
223 黒衣の民の王（後編）

　
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争

の
末
期
、
米
国
に
住
む
英

訳
者
の
も
と
に
、
あ
る
小

説
の
原
稿
が
い
く
つ
か
の

封
書
の
か
た
ち
で
届
け
ら

れ
た
。
戦
時
下
の
牢
獄
に

囚
わ
れ
た
一
人
の
詩
人
を
主
人
公
と
す
る
こ
の
物
語

は
、
イ
ラ
ン
当
局
の
検
閲
を
逃
れ
、
一
九
九
〇
年
に
英

訳
と
し
て
出
版
さ
れ
る
。
作
者
の
身
の
安
全
の
た
め
作

家
名
は
伏
せ
ら
れ
、
当
時
す
で
に
複
数
の
書
き
手
が
使

用
し
て
い
た
マ
ヌ
ー
チ
ェ
フ
ル
・
イ
ー
ラ
ー
ニ
ー
と
い

う
仮
名
が
用
い
ら
れ
た
。

　
ペ
ル
シ
ア
語
の
原
作
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
出
版
さ
れ

た
の
は
、
そ
れ
か
ら
約
十
年
後
、
作
者
と
さ
れ
る
イ
ラ

ン
の
著
名
な
作
家
フ
ー
シ
ャ
ン
グ
・
ゴ
ル
シ
ー
リ
ー

（H
ūshang G

olsh īr ī, 

一
九
三
八
―
二
〇
〇
〇
年
）
が

亡
く
な
っ
た
翌
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
出
版
者
に
よ
る
前

書
き
は
、
文
体
の
特
徴
か
ら
、
こ
の
作
品
が
ゴ
ル
シ
ー

リ
ー
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
断
じ
た
う
え

で
、
あ
く
ま
で
こ
の
作
家
「
に
帰
せ
ら
れ
る
」
作
品
と

し
て
い
る
。

　

ゴ
ル
シ
ー
リ
ー
と
い
え
ば
、
長
い
経
験
と
実
績
を

も
つ
イ
ラ
ン
屈
指
の
作
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

代
表
作
の
一
つ
に
、
近
代
の
ガ
ー
ジ
ャ
ー
ル
朝
貴
族

の
没
落
を
描
い
た
『
エ
フ
テ
ジ
ャ
ー
ブ
王
子
（Shāzde 

Ehtejāb

）』（
一
九
六
八
年
）
が
あ
る
が
、
そ
の
な
か

で
用
い
ら
れ
た「
意
識
の
流
れ
」を
映
し
出
す
文
体
は
、

『
黒
衣
の
民
の
王
（Shāh-e Siyāhpūshān

）』
に
も
通

じ
て
い
る
。
一
人
の
人
物
の
記
憶
を
辿
る
よ
う
に
語
り

出
さ
れ
る
こ
の
内
的
独
白
の
手
法
は
、
時
間
や
空
間
と

い
っ
た
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
飛
躍
と
想
像
力
の
展
開
を

可
能
に
し
、
同
時
に
読
者
の
意
識
を
も
時
空
間
の
定
ま

ら
な
い
物
語
の
迷
宮
に
誘
い
込
ん
で
い
く
。

　

作
品
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
対
イ
ラ
ク
戦
争
は
、

一
九
八
〇
年
、
イ
ラ
ン
に
よ
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
革
命
の

輸
出
」
を
恐
れ
た
イ
ラ
ク
が
イ
ラ
ン
に
侵
攻
し
て
始

ま
っ
た
。
イ
ラ
ン
に
と
っ
て
は
「
押
し
付
け
ら
れ
た
戦

争
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
ホ
メ
イ
ニ
ー
を
最

高
指
導
者
と
し
て
新
た
に
構
築
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
体

制
が
国
民
に
対
し
「
聖
戦
」
を
呼
び
か
け
、
イ
ラ
ク
と

イ
ラ
ク
を
支
援
す
る
先
進
諸
国
の
国
際
的
圧
力
へ
の
抵

抗
を
う
た
う
こ
と
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
革
命
の
国
家
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
む
し
ろ
強
化
し
て
い
く
契
機
と
な
っ

た
。
国
際
的
な
構
図
に
お
い
て
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
革
命

の
影
響
が
周
辺
地
域
に
及
ぶ
こ
と
を
阻
止
す
る
と
い
う

名
目
の
も
と
、
先
進
諸
国
は
イ
ラ
ク
を
軍
事
、
経
済
面

で
支
援
し
、
ま
た
イ
ラ
ン
に
対
し
て
も
諸
外
国
か
ら
密

か
な
軍
事
支
援
が
行
わ
れ
た
。
イ
ラ
ン
側
は
正
規
軍
に

加
え
革
命
防
衛
隊
や
義
勇
兵
を
動
員
、
老
人
や
子
供
を

含
む
人
々
に
よ
る
人
海
戦
術
を
多
用
し
、
最
終
的
に

百
万
人
に
も
お
よ
ぶ
死
傷
者
を
出
し
た
と
い
わ
れ
る
。

体
制
や
メ
デ
ィ
ア
は
、
こ
の
戦
い
を
シ
ー
ア
派
信
仰
に

お
け
る
殉
教
の
観
念
、
す
な
わ
ち
カ
ル
バ
ラ
ー
で
の
第

三
代
イ
マ
ー
ム
・
ホ
セ
イ
ン
の
犠
牲
に
な
ぞ
ら
え
た
。

本
作
品
の
中
で
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
、
軍
事
作
戦
が
カ

ル
バ
ラ
ー
と
命
名
さ
れ
、
殉
教
者
と
な
っ
た
若
き
戦
死

者
を
悼
む
た
め
の
装
飾（
ヘ
ジ
レ
）が
街
角
に
並
ん
だ
。

　

シ
ー
ア
派
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
暦
の
第
一
月
、
モ

ハ
ッ
ラ
ム
月
十
日
に
、
ア
ー
シ
ュ
ー
ラ
ー
と
呼
ば
れ
る

ホ
セ
イ
ン
の
追
悼
儀
礼
が
あ
る
。
こ
の
行
事
に
お
い
て

人
々
は
黒
い
衣
服
を
ま
と
い
、
行
列
を
な
し
て
歩
き
な

が
ら
、
手
や
鎖
で
自
ら
の
身
体
を
叩
き
、
哀
悼
の
意
を

表
す
る
。
こ
の
服
喪
の
主
題
は
こ
の
作
品
を
読
む
う
え

で
一
つ
の
鍵
と
な
る
だ
ろ
う
。
主
人
公
が
国
外
で
出
版

し
た
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
『
災ア
シ
ャ
レ
イ
ェ・マ
シ
ュ
ウ
ー
メ

禍
の
十
年
』、
ま

た
作
中
で
繰
り
返
さ
れ
る「
十
年
」と
い
う
年
月
に
も
、

ア
ラ
ビ
ア
語
で「
十
」を
表
す
こ
の「
ア
ー
シ
ュ
ー
ラ
ー
」

の
響
き
を
、
さ
ら
に
国
全
体
を
覆
う
人
々
の
「
服
喪
」

へ
の
含
意
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
苦
し

み
に
耐
え
抜
か
ね
ば
な
ら
な
い
「
災
禍
の
」
年
月
で
あ

り
、
実
の
と
こ
ろ
、
ど
れ
ほ
ど
長
く
続
く
の
か
も
わ
か

ら
な
い
。
だ
が
し
か
し
、
主
人
公
を
悩
ま
せ
、
苦
し
め

続
け
て
い
る
の
は
戦
争
だ
け
で
は
な
い
。

　
獄
中
で
繰
り
返
さ
れ
る
拷
問
と
処
刑
。
体
制
に
よ
る

解

説

中
村 

菜
穂
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言
論
弾
圧
は
イ
ス
ラ
ー
ム
体
制
下
で
あ
ろ
う
と
、
パ
フ

ラ
ヴ
ィ
ー
朝
の
王
政
下
で
あ
ろ
う
と
存
続
し
、
ま
た
歴

史
に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
一
人
の
作
家
あ

る
い
は
詩
人
に
と
っ
て
、
体
制
に
よ
る
検
閲
や
統
制
と

の
闘
い
は
、
何
よ
り
文
学
の
内
実
や
作
品
の
生
命
に
関

わ
る
問
題
で
あ
る
。
己
の
身
を
守
る
こ
と
と
芸
術
的
要

求
と
の
葛
藤
、
あ
る
い
は
主
人
公
が
鋭
く
問
い
か
け
て

い
る
よ
う
に
、
表
現
や
行
動
に
お
け
る
「
二
重
性
」、

比
喩
的
暗
示
や
内
的
な
矛
盾
と
い
っ
た
要
素
は
、
ペ
ル

シ
ア
文
学
が
長
く
根
本
的
に
抱
え
て
き
た
問
題
で
も

あ
っ
た
。

　
こ
の
作
品
に
は
多
く
の
ペ
ル
シ
ア
語
の
古
典
作
品
へ

の
言
及
が
あ
る
が
、
な
か
で
も
ニ
ザ
ー
ミ
ー
の
ロ
マ
ン

ス
叙
事
詩
『
七
王
妃
物
語
』
か
ら
の
引
用
や
暗
示
が
基

調
と
な
っ
て
い
る
。
王
は
黒
衣
の
謎
を
追
い
か
け
て

行
っ
た
末
、自
ら
も
黒
衣
を
ま
と
う
者
と
な
る
。ニ
ザ
ー

ミ
ー
の
想
像
力
に
富
ん
だ
物
語
は
そ
れ
自
体
が
魅
力
的

だ
が
、
獄
中
の
主
人
公
が
明
日
処
刑
さ
れ
る
人
々
に
向

か
っ
て
語
る
の
は
囚
人
た
ち
の
現
実
と
は
ほ
と
ん
ど
か

け
離
れ
た
、
享
楽
的
と
も
い
え
る
、
性
的
欲
望
を
喚
起

す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
著
し
い
対
照
は
、
複
雑
な
相

貌
を
も
っ
た
サ
ル
マ
ド
の
人
物
像
に
も
現
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
彼
は
ご
く
普
通
の
若
者
の
よ
う
に
も
見
え

る
一
方
で
、「
永
遠
」
を
意
味
す
る
名
を
も
ち
、
並
外

れ
た
記
憶
の
持
ち
主
で
も
あ
る
。
物
語
の
時
空
間
の
な

か
で
、
彼
は
す
で
に
「
一
千
年
」
を
生
き
て
い
る
よ
う

で
あ
り
、
後
半
で
語
ら
れ
る
彼
の
容
貌
は
、
ま
さ
し
く

ペ
ル
シ
ア
詩
の
古
典
の
抒
情
詩
に
典
型
的
な
「
恋
人
」

の
姿
に
似
通
っ
て
い
る
。
サ
ル
マ
ド
は
主
人
公
に
対
し

て
、
自
ら
「
改
悛
者
（
タ
ッ
ヴ
ァ
ー
ブ
）」
す
な
わ
ち

体
制
へ
の
帰
順
者
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
。
そ
の
壮
絶

な
経
験
は
物
語
の
最
深
部
を
な
し
て
い
る
。

　
作
品
中
に
は
そ
の
ほ
か
ペ
ル
シ
ア
詩
の
歴
史
上
最
も

古
い
九
世
紀
の
大
詩
人
ル
ー
ダ
キ
ー
の
抒
情
詩
に
始
ま

り
、「
獄
中
詩
」
で
知
ら
れ
た
マ
ス
ウ
ー
ド
・
サ
ア
ド
・

サ
ル
マ
ー
ン
、
イ
ラ
ン
の
人
々
が
愛
誦
す
る
民
族
叙
事

詩
『
王
書
』、流
麗
な
描
写
を
用
い
た
頌
詩
詩
人
フ
ァ
ッ

ロ
ヒ
ー
・
ス
ィ
ー
ス
タ
ー
ニ
ー
と
い
っ
た
古
典
の
作
品

や
詩
人
た
ち
が
登
場
す
る
。

　
作
家
で
あ
る
ゴ
ル
シ
ー
リ
ー
自
身
、
か
つ
て
は
詩
人

を
志
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
小
説
家
に
転
じ

た
後
も
詩
の
批
評
を
行
な
っ
て
い
る
。
同
時
代
に
お
い

て
、
彼
が
特
別
な
敬
意
を
払
っ
て
い
る
の
は
詩
人
ニ
ー

マ
ー
・
ユ
ー
シ
ー
ジ
で
あ
る
。
古
典
定
型
詩
の
揺
る
が

ぬ
原
則
で
あ
っ
た
対
句
を
廃
止
し
、
独
自
の
自
由
韻
律

を
創
始
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
詩
の
祖
と
呼
ば
れ

る
人
物
で
あ
る
。
作
中
で
は
ニ
ー
マ
ー
以
後
の
詩
人
に

つ
い
て
は
語
ら
れ
な
い
も
の
の
、
ほ
か
な
ら
ぬ
主
人
公

が
そ
の
道
の
人
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
文
中
に

引
用
さ
れ
た
ポ
ー
ル
・
エ
リ
ュ
ア
ー
ル
の
詩
が
、
イ
ラ

ン
の
反
体
制
詩
人
と
し
て
有
名
な
ア
フ
マ
ド
・
シ
ャ
ー

ム
ル
ー
の
訳
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
革
命
の
頃

に「
よ
く
売
れ
た
」詩
人
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

こ
の
詩
人
が
モ
デ
ル
の
一
人
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
が

成
り
立
つ
。
だ
が
、
現
代
詩
の
た
ど
っ
た
道
の
り
に
つ

い
て
、
主
人
公
が
述
べ
る
批
評
は
決
し
て
楽
観
的
な
も

の
で
は
な
い
。
か
つ
て
、
革
命
前
に
は
民
衆
の
導
き
手

を
自
認
し
た
詩
人
た
ち
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
代
に
そ

の
肩
書
は
も
は
や
通
用
し
な
い
。
そ
こ
に
は
、
読
者
や

社
会
と
対
峙
す
る
こ
と
に
な
っ
た
二
〇
世
紀
以
後
の
文

学
の
課
題
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
主

人
公
が
い
か
に
体
制
に
抗
う
と
し
て
も
、
そ
の
詩
が

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
現
実
に
資
す
る
の
か
。
多
く
の

人
々
と
同
様
に
、
彼
も
ま
た
、
自
国
の
戦
争
と
い
え
ど

も
「
テ
レ
ビ
で
」
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
数
多
く
の

若
者
た
ち
が
戦
場
へ
と
向
か
っ
て
い
く
現
実
に
対
し
て

何
ら
な
す
術
を
も
た
な
い
の
だ
。
そ
の
点
で
、
主
人
公

が
囚
わ
れ
て
い
る
牢
獄
は
ま
た
別
の
意
味
で
、
詩
人
や

作
家
た
ち
の
社
会
か
ら
の
孤
絶
を
暗
示
し
て
い
る
か
の

よ
う
で
あ
る
。

　
サ
ル
マ
ド
の
身
に
起
こ
る
凄
惨
を
き
わ
め
る
出
来
事

は
、
お
そ
ら
く
イ
ラ
ン
の
多
く
の
若
者
た
ち
の
現
実
と

心
象
の
経
験
を
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
イ
ラ
ン
の
社
会

そ
の
も
の
で
あ
る
彼
ら
に
、
果
た
し
て
文
学
は
有
効
な

救
い
の
手
立
て
と
な
る
の
か
。「
そ
れ
を
読
ん
だ
ら
、

引
き
金
を
自
分
の
口
に
向
か
っ
て
引
か
な
い
で
済
む
よ

う
な
何
か
だ
」
―
―
後
半
で
語
り
出
さ
れ
る
主
人
公
の

独
白
に
は
、
作
家
の
文
学
に
賭
け
る
信
念
が
託
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
＊　
＊　
＊
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作
品
の
前
半
部
は
『
中
東
現
代
文
学
選
２
０
１
６
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
訳
出
に
あ
た
っ
て
は
以
下
を
参

照
し
た
。
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