
《
解
説
》

石
井
啓
一
郎

本
格
的
な
ペ
ル
シ
ア
語
現
代
散
文
の
礎
を
築
い
た

巨
匠
と
し
て
知
ら
れ
る
、
ニ

O
世
紀
イ
ラ
ン
の
大
作

家
サ
|
デ
グ
・
ヘ
ダ
l
ヤ
ト
(
一
九

O
三
』
五
一
)
。
彼
は

今
日
な
お
、
そ
の
前
衛
的
な
新
鮮
さ
と
、
そ
れ
ゆ
え

の
難
解
さ
に
よ
って
代
表
作
と
高
く
評
価
さ
れ
る
傑

作
『
盲
目
の
長
』
(
一
九
三
六
)
に
代
表
さ
れ
る
、
西

欧
の
実
存
主
義
思
潮
や
シ
ユ
|
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
に
深

〈
傾
倒
し
て
多
く
の
サ
イ
コ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
小

説
を
遺
し
た
一
方
で
、
新
興
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
層
か
ら
下

層
階
級
ま
で
、
同
時
代
の
イ
ラ
ン
に
生
き
た
人
々
の

現
実
を
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
ま
で
の
修
辞
や
表
現
を
駆

使
し
た
独
自
の
写
実
的
小
説
も
多
く
残
し
た
。
そ

こ
に
は
、
多
分
に
ヘ
ダ
l
ヤ
ト
自
身
の
等
身
大
の
姿

を
投
影
す
る
よ
う
な
、
イ
ラ
ン
の
因
習
的
な
伝
統

社
会
の
な
か
に
居
所
を
見
失
っ
た
西
欧
的
知
識
階

層
の
苦
悩
も
主
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
ま
た
宗
教

的
権
威
の
偽
善
や
欺
晴
。
「
民
衆
の
イ
ス
ラ

l
ム
」
の

迷
信
や
狂
信
。
社
会
の
底
辺
の
過
酷
な
環
境
に
生

き
る
人
間
の
ピ
カ
レ
ス
ク
な
ま
で
の
這
し
さ
、
そ
れ

と
裏
腹
な
浅
ま
し
さ
と
醜
悪
さ
。
と
い
っ
た
、
当
時
の

イ
ラ
ン
の
現
実
を
批
判
的
な
視
点
か
ら
活
写
す
る

よ
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
的
な
作
品
も
多
く
残
し
て
い

る

ヘダ
l
ヤ
卜
の
作
品
は
、
そ
の
生
涯
の
代
表
作
『
盲

目
の
長
』
の
ほ
か
で
は
、『
ハ
l
ジ
・ア
l
ガ

|
』
(
一
九

四
三
)
、
『
真
珠
の
大
砲
』
(
没
後
刊
行
、
一
九
七
九
)
、

『ア
ラ
ヴ
ィ
l
エ・ハ
l
ノ
ム
』
(
一
九
三
三
)
以
外
に
中

長
編
小
説
に
分
類
さ
れ
る
作
品
の
比
重
は
少
な
く
、

最
も
創
作
カ
が
旺
盛
で
あ
っ
た
一
九
三

0
年
代
に

書
か
れ
た
短
編
小
説
、
風
刺
詩
や
コ
ン
ト
、
民
俗
誌
、

評
論
や
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
の
翻
訳
な
ど
に
優
れ
た
作

品
が
多
く
残
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
紹
介
す
る
短
編
小
説
『
禿
鷹
た
ち
』
は
、
そ

ん
な
ヘ
ダ

l
ヤ
ト
が
、
イ
ラ
ン
、
ひ
い
て
は
イ
ス
ラ

l
ム

世
界
に
今
も
な
お
現
存
す
る
「
一
夫
多
妻
制
度
」
を

女
性
の
視
線
か
ら
批
判
的
に
描
こ
う
と
し
た
面
白

い
一
篇
で
あ
る
。
無
論
「
男
性
」
で
あ
る
作
者
に
と
っ

て
、
文
学
的
言
説
の
客
体
に
し
か
な
り
得
な
い
「
女

性
」
を
描
く
の
で
あ
る
か
ら
、
ジ
ェ
ン
ダ
l
論
的
な
視

点
か
ら
見
た
女
性
の
現
実
を
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
乃

至
は
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
し
て
、
本
篇
か
ら
読
み
取

ろ
う
と
試
み
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
一
一
種
の

恐
怖
と
嫌
悪
と
憧
れ
が
入
り
混
じ
っ
た
視
線
か
ら
、

女
性
に
関
す
る
独
特
な
文
学
的
言
辞
を
展
開
し
た

ヘダ
l
ヤ
ト
の
数
々
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
で
、
彼
の

抱
く
一
種
の
「
悪
女
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
知
る
う

え
に
お
い
て
は
、
本
篇
も
た
い
へ
ん
に
興
味
深
い
作
品

で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

本
篇
は
、
一
人
の
男
が
「死
ん
だ
」
は
ず
の
状
況
の

な
か
に
お
い
て
、
そ
の
第
一
夫
人
と
第
二
夫
人
が
財

-282・

産
権
を
含
め
て
、
各
々
極
力
有
利
な
立
場
を
勝
ち

得
よ
う
と
ば
か
り
に
、
露
骨
に
「
生
前
」
の
夫
への
良

妻
ぶ
り
を
ひ
け
ら
か
し
て
は
、
相
手
を
及
め
、
互
い

の
権
利
を
主
張
す
る
。
そ
ん
な
利
己
的
で
、
え
げ
つ

な
い
罵
り
合
い
の
な
か
、
夫
の
死
自
体
に
「
自
然
死
」

と
異
な
る
、
何
等
か
の
作
為
が
介
在
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
?
よ
り
端
的
に
言
え
ば
夫
を
「
殺
し
た
」

と
ま
で
は
い
え
ず
と
も
「
未
必
の
故
意
」
で
生
き
た

ま
ま
墓
へ
葬
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
空

恐
ろ
し
い
疑
念
す
ら
浮
上
す
る
。
い
わ
ゆ
る
小
説
的

な
「
叙
述
」
を
抑
え
て
、
二
人
の
妻
の
誇
い
を
直
接
話

法
で
会
話
劇
風
に
展
開
す
る
本
篇
は
、
一
次
的
に

は
夫
人
の
久
口
々
の
言
い
分
を
中
心
に
据
え
て
い
る
の

で、

「
夫
への
殺
意
」
あ
る
い
は
「
謀
殺
行
為
の
実
行
」

ま
で
が
本
当
に
あ
っ
た
の
か
、
真
実
は
明
か
さ
れ
な

い
。
た
だ
、
結
末
は
そ
の
「
死
ん
だ
は
ず
」
の
夫
が
、

実
は
仮
死
状
態
で
あ
り
、
す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
生
埋

め
に
さ
れ
る
直
前
に
息
を
吹
き
返
し
て
、
死
に
装

束
を
施
、
さ
れ
た
姿
て
墓
地
か
ら
家
へ
還
っ
て
く
る
。

こ
の
事
態
を
前
に
、
定
然
自
失
と
な
る
妻
た
ち
の
狼

狽
の
う
ち
に
、
物
語
は
一
種
の
悲
喜
劇
と
し
て
終
わ

zu。い
う
ま
で
も
な
く
本
篇
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
禿

鷹
」
と
は
、
古
〈
イ
ラ
ン
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
お
い

て
死
者
の
遺
骸
を
械
れ
な
し
に
葬
る
た
め
に
行
わ



れ
た
鳥
葬
の
際
、
遺
骸
を
貧
る
鳥
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
あ
さ
ま
し
い
私
欲
を
む
き
出
し

に
「死
ん
だ
」
夫
を
喰
い
つ
く
そ
う
と
す
る
妻
た
ち

と
同
時
に
、
死
者
を
葬
る
過
程
で
小
金
を
が
め
つ
く

取
ろ
う
と
絡
ん
て
く
る
聖
職
者
の
姿
も
活
写
さ
れ
、

死
肉
を
貧
る
禿
鷹
と
、
死
ん
だ
(
は
ず
の
)
男
に
群
が

る
人
間
た
ち
の
精
神
性
の
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
と
を
、
重

ね
合
わ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
、
7
0

あ
く
ま
で
も
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
た
る
本
篇
か
ら
、
女

性
の
目
か
ら
み
た
(
、
さ
ら
に
は
、
女
性
の
体
験
的
事

実
、
実
感
と
し
て
の
)
イ
ス
ラ
l
ム
の
「
一
夫
多
妻
」
と

い
う
制
度
的
テ
ー
マ
に
対
す
る
実
録
的
な
情
報
を

読
み
取
る
こ
と
ま
で
は
、
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
当
時
の
欧
州
を
知
る
こ
と
に
よ
って
、
ヘダ

禿鷹たち(イラン)解説

ー
ヤ
卜
の
目
に
映
っ
た
母
国
イ
ラ
ン
の
社
会
の
現
実

に
根
強
く
残
る
因
習
の
不
合
理
や
醜
悪
さ
、
残
酷

さ
。
、
さ
ら
に
は
欧
州
を
ひ
と
つ
の
「
試
金
石
」
と
し
た

場
合
に
み
え
て
く
る
、
祖
国
の
社
会
的
後
進
性
や

知
的
貧
困
を
前
に
し
た
、
近
代
的
知
識
人
の
苦
悩
。

こ
う
し
た
背
景
の
な
か
で
、
イ
ラ
ン
の
歴
史
学
者
で

あ
り
、
ま
た
ヘ
ダ
l
ヤ
ト
研
究
の
世
界
的
第

一
人
者

と
知
ら
れ
る
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ホ
マ
l
ユ

ー
ン

カ
l
ト
ゥ
ズ
ィ
ア

l
ン
氏
が
「
批
判
的
リ
ア
リ

ズ
ム
」
と
分
類
し
た
創
作
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
、
多
く

の
作
品
を
ヘ
ダ
l
ヤ
卜
は
残
し
て
い
る。

本
篇
も
ま

た
、
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
分
類
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
傑
作
で

あ
る
。

但
し
、
ヘ
ダ
l
ヤ
卜
に
お
け
る
「
近
代
性
」
に
基
づ

く
批
判
と
い
う
も
の
は
、
い
み
じ
く
も
ト
ロ
ン
ト
大

学
の
ラ
1

ミ
ン
・
ジ
ャ
ハ
ン
ベ
グ
ル
l
氏
が
、

一
昨
年
同

大
主
催
の
ン
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
発

言
さ
れ
た
言
葉
、
「
ヘダ
|
ヤ
卜
に
と
っ
て
は
『
近
代

性
』
と
い
う
の
は
、
決
し
て
(
観
念
的
思
想
や
抽
象
的

価
値
観
と
し
て
の
)
『イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
で
は
な
く
て
、

彼
が
活
き
た
体
験
(
独
語

m号
百
コ
¥同「一S
2白
一
)
の
な
か

に
知
っ
た
規
準
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
心
に
留

め
て
お
く
べ
き
で
あ
る
や
に
思
わ
れ
る
。
宗
教
、
迷

信
や
社
会
的
因
習
な
ど
へ
、
イ
ラ
ン
人
と
し
て
は
自

虐
的
な
ま
で
の
批
判
を
く
り
だ
す
こ
と
も
少
な
く

な
か
っ
た
ヘ
ダ
l
ヤ
卜
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
純
に

「
西
欧
」
を
ひ
と
つ
の
価
値
観
と
し
て
絶
対
化
し
た
批

判
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
見
は
、
意
味

深
い
指
摘
と
し
て
こ
こ
に
特
記
し
た
い
。
彼
は
し
ば

し
ば
宗
教
的
な
価
値
や
言
説
に
さ
え
、
破
壊
的
な

ま
で
の
批
判
や
押
捕
を
繰
り
出
し
て
い
る
の
は
事
実

で
あ
る
が
、
そ
れ
が
西
欧
的
近
代
を
「政
教
分
離
を

基
本
と
す
る
非
宗
教
的
近
代

(
r
E一Q
三
丘
四
「
コ
)
」
と

い
う
図
式
を
踏
襲
し
た
だ
け
の
単
純
な
批
判
で
あ

る
と
は
言
え
な
い
。
斯
か
る
視
点
は
、

ヘ
ダ
|
ヤ
卜
を

論
じ
る
う
え
で
は
筆
者
も
含
め
、
看
過
し
て
は
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
。
む
し
ろ
例
え
ば
、

イ
マ
l
ム
ホ
セ
イ
ン
の
殉
教
語
、
や
隠
れ
イ
マ
!
ム
再

臨
待
望
の
よ
う
な
、
シ
ー
ア
派
信
仰
に
淵
源
を
持
つ

集
団
的
パ
ト
ス
を
、
歴
史
を
通
じ
て
国
民
的
に
共
有

す
る
「そ
ん
な
イ
ラ
ン
」
も
ま
た
身
の
内
で
あ
る
こ
と

を
痛
い
ほ
ど
知
り
な
が
ら
、
な
お
そ
こ
に
居
所
が
見

い
だ
せ
な
い
。
そ
し
て
等
し
く
西
欧
に
も
居
所
が
な

い
。
そ
こ
に
ヘ
ダ

l
ヤ
卜
が
煩
悶
し
た
袋
小
路
が
あ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
本
篇
の
よ

う
な
作
品
を
読
む
と
き
に
意
識
し
て
お
く
べ
き
な

の
で
あ
ろ
、
7
。
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