
す
ら
起
き
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
一
人
で
過
ご
す
辛
さ
と
手
間
が
高
じ
、
真
珠
と
言
わ
ず
ガ
ラ
ス
玉
で
も
い
い
か
ら
手
に
入
れ
て
み
よ
う
か
と
思
い
立
ち
、
ザ
ビ
ー
ド

の
奴
隷
市
場
に
向
か
う
。
ま
ず
奴
隷
商
人
た
ち
に
若
く
て
能
力
の
高
い
奴
隷
を
求
め
る
が
、
何
か
月
た
っ
て
も
つ
れ
て
は
来
な
い
。
そ
こ
で

ハ
ー
リ
ス
は
自
身
で
白
色
人
種
・
黄
色
人
種
を
扱
う
奴
隷
市
場
に
出
か
け
、
自
分
の
目
で
奴
隷
た
ち
を
確
か
め
た
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち

に
、
顔
を
面
紗
で
覆
っ
た
一
人
の
人
物
に
出
会
っ
た
。
彼
は
一
人
の
若
者
（ghulām

）
の
手
を
つ
か
ん
で
お
り
、
詩
を
吟
じ
た
。（
中
略
） 

　

若
者
の
姿
勢
の
良
さ
、
美
し
い
姿
に
ハ
ー
リ
ス
は
目
を
奪
わ
れ
た
。
彼
は
ま
る
で
あ
の
な
め
ら
か
な
天
国
か
ら
や
っ
て
き
た
天
使
の
一
人
か

と
思
わ
せ
る
風
貌
で
あ
っ
た
。
ハ
ー
リ
ス
は
思
わ
ず
言
っ
た
。「
あ
あ
、
こ
の
子
供
は
人
間
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
見
て
も
高
貴
な
天
使
に
し
か

見
え
な
い
。」
そ
れ
か
ら
ハ
ー
リ
ス
は
彼
に
質
問
を
い
く
つ
も
行
う
が
、
全
く
答
え
よ
う
と
し
な
い
。
怒
っ
た
ハ
ー
リ
ス
は
言
語
障
害
が
あ
る
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の
で
は
話
に
な
ら
な
い
、
と
そ
の
若
者
を
追
い
払
お
う
と
す
る
と
突
然
そ
の
若
者
は
笑
い
だ
し
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
引
用
を
用
い
た
詩
で
洒
落
た

返
答
を
す
る
。
そ
の
答
え
に
感
服
し
た
ハ
ー
リ
ス
は
主
人
と
値
段
交
渉
に
入
り
、
ハ
ー
リ
ス
は
多
額
の
お
金
を
主
人
に
払
う
。
若
者
は
泣
き
な

が
ら
主
人
に
別
れ
の
詩
を
読
む
。（
中
略
）

　

す
る
と
若
者
の
主
人
は
、
私
は
こ
の
若
者
を
わ
が
子
（w

alad

）
の
よ
う
に
扱
っ
て
き
た
、
も
し
我
が
家
が
貧
乏
で
な
か
っ
た
ら
こ
の
若
者

は
私
を
み
と
っ
て
く
れ
る
は
ず
だ
っ
た
の
に
、
と
い
い
、
取
引
を
私
の
気
が
済
む
ま
で
中
断
し
て
は
く
れ
な
い
か
、
と
ま
た
ク
ル
ア
ー
ン
の
引

用
を
用
い
て
言
う
。
ハ
ー
リ
ス
は
そ
れ
を
了
承
し
、
若
者
の
主
人
は
立
ち
去
る
。

　

残
っ
た
若
者
と
話
を
し
て
い
る
と
ま
た
ハ
ー
リ
ス
を
侮
辱
す
る
言
葉
を
い
っ
た
が
た
め
、
二
人
は
殴
り
合
い
の
け
ん
か
に
な
り
事
態
は
法
廷

に
持
ち
込
ま
れ
る
。

　

そ
こ
で
驚
く
べ
き
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
若
者
の
主
人
は
ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
（
ハ
リ
ー
リ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
の
主
人
公
で
あ
る
詐
欺

師
）
で
あ
り
、
彼
が
法
廷
で
も
力
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
何
よ
り
若
者
は
彼
の
息
子
で
あ
り
自
由
人
で
あ
る
が
た
め
に
こ
の
売
買
契
約

自
体
が
無
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
に
幾
度
と
な
く
だ
ま
さ
れ
て
き
た
語
り
手
ハ
ー
リ
ス
は
歯
を
き
し
ま
せ
て
悔
し
が
る
と
い
う
場
面
で
物
語
は
幕
を
閉
じ

る
。

　

こ
れ
は
、「
自
由
人
は
法
律
上
売
買
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
原
則
を
用
い
た
レ
ト
リ
ッ
ク
が
使
用
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
と
言
え
る
。

ま
た
、
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
期
か
ら
奴
隷
を
育
て
あ
げ
る
慣
習
が
存
在
し
た
こ
と
、
当
時
の
奴
隷
市
場
の
様
子
の
描
写
は
興
味
深
い
資
料
に
な
り
う

る
。

　

そ
し
て
着
目
す
べ
き
点
は
、
当
初
か
ら
語
り
手
で
あ
る
ハ
ー
リ
ス
が
奴
隷
と
共
に
旅
を
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
奴
隷
は
（‘abd

）
と

書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
黒
人
奴
隷
で
あ
り
、
後
に
出
て
く
る
ア
ブ
ー
・
ザ
イ
ド
の
子
供
が
（ghulām

）
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
対
照
的
で

あ
る
。
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ま
た
、
奴
隷
と
共
に
旅
を
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
そ
の
黒
人
奴
隷
が
亡
く
な
っ
た
時
の
悲
嘆
の
描
写
も
か
な
り
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
奴
隷
と
主
人
が
ど
れ
だ
け
近
し
い
存
在
で
あ
っ
た
か
を
表
す
描
写
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
黒
人
奴
隷
が
主
人
の
人
生
の
伴
侶
と

す
る
ほ
ど
必
要
と
さ
れ
、
愛
さ
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。

四　

奴
隷
を
通
し
た
文
学
作
品
の
比
較
に
む
け
て

　

一
〇
世
紀
に
書
か
れ
た
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
と
、
一
一
世
紀
に
書
か
れ
た
ハ
リ
ー
リ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
と
そ
れ
ら
に
描
か
れ

て
い
る
奴
隷
像
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
こ
れ
ら
の
二
作
品
を
比
較
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
、
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
で
は
、
奴
隷
を
主
題
・
モ
チ
ー
フ
と
し
た
作
品
は
一
切
存
在
し
な
い
。
た
だ
し
、
店
先
の
人
物
を

奴
隷
か
自
由
人
か
を
判
断
す
る
と
い
っ
た
所
作
の
よ
う
に
奴
隷
が
社
会
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
描
写
が
非
常
に
多
い
。

　

次
に
、
一
一
世
紀
に
成
立
し
た
ハ
リ
ー
リ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
で
は
、
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
と
異
な
り
、
奴
隷
は
一
つ
の
作
品

以
外
に
は
ほ
ぼ
出
て
こ
な
い
。
描
写
も
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
と
か
な
り
の
違
い
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
奴
隷
を
モ
チ
ー
フ
・
作
品
の
主
題
と
し
た
『
ザ
ビ
ー
ド
の
マ
カ
ー
マ
』
で
は
ハ
リ
ー
リ
ー
は
冒
頭
の
導
入
で
主
人
と
奴
隷
と
の
共

感
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
場
面
で
奴
隷
を
端
役
で
も
登
場
さ
せ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
、
ハ
マ
ダ
―
ニ
ー
は
奴
隷
と
主
人
と

の
密
接
な
関
係
や
、
奴
隷
へ
の
共
感
は
現
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
作
者
の
約
九
〇
年
と
い
う
出
生
年
代
の
差
に
起
因
す
る
の
で
は
な
く
、
次
の

よ
う
な
作
風
や
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
、
叙
述
対
象
の
違
い
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
は
マ
カ
ー
マ
ー
ト
の
創
始
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
形
式
が
完
成
さ
れ
て
い
な
い
、
ま
た
主
人
公
と
語
り
手
の
役
割
も
固
定
さ
れ

て
い
な
い
多
様
な
マ
カ
ー
マ
を
記
し
た
。
ハ
マ
ダ
―
ニ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
で
は
主
人
公
、
語
り
手
共
に
相
手
を
騙
し
騙
さ
れ
、
時
に
は
罪
す
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ら
犯
す
た
め
多
様
な
場
面
や
登
場
人
物
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
リ
ー
リ
ー
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
は
主
人
公
は
詭
弁
を
も
っ
て
語
り
手
を

騙
す
が
あ
く
ま
で
知
識
人
と
し
て
の
手
法
で
あ
り
、
そ
の
知
識
と
雄
弁
で
も
っ
て
報
酬
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
風
の
違
い
か

ら
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
の
作
品
で
は
市
井
に
広
く
み
ら
れ
る
奴
隷
の
姿
が
登
場
す
る
が
、
主
題
と
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
ハ
リ
ー
リ
ー
は
確
立
し

た
型
に
は
め
た
知
識
人
の
語
り
の
応
酬
を
主
題
と
し
た
が
た
め
に
、
市
井
の
奴
隷
は
対
象
と
な
ら
ず
、
話
の
仕
掛
け
と
し
て
奴
隷
の
レ
ト
リ
ッ

ク
が
使
わ
れ
た
一
話
の
み
に
奴
隷
の
記
述
が
現
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
二
つ
の
マ
カ
ー
マ
ー
ト
に
お
け
る
奴
隷
の
描
か
れ
方
は
、
同
じ
く

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
期
に
書
か
れ
た
ジ
ャ
ー
ヒ
ズ
（
七
七
六
頃
│
八
六
八
／
九
）
の
『
書
簡
集
』
と
も
異
な
っ
て
お
り
、
後
者
は
著
者
自
身
が
奴
隷

と
い
う
存
在
や
そ
の
社
会
的
役
割
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
。

　

よ
り
後
世
に
成
立
し
一
四
世
紀
に
記
さ
れ
た
物
語
集
『
千
夜
一
夜
物
語
』
ラ
イ
デ
ン
版
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
奴
隷
が
多
数
登
場
し
（
拙
稿
を

参
照
）、
そ
の
姿
は
マ
カ
ー
マ
ー
ト
や
ジ
ャ
ー
ヒ
ズ
と
い
っ
た
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
期
の
文
学
作
品
と
も
異
な
る
。
千
夜
一
夜
物
語
は
民
衆
向
け
の

語
り
物
で
市
井
の
生
活
を
色
濃
く
反
映
し
、
ま
た
語
り
物
ゆ
え
に
、
能
力
の
高
い
奴
隷
（
学
者
と
論
争
し
て
勝
利
す
る
奴
隷
や
ス
ル
タ
ン
に
な

る
女
奴
隷
な
ど
）
の
話
が
好
ま
れ
た（
６
）可
能
性
が
あ
る
。　

　

今
後
の
課
題
と
し
て
、
詩
な
ど
韻
文
作
品
で
の
モ
チ
ー
フ
や
奴
隷
像
の
違
い
を
探
る
必
要
性
が
あ
る
。
散
文
で
は
奴
隷
の
事
例
が
限
ら
れ
て

お
り
、
散
文
と
の
共
通
点
や
相
違
点
を
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
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