
ア
ク
バ
ル
職
言
集
‥
［
‥

近
　
藤

治

　
ム
ガ
ル
朝
第
三
代
皇
帝
ア
ク
バ
ル
の
政
治
顧
問
と
し
て
重
用
さ

れ
た
シ
ャ
イ
フ
ー
ア
ブ
ル
フ
ァ
ズ
ル
（
一
五
五
一
－
一
六
〇
二
）
の

著
し
た
『
ア
ク
バ
ル
会
典
』
は
、
一
六
世
紀
末
に
成
っ
た
ア
ク
バ

ル
時
代
の
制
度
集
成
と
し
て
貴
重
な
史
料
文
献
で
あ
る
。
こ
の
書

は
五
部
（
寸
次
回
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
最
後
の
第
五
部
は
「
皇

帝
蔵
言
集
と
結
語
お
よ
び
著
者
に
関
す
る
略
説
」
と
題
さ
れ
て
、

そ
こ
に
含
蓄
に
富
む
ア
ク
バ
ル
の
こ
と
ば
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い

る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
は
ア
ク
バ
ル
自
ら
が
書
き
留
め
た
も
の
で
は

な
い
。
彼
の
こ
と
ば
を
ア
ブ
ル
フ
ァ
ズ
ル
が
筆
記
し
た
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
そ
の
際
に
ア
ブ
ル
フ
″
ズ
ル
ー
流
の
技
巧
と
修
辞

を
こ
ら
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
に
留
意
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
事
実
、
こ
れ
ら
の
文
章
は
実
に
難
解
な
も
の

が
多
く
、
ア
ク
バ
ル
が
口
頭
で
述
べ
た
と
き
の
表
現
を
そ
の
ま
ま

伝
え
て
い
る
と
は
到
底
思
え
な
い
も
の
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
文
章
が
す
べ
て
ア
ク
バ
ル
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
を
伝
え

て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
『
ア
ク
バ
ル
会
典
』

第
五
部
中
の
ア
ク
バ
ル
の
こ
と
ば
を
集
録
し
た
こ
の
部
分
は
、
近

世
イ
ン
ド
の
絶
対
君
主
と
し
て
君
臨
し
た
ア
ク
バ
ル
の
蔵
言
集
で

あ
り
、
こ
の
皇
帝
の
思
想
や
公
的
、
私
的
側
面
を
伝
え
る
歴
史
的

証
言
の
記
録
と
い
っ
て
よ
い
。

　
小
稿
は
こ
の
蔵
言
集
全
体
を
逐
次
翻
訳
紹
介
し
て
い
こ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
翻
訳
の
底
本
に
は
ベ
ン
ガ
ル
ー
ア
ジ
ア
協
会
か

ら
刊
行
さ
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク
マ
ン
校
訂
の
ペ
ル
シ
ア
語
刊
本
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１
８
７
７
を
使
用
し
。
同
時
に
大
英
図
書
館
所
蔵
の
良
質
の
写
本

即
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ｉ
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７
６
５
２
と
常
時
対
照
し
て
疑
問
点
を
質

し
た
。
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た
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本
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１
９
４
８
を
適
宜
参
照
し
た
。

　
ア
ク
バ
ル
の
蔵
言
は
す
べ
て
・
「
お
述
べ
に
な
っ
て
い
た
」
宵
９
　

ｆ
ａ
ｒ
m
ｕ
ｄ
ａ
乱
）
の
語
で
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
翻
訳
に
際
し
て
は
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省
略
し
た
。
第
五
部
冒
頭
に
は
「
〔
こ
れ
ま
で
〕
欽
定
諸
制
度
の

概
略
に
つ
い
て
自
ら
の
感
謝
の
意
を
込
め
て
、
か
つ
ま
た
余
人
へ

の
贈
物
と
し
て
書
い
た
の
で
、
〔
次
に
〕
皇
帝
の
言
行
を
遠
近
に

知
ら
し
め
る
た
め
、
形
と
心
に
関
す
る
そ
の
聖
な
る
こ
と
ば
の
い

く
つ
か
を
書
き
留
め
て
お
く
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
ア
ブ

ル
フ
ァ
ズ
ル
の
｝
文
か
お
り
、
こ
の
あ
と
に
す
ぐ
ア
ク
バ
ル
の
蔵

言
が
続
く
。
翻
訳
文
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
通
し
番
号
を
付
し
た
。
頁

数
は
底
本
の
そ
れ
を
示
し
、
〔
　
〕
内
は
翻
訳
者
が
加
え
た
語
で

あ
る
こ
と
を
示
す
。

《
二
二
七
頁
》

二
）
被
造
物
と
造
物
主
に
は
こ
と
ば
で
は
表
わ
せ
な
い
結
び
つ

き
が
あ
る
。

　
（
二
）
万
物
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
特
性
か
お
る
。
そ
し
て
心
は

懸
念
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
他
人
と
の
友
愛
を
求
め
る
。

悲
し
み
と
喜
び
は
そ
こ
か
ら
生
ず
る
。
何
人
も
輝
け
る
幸
運
に
あ

り
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
に
心
を
執
着
さ
せ
な
い
者
こ
そ

永
遠
な
る
至
高
の
愛
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
《
二
二
八
頁
》

　
（
三
）
人
間
の
存
在
は
、
〔
こ
の
こ
と
、
即
ち
前
条
を
〕
理
解
し

た
者
は
誰
で
も
至
高
の
位
置
に
到
達
で
き
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
か

に
、
何
ら
特
別
の
意
味
は
な
い
。

　
（
四
）
何
人
も
そ
れ
〔
神
〕
と
の
聖
な
る
関
係
を
よ
く
知
っ
て
い

る
も
の
は
、
そ
れ
以
外
の
も
の
と
の
結
び
つ
き
を
再
び
持
と
う
と

は
し
な
い
。

　
（
五
）
イ
ン
ド
の
女
た
ち
は
水
を
川
や
池
や
井
戸
か
ら
自
分
で
汲

み
上
げ
て
、
い
く
っ
も
の
甕
を
重
ね
て
頭
上
に
の
せ
、
仲
間
と
お

し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
軽
や
か
に
歩
く
。
彼
女
た
ち
は
上
り
下
り
の

道
を
行
き
交
う
。
心
で
甕
の
平
衡
を
念
じ
て
い
る
の
で
、
〔
甕
は
〕

壊
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
比
べ
男
た
ち
社
、
神
と
の
結
び
つ

き
に
お
い
て
い
か
に
劣
っ
て
い
る
こ
と
か
。

　
（
六
）
物
質
的
お
よ
び
非
物
質
的
な
も
の
と
の
本
質
的
関
係
が
こ

の
よ
う
に
強
固
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
間
と
至
高
な
る
神
と
の
結
び

つ
き
を
誰
が
遮
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

　
（
七
）
吉
｛
の
求
道
か
ら
偽
り
の
穿
盤
に
さ
ま
よ
う
こ
と
が
あ
る
。

万
物
は
す
べ
て
そ
の
反
対
物
と
の
対
比
で
理
解
さ
れ
る
の
で
、
反

対
物
も
ま
た
蓋
し
存
在
意
義
が
あ
る
。

　
（
八
）
理
性
は
、
理
性
的
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
神
聖
な
る
規

範
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
。
し
か
し

あ
る
者
た
ち
は
経
典
に
信
を
お
か
ず
、
ま
た
言
葉
を
持
た
ぬ
聖
霊

が
人
間
の
言
葉
で
語
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
ま
た
他
の
者
た
ち
は

解
釈
に
お
い
て
食
い
違
い
を
持
っ
て
い
る
。
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（
九
）
神
の
恩
寵
は
万
人
の
上
に
等
し
く
及
ぶ
。
し
か
し
あ
る
者

た
ち
は
適
切
な
時
を
失
し
た
た
め
、
ま
た
他
の
者
た
ち
は
準
備
を

怠
っ
た
た
め
、
〔
そ
れ
を
〕
享
受
し
て
い
な
い
。
恰
も
そ
れ
は
壷

作
り
の
仕
事
が
こ
の
謂
の
正
し
さ
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
。

　
二
〇
）
宗
教
上
の
新
し
い
慣
行
を
呼
び
お
こ
す
信
仰
儀
礼
は
、

眠
れ
る
者
ど
も
を
覚
醒
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば

神
へ
の
崇
拝
は
心
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
体
か
ら
発
す
る

の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
一
回
信
仰
の
第
一
の
階
梯
は
、
試
練
の
時
、
苦
難
に
対
し
眉

を
蜃
め
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
医
師
の
苦
い
薬
と
み
な
し
て
晴
や

か
な
表
情
で
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
（
二
一
）
形
な
き
も
の
は
夢
の
中
で
見
る
こ
と
も
、
起
き
て
い
る

時
に
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
し
か
し
想
像
力
に
よ
っ
て
察
知

で
き
る
。
ま
こ
と
に
想
念
に
よ
っ
て
神
の
姿
を
見
る
こ
と
は
、
こ

れ
と
同
様
の
方
法
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
二
三
）
ほ
と
ん
ど
の
信
者
は
祈
願
成
就
の
願
い
を
も
っ
て
い
る

が
、
信
仰
心
は
も
っ
て
い
な
い
。

　
こ
四
）
黒
髪
が
白
髪
に
変
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
〔
人
は
〕
こ

の
よ
う
な
白
髪
が
決
し
て
遠
い
先
の
こ
と
で
は
な
く
な
る
と
、
運

命
の
魔
力
に
よ
っ
て
〔
こ
の
色
を
〕
洗
い
流
し
、
あ
わ
よ
く
ば
心

の
蒙
昧
を
払
い
眼
力
を
さ
ら
に
強
め
よ
う
と
い
う
欲
が
深
ま
る
。

　
（
一
五
）
人
々
は
神
の
御
意
に
反
し
て
進
ん
だ
と
き
、
救
済
の
方

法
は
そ
の
誤
っ
た
道
か
ら
引
き
返
す
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

賢
明
な
る
者
は
、
何
人
も
神
の
命
に
反
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ

と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
医
師
た
ち
は
病
人
た

ち
へ
の
薬
を
調
合
す
る
の
で
あ
る
。

　
（
一
六
）
誰
も
が
至
高
の
神
に
対
し
て
己
れ
の
都
合
の
よ
い
尺
度

で
も
っ
て
名
を
付
け
る
が
、
し
か
し
知
ら
れ
る
こ
と
な
き
も
の
に

と
っ
て
名
は
何
処
に
あ
る
と
い
う
の
か
。

　
《
二
二
九
頁
）

　
二
七
）
命
名
は
不
明
瞭
さ
を
除
く
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
聖

な
る
本
質
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
（
一
八
）
真
空
の
存
在
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
全
能
の
神
は
遍
く
存
在
す
る
。

　
二
九
）
人
間
に
善
悪
、
正
邪
さ
ま
ざ
ま
あ
る
の
は
。
す
べ
て
神

の
不
可
思
議
な
力
の
賜
物
で
あ
る
。
変
差
は
人
に
よ
っ
て
起
る
の

で
あ
る
。

　
（
二
〇
）
悪
を
悪
魔
の
所
為
と
す
る
の
は
、
〔
悪
魔
を
〕
至
高
の

神
の
協
同
者
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
仮
に
追
剥
か
お
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
追
剥
行
為
は
誰
の
所
為
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
（
二
乙
悪
魔
の
話
は
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
〔
だ
が
〕

神
の
御
意
に
よ
っ
て
も
ま
ま
な
ら
な
い
力
が
〔
一
体
〕
誰
に
あ
る
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と
い
う
の
か
。

　
（
二
二
）
神
を
探
求
し
た
い
と
い
う
気
持
が
、
さ
る
農
夫
の
心
に

起
っ
た
。
彼
の
導
師
は
彼
が
牛
に
親
愛
の
情
を
持
っ
て
い
る
こ
と

を
知
り
、
彼
を
墓
室
に
入
れ
て
ひ
た
す
ら
そ
れ
を
思
念
す
る
よ
う

命
じ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
導
師
は
農
夫
を
試
み
に
呼
び
出
し

た
。
農
夫
は
瞑
想
に
沈
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
の
で
、
自
分
に
〔
牛

の
よ
う
な
〕
角
が
生
え
て
い
る
と
思
い
込
み
、
角
が
生
え
て
い
る

の
で
〔
出
る
の
に
〕
邪
魔
に
な
り
ま
す
と
答
え
た
。
導
師
は
農
夫

を
一
途
な
瞑
想
者
と
知
っ
て
、
徐
々
に
彼
を
も
と
に
戻
し
て
や
っ

た
。

　
（
二
三
）
人
間
か
〔
動
物
よ
り
〕
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
理
性

の
宝
石
を
も
つ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
〔
理
性
を
〕
光
り
輝
か
す
よ
う

に
努
力
し
、
そ
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
に
背
か
な
い
こ
と
が
肝
要
で

あ
る
。

　
（
二
四
）
人
間
は
自
ら
の
理
性
の
随
順
者
で
あ
る
。
も
し
〔
理
性

が
〕
生
来
光
沢
を
放
て
ば
、
〔
そ
の
人
の
〕
導
き
手
と
な
る
し
、

も
し
一
層
高
次
の
精
神
に
お
い
て
〔
光
沢
を
〕
獲
得
す
れ
ば
、
そ

の
場
合
も
ま
た
導
き
手
と
な
る
。

　
（
二
五
）
知
性
の
探
究
が
称
賛
さ
れ
、
模
倣
が
非
難
さ
れ
る
こ
と

は
、
説
明
を
要
す
る
ま
で
も
な
く
明
か
な
こ
と
で
あ
る
。
も
し
模

倣
が
価
値
あ
っ
た
な
ら
ば
、
予
言
者
た
ち
は
自
分
た
ち
の
先
行
者

た
ち
の
追
随
者
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
（
二
六
）
多
く
の
理
性
を
病
む
者
は
、
自
身
の
健
康
に
強
い
確
信

を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
名
医
た
ち
は
〔
彼
ら
の
〕
額
の
表
情
か

ら
〔
病
状
を
〕
見
立
て
る
の
で
あ
る
。

　
（
二
七
）
肉
体
が
変
調
を
き
た
し
て
病
気
と
な
る
よ
う
に
、
精
神

も
ま
た
同
様
に
病
気
と
な
る
。
知
性
は
薬
を
受
入
れ
な
い
と
衰
弱

す
る
。

　
（
二
八
）
理
性
の
麻
庫
に
は
、
善
人
た
ち
の
間
で
使
え
る
よ
う
な

い
か
な
る
治
療
薬
も
な
い
。

　
（
二
九
）
人
物
を
見
抜
く
こ
と
は
実
に
難
し
い
こ
と
で
、
誰
に
で

も
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。

　
（
三
〇
）
魂
は
〔
肉
体
に
対
す
る
〕
優
越
性
を
も
っ
て
い
る
が
、

　
〔
肉
体
の
〕
性
質
と
感
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
〔
肉
体
の
〕

色
調
を
帯
び
、
か
の
素
晴
し
い
輝
き
は
曇
っ
て
し
ま
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）
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