
f
w£
局
、
。
ル

第
四
十
五
巻

第
三
挽

昭
和
六
十
一
年
十
二
月
護
行

オ
ス
マ
ン
帝
園
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
の
展
開

ー

l
p
E遠
足
R
き
N
h
Q
h
H

を
中
心
に
|
|

新

井

政

美

一
序
設
|
1
1
L
F
N
b詰
足
町
内
宮

g
a
研
究
の
意
義
|
|

二

h
h
N
b
喜

h
h
R
苦

5
2
の
創
刊

三

内

容

の

検

討

付

現

吠

批

判

同

コ

1
ラ
ン
翻
謬

同
イ
ス
ラ
ム
法
皐

伺
女
性
の
解
放

四

結

語

1
|イ
ス
ラ
ム
化
と
近
代
化
1
1
1

- 1ー

序
説
|
|
-
g
s
S
3
5
研
究
の
意
義
|
|
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一九
O
八
年
七
月
、
停
止
さ
れ
て
い
た
憲
法
の
復
活
が
宣
言
さ
れ
る
と
、
三

O
年
に
わ
た
っ
て
ス
ル
タ
ン
の
検
閲
下
で
息
を
ひ
そ
め
て
き
た

(

1

)

 

イ
ス
タ
ン
プ
ル
の
思
想
界
は
、
騎
虎
の
勢
い
で
自
己
表
現
を
開
始
し
た
。
堰
を
切
っ
た
か
の
よ
う
な
こ
の
思
想
の
奔
流
は
、
同
時
代
人
ズ
ィ
ヤ
・
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(

2

)

 

ギ
ョ
カ
ル
プ
の
分
析
に
従
っ
て
、
普
通
、
近
代
主
義
、
イ
ス
ラ
ム
主
義
、
ト
ル
コ
民
族
主
義
の
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
思

L

「3
E
h同
(
リ
近
代
主
義)、

想
潮
流
を
代
表
す
る
「
機
関
誌
」
と
し
て
、

ラ
ム
主
義
)
、

吋
守
除
問
号
、
Hh(
H
ト
ル
コ
民
族
主
義
)
と
い
っ
た
雑
誌
の
名
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
、

(
3〉

っ
か
え
あ
る
ま
い
。
筆
者
は
こ
の
う
ち
、
最
後
の
吋
さ
a
b

出
ミ

hht
を
初
め
と
す
る
若
干
の
民
族
主
義
的
定
期
刊
行
物
の
再
検
討
を
行
な
っ
て

き
た
が
、
最
近
、

吋
見
込
同
Hqh片
足
を
支
え
て
い
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
が
、
こ
の
雑
誌
の
中
で
、
イ
ス
ラ
ム
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
い
く

(

4

)

 

ら
か
の
設
言
を
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
論
説
は
、
主
と
し
て
イ
ス
ラ
ム
の
翻
貼
か
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判

-
V
E
E
ミ札
M
h
E
E
S
(
と
そ
の
後
身
の
匂
S
H
h
d下
河
内

hbh同HH
イ
ス

ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
と
い
っ
て
さ
し

に
反
論
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
彼
ら
が
こ
の
雑
誌
の
中
で
、

イ
ス
ラ
ム
全
般
に
つ
い
て
十
分
な
議
論
を
展
開
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一方、

一
九
一
四
年
に
な
る
と
、

LrNむ
さ
〉
山
内
町
ミ

hhb勾
(
『
イ
ス
ラ
ム
評
論
』
以
下

I
M
と
略
記
す
る
)
と
い
う
雑
誌
が
刊
行
さ
れ
始
め
て
い

や
は
り
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
イ
ス
ラ
ム
の
現
状
を
批
判
し
て
い
た
彼
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
、
彼
ら
の
考
え
る
「
あ
る
べ
き
イ
ス
ラ
ム
の
姿
」
に
つ
い
て
具
盤
的
に
論
じ

だ
と
す
る
な
ら
ば

叫
4

性

M
W通

1m

同
N
h

コ
片
足
誌
上

- 2ー

て
、
こ
れ
を
支
え
て
い
た
の
が
、

て
い
た
の
が
こ
の
雑
誌
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
毎
鋭
、
こ
の
雑
誌
の
巻
頭
に
-
記
さ
れ
る
標
語
が
「
宗
教
の
あ
る
生
活
、

(

5

)

 

生
命
の
あ
る
宗
数
」
(L
E
E
r
-円
宮
苫
y
r
aぇ
r
E門
会
る
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
・
I
M
の
刊
行
者
た
ち
が
、
世
俗
化
あ
る
い
は
股
宗
数
を
め

ざ
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、

イ
ス
ラ
ム
の
再
活
性
化
を
望
ん
で
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
来
、

一
九

O
八

年
か
ら
の
、

い
わ
ゆ
る
青
年
ト
ル
コ
時
代
に
は
、
急
速
な
世
俗
化
政
策
が
貫
施
さ
れ
て
、
共
和
国
成
立
後
に
お
け
る
ケ
マ
ル
・
ア
タ
テ
ュ
ル
ク

〈

6
)

の
改
革
の
た
め
の
、
い
わ
ば
地
な
ら
し
を
し
た
と
設
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
世
俗
化
は
、
主
と
し
て
ズ
ィ
ヤ
・
ギ
ョ
カ
ル

(

7

)

 

プ
ら
の
民
族
主
義
的
知
識
人
の
提
案
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
の
世
俗
化
政
策
の
提
案
と
、
彼
ら
の
霊
園
し

て
い
た
(
と
珠
想
さ
れ
る
)
イ
ス
ラ
ム
の
再
活
性
化
と
は
、
ど
の
よ
う
に
論
理
的
に
つ
な
が
り
、
あ
る
い
は
断
絶
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

|
|
こ
の
貼
に
つ
い
て
の
手
掛
り
を
得
る
た
め
に
も
、
・
I
M
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
世
俗
化
」
と



い
う
観
貼
以
外
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
オ
ス
マ
ン
帯
園
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
改
革
に
つ
い
て
、
こ
こ
で

若
干
の
議
論
を
試
み
よ
う
と
す
る
際
に
、
従
来
イ
ス
ラ
ム
主
義
を
代
表
す
る
雑
誌
と
み
な
さ
れ
て
き
た

b
E
E
ミ
き
E
吹
き
や

h
S
N一・Nv寺・

同出向
hbn同
で
は
な
く
、
ま
ず
・
I
M
を
と
り
あ
げ
る
の
は
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
い
る
。

I
M
に
つ
い
て
、
正
面
か
ら
こ
れ
を
と
り
あ
げ
て
論
じ
た
研
究
は
、
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い

0

・I
M
に
最
も
多
く
言
及
し
、
し
た
が
っ
て

〈

8
)

T
・
Z
・
ト
ウ
ナ
ヤ
、
及
び
N
・
ベ
ル
ケ
ス
、
南
ト
ル
コ
人
研
究
者
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム

そ
こ
か
ら
の
引
用
も
少
な
か
ら
ず
し
て
い
る
の
は
、

主
義
の
潮
流
に
閲
す
る
、

ト
ウ
ナ
ヤ
氏
の
定
評
あ
る
著
書
は
、

huHEど
」
H
H
S
H
h
H
r
R
F
E
N
-守
・
河
内
h
A
W
NWミ
む
諸
説
'
同
与
さ
ら
に
戸
、
。
N
b
s

等
の
雑
誌
か
ら
多
く
の
引
用
が
な
さ
れ
て
い
て
有
盆
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
引
用
の
中
に
、

I
M
か
ら
の
も
の
も
は
さ
み
込
ま
れ
て
い

る
の
だ
が
、
筆
者
に
は
、
氏
の
こ
う
し
た
博
捜
ぶ
り
が
、
本
書
の
長
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
歓
陥
に
も
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て

な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
ス
ラ
ム
主
義
の
思
想
と
し
て
氏
が
と
り
あ
げ
る
諸
々
の
主
張
の
う
ち
、
ど
れ
が
同
HEN-H
〉
向
性

M
M
E
E
S
に
固
有
の

も
の
で
ど
れ
が
て
之
宮
誌
の
そ
れ
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
ど
れ
が
す
べ
て
の
雑
誌
に
共
通
の
も
の
な
の
か
、
|
|
こ
う
し
た
貼
が
(
少
な
く
と

- 3ー

も
こ
れ
ら
の
雑
誌
の
内
容
に
疎
い
讃
者
に
は
)
い
ま
ひ
と
つ
明
確
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
青
年
ト
ル
コ
時
代
の
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
が
、

オ

ス
マ
ン
一
帝
園
、

ひ
い
て
は
イ
ス
ラ
ム
世
界
全
世
の
衰
退
の
原
因
と
し
て
、

タ
ク
リ
1
ド
〈
先
例
の
墨
守
)
を
あ
げ
て
こ
れ
を
批
判
し
て
い
る
こ

(
9
)
 

匂

S
H.NU除、，河内
hbh叫
も

I
M
も
等
し
く
註
の
中
で
例
と
し
て
引
い
て
い
る
。

と
を
論
じ
る
際
、

ト
ウ
ナ
ヤ
氏
は
、

一
夫
多
妻
制
の
是
非

一方、

一
夫
多
妻
の
禁
止
は
可
能
で
あ
る
と
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
(
寸

ers
に
封
し
、

(

刊

山

)

切
ミ
hH司

HdNBHtb
と

h
s
qぬ
下
河
内
官
、
と
が
引
か
れ
て
い
る
。

を
め
ぐ
る
論
争
を
と
り
あ
げ
る
時
に
は

イ
ス
ラ
ム
主
義

者
が
反
論
し
た
と
述
べ
、

〈

L
P
N
b
苦

足

R
苦
E
h
N
)

に
つ
い
て
い
え
ば
、
〔
こ
れ
は
〕
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
(
吋
智
Z
S
の
機
関
誌
(

J

ヘミ
E
O
H
m
s
-〉
に
留
ま
っ
た
」
と
述
べ
ら

(

日

〉

れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
誼
者
は
、
・
I
M
が
一
夫
多
妻
禁
止
可
能
論
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
推
測
し
う
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ト
ウ
ナ

本
書
の
導
入
部
に
お
い
て

「
『
イ
ス
ラ
ム
評
論
」

ヤ
氏
は
、
あ
る
時
は

I
M
を
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
と
し
て
論
じ
、

ま
た
あ
る
時
は
・
I
M
が
そ
れ
に
属
し
た
と
さ
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
、

イ
ス

427 

ラ
ム
主
義
者
が
敵
射
し
た
と
論
じ
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
や
は
り
、
讃
者
に
劃
し
て
あ
ま
り
親
切
な
態
度
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
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時
代
の
思
想
動
向
を
論
じ
る
た
め
に
、
そ
の
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
何
種
類
か
の
定
期
刊
行
物
を
史
料
と
し
て
使
う
な
ら
ば
、

ま
ず
そ
れ
ら
の
刊

行
物
の
、
史
料
と
し
て
の
性
格
を
確
定
し
て
お
く
作
業
が
な
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一方、

ト
ウ
ナ
ヤ
氏
以
上
に

I
Mか
ら
多
く
の
引
用
を
し
て
い
る
ベ
ル
ケ
ス
氏
は
、

ト
ウ
ナ
ヤ
氏
が
明
確
に
し
な
か
っ
た
一
夫
多
妻
否
定
論

(

ロ

)

I
M
と
匂
与
円
寺
・
河
内
h
b
h

同
と
が
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
論
争
を
く
り
贋
げ
た
と
述
べ
て
い
る
。
・
I
M

の
出
所
を
、
・
I
M
で
あ
る
と
明
記
し
、

を

pe.Nv守-MN3Qh同
と
の
論
争
と
い
う
次
元
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
ま
こ
と
に
ベ
ル
ケ
ス
氏
の
員
骨
頂
と
い
う
べ
き
で
、
氏
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ス
ト
が
、
青
年
ト
ル
コ
時
代
に
お
け
る
宗
教
に
閲
す
る
論
争
の
中
で
、
醤
来
の
論
貼
で
あ
る
「
宗
教
と
園
家
と
の
分
離
」
す
な
わ
ち
「
園
家
の

世
俗
化
」
か
ら
、
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
「
宗
教
の
世
俗
化
」
を
提
起
し
た
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
う
し
た
「
世
俗
化
」
|
|

(
日
)

つ
ま
り
シ
ャ
リ

l
ア
が
カ
バ
ー
す
る
事
柄
を
限
定
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
議
論
l

!
の
支
持
者
と
し
て

I
Mを
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ベ

ル
ケ
ス
氏
の
著
書
が
「
ト
ル
コ
に
お
け
る
世
俗
主
義
の
設
展
」
を
主
題
と
し
て
い
る
以
上
、
こ
れ
は
嘗
然
の
蹄
結
と
い
う
べ
き
な
の
だ
が
、
し
か

し
、
そ
の
こ
と
が
同
時
に
、
例
え
ば
ト
ウ
ナ
ヤ
氏
が
あ
げ
た
「
タ
ク
リ
l
ド
批
判
」
の
よ
う
な
、

h
s
qぬ
下
河
内官
、
と
も
共
通
す
る
・
I
M
の
性
格

- 4ー

を
、
氏
の
著
書
が
無
視
な
い
し
軽
視
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
も
、
ま
た
、
否
定
し
え
な
い
事
質
で
あ
ろ
う
。
一
鐙
ベ
ル
ケ
ス
氏
に
は
、
(
少

な
く
と
も
青
年
ト
ル
コ
時
代
に
関
し
て
は
)
諸
々
の
思
想
を
あ
ま
り
に
も
明
快
に
類
型
化
し
、
分
類
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ズ
ィ
ヤ
・
ギ
ョ
カ
ル
プ
は
、
同
時
代
の
思
想
動
向
を
、
先
に
あ
げ
た
三
つ
の
潮
流
に
分
類
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
機
関
誌
」
を
紹
介
す
る
際
、
近

代
主
義
に
閲
し
て
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
機
関
誌
は
存
在
せ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
思
潮
が
こ
れ
の
影
響
下
に
あ
る
、
と
、
重
要
な
コ
メ
ン
ト
を
附
け
加

(
M
)
 

え
て
い
る
。
し
か
し
ベ
ル
ケ
ス
氏
は
、
こ
の
時
代
に
三
つ
の
思
想
潮
流
が
「
涯
」
(
臼
円
roo-
〉
を
形
成
し
(
ギ
ョ
カ
ル
プ
が
「
近
代
化
」
に
=
白
色
。
?

(

日

)

口一

Z
Z
O
R
・
を
あ
て
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
、
「
西
欧
主
義
者
」
(
巧

g
g
z
E
)
の
主
要
な
機
関
誌
が
守
た
宮
、
で
あ
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。

ト
ル
コ
民
族
主
義
の
機
関
誌
と
さ
れ
る
吋
民
込
師
、
NhAR
を
支
え
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
多
く
は
、
西
欧
の
皐
聞
を
修
得
し
、
あ
る
い
は
西
欧

へ
の
留
皐
経
験
を
も
っ
て
い
た
が
、
同
時
に
彼
ら
は
、

イ
ス
ラ
ム
に
閲
す
る
護
言
も
し
て
い
た
し
、
ま
た
お
そ
ら
く
は
、
吋
ぬ
込

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

L

「
町
民
宮
、
も
ま
た
、
単
に
「
西
欧
主
義
の
機

州
、

s・h尚
昆
吐
一時

上
に
お
け
る
そ
の
不
足
を
補
う
た
め
に

I
Mを
創
刊
し
た
は
ず
で
あ
る
。



関
誌
」
と
し
て
割
り
切
れ
る
も
の
か
ど
う
か
、
|
|
ベ
ル
ケ
ス
氏
の
著
書
を
高
く
評
債
す
る
こ
と
に
お
い
て
決
し
て
人
後
に
落
ち
な
い
で
あ
ろ

う
と
自
認
し
、

ま
た
現
買
に
そ
こ
か
ら
多
く
を
率
ん
で
も
い
る
筆
者
に
も
、
こ
う
し
た
一
抹
の
疑
念
が
拭
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
ベ
ル
ケ
ス
氏
は
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
今
も
利
用
さ
れ
績
け
て
い
る
ズ
ィ
ヤ
・
ギ
ョ
カ
ル
プ
の
英
語
版
ア
ン
ソ
ロ
ジ

l

『
ト
ル
コ

(

叩

山

)

民
族
主
義
と
西
欧
文
明
』
に
も
、
・
I
M
に
護
表
さ
れ
た
ギ
ョ
カ
ル
プ
の
論
文
か
ら
一

O
篇
を
選
ん
で
お
さ
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
大

旨
、
氏
の
言
う
「
宗
教
の
世
俗
化
」
の
方
向
に
沿
う
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ギ
ョ
カ
ル
プ
が
・
I
M
に
寄
稿
し
た
も
の
が
、
す
べ
て
そ
れ

に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
は
、
こ
こ
で
は
間
わ
な
い
こ
と
に
す
る
が
、
ペ
ル
ケ
ス
氏
が
・
I
M
に
つ
い
て
、
こ
の
雑
誌
が
ギ
ョ
カ
ル
プ
に

よ
っ
て
出
さ
れ
た
雑
誌
で
あ
り
、
ギ
ョ
カ
ル
プ
と
そ
の
協
力
者
や
門
人
の
一
意
見
の
公
表
を
促
準
す
る
た
め
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
解

(

ロ

〉

設
し
て
い
る
の
を
讃
む
と
、
・
I
M
が
、
そ
う
し
た
「
世
俗
化
」
志
向
の
雑
誌
で
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ロ
シ
ア
領
内
の
ト
ル
コ
系
諸
民
族
に
よ
っ
て
措
わ
れ
て
い
た
出
版
活
動
に
つ
い
て
の
貴
重
な
情
報
を
提
供
す
る
、
ベ
ニ
グ
セ
ン
、
ヶ

一方、

- 5 ー

ロ
シ
ア
領
内
で
展
開
さ
れ
て
い
た
イ
ス
ラ
ム
改
革
運
動
の
指
導
者

の
多
く
が
こ
の
雑
誌
に
寄
稿
し
て
い
た
こ
と
、

I
M
が
ロ
シ
ア
治
下
の
ム
ス
リ
ム
の
動
向
に
注
意
を
排
い
、
カ
ザ
ン
の
改
革
涯
の
雑
誌
か
ら
の

(
国
)

記
事
の
縛
載
も
多
く
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
し
る
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

I
Mが
、
主
と
し
て
ズ
ィ
ヤ
・
ギ
ョ
カ
ル
プ
の
影
響
下
に
あ
っ
た

雑
誌
な
の
か
、
そ
れ
と
も
ロ
シ
ア
領
出
身
者
が
重
要
な
の
か
。
さ
ら
に
、
こ
れ
が
、
明
確
な
「
世
俗
化
」
志
向
の
雑
誌
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と

ル
ク
ジ
ェ
雨
氏
の
著
作
の
中
で
も

I
M
は
紹
介
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
は
、

も
「
イ
ス
ラ
ム
主
義
者
」
と
も
共
通
す
る
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
は
、
質
際
に

I
Mを
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
解

消
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

L

ひ
な
さ
足
町
内
遺
伝
ね
む
の
創
刊

-
I
M
の
創
刊
に
あ
た
っ
て
は

「
統
一
と
進
歩
」

(ω
〉

か
ら
の
財
政
援
助
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は

C
S町
内
ね
な
さ
な
可
や
吋
S帆

429 

〉山内町さ
H
h

ね
な
ど
、

ズ
ィ
ヤ
・
ギ
ョ
カ
ル
プ
が
そ
の
編
輯
に
深
く
関
わ
っ
た
他
の
雑
誌
と
共
通
す
る
経
緯
で
あ
る
。

し
か
し
、

残
念
な
が
ら
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I
M
の
創
刊
年
月
日
は
明
ら
か
で
な
い
。

表
示
す
る
〉

誌
面
に
臼
付
が
入
り
始
め
る
の
が
第
一
巻
の
最
終
挽
(
一
二
抗
。
小
稿
で
は
、
以
下
す
べ
て
通
巻
挽
数
で

オ
ス
マ
ン
財
務
暦
一
三
三

O
年
七
月
一
七
日
、
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
一
三
三
二
年
ラ
マ
ザ
ン
月
七
日
と
、
二
種
類
の
日

(
却
)

付
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
西
暦
で
は
一
九
一
四
年
七
月
三

O
日
に
相
嘗
す
る
(
以
下
、
日
付
は
す
べ
て
西
暦
に
換
算
し
て
表
示
す
る
)
。
そ
の

で、

そ
こ
で
は
、

後
し
ば
ら
く
の
聞
は
「
一
五
日
に
一
度
刊
行
さ
れ
る

L
(
g
r
a
m
E
L
O
『一円台

E
乙
と
い
う
、
誌
名
の
下
の
文
言
に
ほ
ぼ
忠
買
に
刊
行
さ
れ
て

い
る
か
ら
、
創
刊
直
後

l
l創
刊
か
ら
一
一
読
ま
で
ー
ー
は
、
こ
の
「
一
五
日
に
一
蹴
」
が
守
ら
れ
た
可
能
性
が
か
な
り
高
い
と
い
え
よ
う。

し
た
が
っ
て
、
創
刊
挽
の
刊
行
は
一
九
一
四
年
の
二
月
頃
で
あ
っ
た
と
、
筆
者
は
考
え
て
み
た
い
。
少
な
く
と
も
、
ベ
一
グ
セ
ン
、
ケ
ル
ク
ジ

と
混
同
す
る
と
、

ェ
雨
氏
が
記
し
て
い
る
一
九
一
一
年
一
月
と
い
う
日
付
に
は
同
意
し
か
ね
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
財
務
暦
の
年
数

一一一一一一一

O
年
を
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦

そ
れ
が
西
暦
一
九
一
一
/
一
二
年
に
相
首
す
る
こ
と
か
ら
、
雨
氏
が
換
算
の
過
程
で
ミ
ス
を
お
か
し
た
と
考
え
た
い
が
、
貫

際
、
讃
者
に
か
な
り
の
熱
気
を
感
じ
さ
せ
る
創
刊
挽
か
ら
一
一
一
挽
ま
で
の
刊
行
に
、
・
I
M
が
二
年
牢
も
費
し
た
と
は
考
え
に
く
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
筆
者
が
目
に
し
え
た
限
り
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
、
す
べ
て
表
紙
を
依
い
て
い
る
た
め
に
、
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な

(補
1

)

(

幻
〉

い
が
、
こ
こ
で
は
一
慮
、
一
九
一
四
年
二
月
創
刊
と
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
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第

一
二
披
以
降
、
(
二
ニ
抗
と

一四
放
と
の
開
の
約
コ
一
ヵ
月
を
例
外
に
〉

一
九
一
五
年
一
二
月
一
一
一
一
一
日
刊
行
の
第
四

一
強
ま
で
、

ほ
ぽ
隔
週
刊
を
維

持
し
た

I
M
は、

し
か
し
、

四
二
挽
以
後
、
そ
の
刊
行
を
不
定
期
と
し
始
め
る
。
そ
の
後
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
半
年
近
く
も
間
隔
を
あ
け
る

こ
と
が
あ
っ
た
が
、
と
も
あ
れ
そ
れ
は
、

一
九
一
八
年
一

O
月一一一

O
目、

ま
さ
に
オ
ス
マ
ン
一
帝
園
と
連
合
園
と
の
休
戦
協
定
が
調
印
さ
れ
る
そ

の
日
に
、
第
六
三
抗
を
刊
行
す
る
ま
で
、
刊
行
を
績
け
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ベ
ニ
グ
セ
ン
、

ケ
ル
ク
ジ
ェ
雨
氏
が

I
M
の
刊
行
説
教
を
二

九
一
七
年
夏
の
五
一
一
一
挽
」
、
ベ
ル
ケ
ス
氏
が
「
一
九
一
七
年
の
五
四
競
」
ま
で
と
し
て
し
ま
っ
た
の
も
、

(

幻

)

定
期
化
ゆ
え
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
オ
ス
マ
ン
一
帝
園
が
長
び
く
戦
争
の
中
で
衰
弱
し
て
ゆ
く
こ
の
時
期
に

I
Mが
刊
行
さ
れ
て
い
っ

お
そ
ら
く
は
、

こ
う
し
た
刊
行
の
不

た
こ
と
は
、

I
M
の
内
容
自
瞳
に
も
何
ら
か
の
悪
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
、

そ
う
し
た
推
測
が
、
多
く
の
研
究

者
に

I
M
を
無
視
さ
せ
た
原
因
で
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
の
政
権
の
中
橿
と
深
く
関
わ
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
イ
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第一表 IslamMecmuαSl主な執筆者の執筆貼敷一覧表

お〈執筆瓦~竺i E E N V VI |合計

;ierefeddin 9 4 2 6 4 25 
万""言， H. N. 4 4 
数 Musa KaZlm 3 3 
関 ;ieyh Edebali 4 4 
係 Manasttrh Rifat 2 2 

者 Ahmed Sureyya 7 7 
〈小計〉 45 

-ー ・・...・・・a・p・，・・ー・・・b・...・ーーーー・・・・・・・....母国圃__0_____唱-伊 . ..  "・ー------・ 4・・----------ーーーーーー ーー-_.........・・・a・・ー. ー--------
Halim Sabit 6 8 9 23 

ロ RIzaeddin Fahreddin 4 3 8 5 20 、ン
Musa Carullah 2 2 

ア ;iir Idris 2 1 3 
領出 Ahmed Agayev 1 1 

身者
Fatih Emir Han 1 1 
Zeki2) 4 4 
〈小計〉 54 

-・ーーーー.ー・ーーー_.-_--._----ー'・・..ーーーー--------------------・・-_--・a ・ー・‘・ー_---‘・・・ー・・_------ ・・・・ー・・・.._----ーーー・ーー
Mensurizade Said 5 7 4 3 2 21 
Gokalp 5 5 6 1 17 
Ahmed Besim 1 4 5 7 2 19 

オ M. ;iemseddin 5 2 2 1 l 11 
Raglb Hulusi 6 1 7 

ス Bursah Mehmed T ahir 2 2 4 
Aka Gunduz 3 ー 3 ーマ
Seyyid 3 3. 

ン Kopruluzade Mehmed Fuad 2 2 
Mustafa ;ieref 2 2 

領 Ha~im 2 2 

出
KaZlm Nami 1 1 
Tekin Alp 1 1 

身 Omer Seyfeddin 1 1 
Ispartah Hakkl 2 1 3 

者 Ahmed Muhyiddin 2 1 3 
Mehmed Kamil 2 3 
Uryanizade Vehid 2 1 3 
(小計〉 105 

メ口込 言十 69 44 37 23 25 6 203 

総 頁 数3). I 384 210 192 問 180 28 

1) 各巻12挽だが第VI巻のみ， 3 践で~刊となった。
2) この“Zeki"が何者か不明である。“MehmedZeki"ともしるされていて，Mehmed

Zeki . Pakalmである可能性もあり，もしそうなら「オスマン領」に移すべきだが，

もしも“AhmedZeki"の誤りであれば AhmedZeki Velidiかもしれない。

3) 各競の頁数は以下の通り。 1貌~13~点: 32頁， 145売~15挽: 16頁， 16挽:18頁， 17 

銃~40蹴: 16頁，41挽・ 18頁， .42貌~48競: 16頁，49挽~50鋭: 18頁， 51鋭~53続:

16頁，54貌:32頁， 55抗~56挽: 16頁， 57挽~62挽 :8頁， 63挽:12頁。
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ス
ラ
ム
観
を
知
る
上
で
、
こ
れ
を
無
視
し
去
る
こ
と
は
や
は
り
で
き
ま
い
と
、
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

で
は
ま
ず
、
こ
の
・
I
Mが
ど
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
全
六
三
競
を
逼
じ
て
、
・
I
M
に

二
貼
以
上
の
論
説
類
を
寄
稿
し
た
者
1

1
特
に
著
名
な
者
に
限
っ
て
一
貼
の
み
の
者
も
含
む
ー
ー
を
一
覧
表
に
し
た
の
が
第
一
表
で
あ
る
。

〈

幻

)

叫J
帆

ML
刊
誌
可
礼
廷
に
お
け
る
そ
れ
と
比
較
し
た
時
、
ロ

シ
ア
領
出
身
者
の
比
率
は
若
干
下
が
る
が
、

し
か
し
そ
れ
で
も
、

イ
ス
タ
ン
プ
ル
で
刊

行
さ
れ
た
雑
誌
の
中
で
オ
ス
マ
ン
人
寄
稿
者
の
約
三
分
の
一
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
ベ
ニ
グ
セ
ン
氏
ら
の
指
摘
す
る
逼
り
、
・
I
M
が

ロ
シ
ア
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
改
革
運
動
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
誼
明
し
て
い
る
と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。
同
1
性
叫
可
知
同
位
、
丸
H
h

と

さ
ら
に
、

-
I
M
と
で
は

ロ
シ
ア
出
身
の
寄
稿
者
の
顔
ぶ
れ
に
大
幅
な
饗
動
が
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

叫A
S
J
F

可
NhR同
誌
の
場
合
、

ユ
ス
フ
・
ア
ク
チ

ュ
ラ
と
ア
フ
メ
ッ
ト
・
ア
ガ
エ
フ
、
及
び
カ
ザ
ン
生
れ
の
ハ
リ
ム
・
サ

l
ビ
ト
と
に
よ
っ
て
大
半
が
占
め
ら
れ
て
い
た
が
、
・
I
M
で
は
ア
ク
チ

(

剖

〉

ユ
ラ
が
消
え
、
さ
ら
に
ア
ガ
エ
フ
も
創
刊
現
の
み
で
そ
れ
以
後
は
委
を
見
せ
ず
、

そ
れ
に
代
っ
て
、

オ
レ
ン
プ
ル
グ
の
h
u帆

M1nHW

て
お
知
た
と
い

- 8ー

フつ
〉た

ら定
の期
名刊
が行
登物
場を
し支
てえ
く(て
る251，、
。〉た

イ
ス
フ

ム
改
革
主
義
者

ル
ザ
エ
ッ
デ
ィ
ン
・
フ
ァ
フ
レ
ッ
デ
ィ
ン
や
ム

1
サ
・
ジ
ャ

l
ル
γ

ラ
(
ピ
ギ
エ

一方、

オ
ス
マ
ン
人
の
方
に
目
を
移
す
と
、
ギ
ョ
カ
ル
プ
は
別
格
と
し
て
も
、
そ
の
ほ
か
に
ア
カ
・
ギ
ュ
ン
デ
ュ
ズ
、
プ
ル
サ
の
メ
フ
メ
ヅ

フ
ア
ト
・
キ
ョ
プ
リ
ュ
リ
で
さ
ら
に
キ
ャ

1
ズ
ム
・
ナ

l
ミ

l
の
名
前
ま
で
が
第
一
巻
の
中
に
ず
ら
り
と
揃
い
、

州、
s・h同H

h

を
支
え
て
い
た
こ
れ
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
、
お
そ
ら
く
は
ギ
ョ
カ
ル
プ
に
請
わ
れ
て
、
こ
の
イ
ス
ラ
ム
の
雑
誌
の
創
刊
に
参
加

し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
叫
4m込
州
、
E
1
n
片
足
と
比
べ
る
と
、
オ
ス
マ
ン
人
の
側
に
も
、
や
は
り
そ
れ
な
り
の
饗
化
が
見
ら
れ
る
の
で

叫
4

帆
叫

「
』
V

ト
・
タ
l
ヒ
ル
、

あ
る
。
ま
ず
第
一
一
は
、

「宗
数
」
に
関
わ
る
人
々
の
参
加
で
あ
ろ
う
。
第
一
表
で

「
宗
数
関
係
者
」
と
し
て
慢
に
分
類
し
た
人
々
は
、
・
I
M
の

中
で
、
主
と
し
て
コ

l
ラ
ン
の
ト
ル
コ
語
語
、
な
い
し
ト
ル
コ
語
に
よ
る
解
樟
(
正
号
〉
を
措
嘗
し
た
人
々
で
あ
る
。
塵
倒
的
多
数
を
占
め
て

い
る
シ
ェ
レ
フ
ェ

γ
デ
ィ
ン
(
ヤ
ル
ト
カ
ヤ
)
は
、

一
八
七
九
年
に
、

イ
ス
タ
ン
プ
ル
で
そ
ス
ク
の
イ
マ

l
ム
粂
ハ
テ
ィ

l
プ
の
子
と
し
て
生

れ
た
人
物
で
、
停
統
的
な
宗
数
数
育
と
同
時
に
近
代
的
問
学
校
教
育
も
合
わ
せ
て
受
け
た
経
験
を
も
っ
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
皐
校
で
ア
ラ
ビ
ア



語
等
を
敬
え
た
の
ち
、
青
年
ト
ル
コ
時
代
に
は
イ
ス
タ
ン
プ
ル
の
ベ
ヤ
ズ
ト
宙
ミ
白
星
八
回

a
E
e
モ
ス
ク
の
教
師
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
の

(

部

)

さ
ら
に
一
九
四
二
年
に
は
宗
数
局
(
巴
百
日
二
辛
口
〉
の
責
任
者
と
な
る
。

一
八
五
八
年
に
エ
ル
ズ
ル
ム
で
生
れ
、
ア
フ
メ
ッ
ト
・
ミ
ド

ち
も
多
く
の
メ
ド
レ
セ
や
皐
校
で
数
鞭
を
と
り
、
神
間
学
部
数
授
、

ま
た
、
創
刊
競
か
ら
第
三
挽
ま
で
論
文
を
連
載
し
た
ム

l
サ
・
キ
ャ

l
ズ
ム
は
、

ハ
ト
と
共
に
ト
ル
コ
語
に
よ
る
コ

l
ラ
ン
の
注
揮
を
試
み
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
ウ
レ
マ
ー
で
あ
る
。

(

幻

)

ラ
ム
と
し
て
、
宗
数
界
の
頂
貼
に
立
っ
て
い
た
。

一
九
一

O
年
以
後
は
シ
ェ
イ
ヒ
ナ
ル
イ
ス

「
宗
数
関
係
者
」
以
外
の
オ
ス
マ
ン
人
の
中
で
最
も
寄
稿
敷
の
多
い
メ
ン
ス

l
リ
l
ザ

l
デ
・
サ
イ
ト
に
つ
い
て
は
、
イ
ス
ラ
ム
法
の
専
門

(

却

)

家
と
し
て
法
皐
部
教
授
の
職
に
あ
っ
た
こ
と
以
外
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
情
報
が
得
ら
れ
て
い
な
い
が
、
彼
に
次
い
で
寄
稿
の
多
い
ア
フ
メ
ヅ

ト
・
ベ
ス
ィ
ム
(
ア
タ
ラ
イ
)
と

M
・
シ
ェ
ム
セ
ッ
デ
ィ
ン
(
ギ
品
ナ
ル
タ
イ
)
と
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
が
の
ち
の
世
代
に
興
え
た
影
響
力
に

見
合
っ
た
だ
け
の
デ
l
夕
、
が
蔑
さ
れ
て
い
る
。

一
八
八
二
年
に
ウ
シ
ャ

ク
で
生
れ
た
ベ
ス
ィ
ム
(
ア
タ
ラ
イ
)
は
、
故
郷
で
初
等
教
育
を
受
け

- 9 ー

た
の
ち
メ
ド
レ
セ
に
入
り
、

イ
ス
タ
ン
プ
ル
で
さ
ら
に
そ
の
宗
数
教
育
に
磨
き
を
か
け
る
と
同
時
に
、
師
範
向
学
校

(UHu--豆
E
-
-
5
5〉
も
卒

業
し
た
。
青
年
ト
ル
コ
時
代
に
は
各
地
の
師
範
同
学
校
で
敬
鞭
を
と
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
解
放
戦
争
に
も
初
期
の
段
階
か
ら
加
わ
り
、
共
和

園
成
立
後
に
は
ア
ン
カ
ラ
大
暴
で
ベ
ル
シ
ア
語
を
数
え
、
ま
た
一
方
で
は
ト
ル
コ
言
語
皐
協
舎
の
重
要
な
成
員
と
し
て
、
ト
ル
コ
語
純
化
運
動

(

却

)

の
推
進
役
と
な
っ
た
。

M
・
シ
ェ
ム
セ
ッ
デ
ィ
ン
(
ギ
ュ
ナ
ル
タ
イ
)
は
一
八
八
三
年
に
エ
ル
ズ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
で
生
れ
、

準
部
で
皐
び
、
パ
リ
で
物
理
を
修
め
た
。
開
園
後
、
種
々
の
皐
校
で
数
鞭
を
と
り
、

メ
ド
レ
セ
を
経
て
師
範
皐
校
、
さ
ら
に
理

一
九
一
三
年
に
は
紳
翠
部
で
宗
教
史
、

一
五
年
に
は
文
摩

ア
タ
テ
ュ
ル
ク
の
信
任
も
厚
く
、
人
民
黛
濁
裁
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
一
九
五

O
年
に
は
、
同
業
最
後
の
内
閣
の

首
班
で
あ
っ
た
。
『
過
去
か
ら
未
来
へ
』
〈

h
h
a
R
s
b
N句
、
一
九
一

一一平
〉
、
『
迷
信
か
ら
員
貫
へ
』
(
河
建
ミ
ど

H
S
同
忌
忠
R
G
一九一

六
年
〉
、
『
闇

部
で
ト
ル
コ
史
を
講
じ
た
。
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そ
の
改
革
を
訴
え
、

か
ら
光
へ
』

(
N色
遣
ミ
芯
昌
之
官
、
白
一
九
一
七
年
)
な
ど
の
著
作
に
よ
っ
て
、
偽
り
の
信
心
に
毒
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
警
鐘
を
打
ち
鳴
ら
し
て

(

鈎

〉

ト
ル
コ
に
お
け
る
「
モ
ダ
ニ
ス
ト
」
の
代
表
的
人
物
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
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第二表

内容

コーラン2)

法翠 (Fikh/Sunnetve Hadis) 

紳摩 (Kela皿)

哲主要 (Felsefe)

道徳 (Ahlak)

祉倉祭 (ictimaiyat/islamictimaiyatl) 

歴史 (Tarih/Tercume-iHal) 

(Islam Havadisi) 
イスラ ム世界の情報.

(Islam Cemaatlerinin Y a~aYl~l) 

イスラムの救済 (IslammNecati) 

イスラムの究醒 (IslamIntibahl) 

摩 (DinEdebiyatl) 

(Irk Edebiyatl) 

イスラ ムの女性 (IslamKadlnI) 

経済 (Iktisad/MilliIktisad) 

設数 (Hutbe)

イスラム世界出版動向 (IslamMatbuatl) 

その他

文

1) 誌面に附された分類見出しをもとに，さらに類似のものをまとめて分類した。カッ

コ内のトノレコ語がその分類見出しである。

2) ほとんどが翻誇と解樗とであるが，それ以外に，コーラ ンに闘する論説も若干含ま

れている。

3) 第15放には宣戦布告関連の記事と して，フェトヴァや陸相の皇室明などが掲載されて

いる。これらを一件ずつ数えると七件となる。

5 12 7 6 7 

こ
う
し
て

I
M
の
中
心
人
物
を
概
観
し
て

み
る
と
、
彼
ら
に
共
通
す
る
性
格

l
ー
し
た

が
っ
て
、

お
そ
ら
く
は

I
Mを
も
特
徴
づ
け

る
性
格
ー
ー
が
浮
び
上
っ
て
く
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
一
様
に
、
惇
統

的
な
宗
教
数
育
を
受
け
る
と
同
時
に
、
近
代

的
な
同
学
校
教
育
も
受
け
て
い
た
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
ら
に
、
近
代
的
な

あ
る
い
は
科
皐
的
な
目
で
イ
ス
ラ
ム
を
見
る

- 10ー

可
能
性
を
、

つ
ま
り
、
イ
ス
ラ
ム
の
現
肢
を

客
観
親
し
う
る
、
あ
る
距
離
を
興
え
た
に
ち

が
い
な
い
。
そ
う
し
た
目
で
イ
ス
ラ
ム
の
現

肢
に
深
く
思
い
を
い
た
し
た
、
そ
の
彼
ら
の

思
索
の
結
買
が
・
I
M
へ
の
寄
稿
と
い
う
形

で
あ
ら
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
我
々
も
、
こ
こ
で
さ
し
あ
た

り、

I
M
の
「
近
代
主
義
的
」
性
格
を
議
測

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
第
一
表
か
ら
は
、
以
上
の
よ
う
な



寄
稿
者
の
傾
向
以
外
に
も
、
若
干
の
事
責
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
、
第
一
巻
の
充
貰
ぶ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
第
二
巻
以
降
の

低
調
ぶ
り
で
あ
る
。
寄
稿
者
の
敷
か
ら
い
っ
て
も
、
第
一
巻
と
二
巻
以
降
と
に
は
大
き
な
隔
り
が
あ
る
し
、

ま
た
、
各
競
の
頁
敷
も
、

九

四
年
七
月
一
一
一

O
日
(
つ
ま
り
第
一
次
大
戦
勃
設
の
二
日
後
)
に
刊
行
さ
れ
た
二
ニ
挽
ま
で
は
三
二
頁
だ
っ
た
の
が
、

オ
ス
マ
ン
帯
園
の
参
戦
(
一

O

月
二
九
日
)
後
の
十
一
月
五
日
に
三
ヵ
月
ぶ
り
に
出
さ
れ
た
第
一
四
競
で
は
一
六
頁
と
頁
敷
が
半
減
し
、

ほ
と
ん
ど
で
き
て
い
な
い
。
定
期
刊
行
物
の
、
創
刊
嘗
初
の
高
揚
と
、
そ
れ
以
後
の
尻
つ
ぼ
み
現
象

以
後
、

末
期
に
八
頁
に
な
る
ま
で
、

創
刊
時
の
厚
み
を
と
り
も
ど
す
こ
と
は
、

と
は
、

お
そ
ら
く
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、

か
な
り
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

I
M
の
場
合
、
特
に
そ
れ
が
著
し
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
執
筆
者
の
多
様
性
だ
け
で
な
く
、
記
事
内
容
の
多
様
性
の
貼
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

表
)
を
見
る
と
、
内
容
の
豊
富
さ
か
ら
い
っ
て
も
、
や
は
り
創
刊
嘗
初
が
格
段
の
厚
み
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
イ
ス

掲
載
記
事
分
類
表
(
第
二

ラ
ム
の
「
救
済
」
(
口
O
E
C
や
「
費
醒
」

(
E
-
Zど
が
初
期
の
競
だ
け
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、

測
す
る
の
が
行
き
過
ぎ
だ
と
し
て
も
)
少
な
く
と
も
、
創
刊
嘗
-
初
に
イ
ス
ラ
ム
改
革
へ
の
強
い
意
欲
が
み
な
ぎ
っ
て
い
た
こ
と
の
詮
し
で
あ
る
と

〈
し
だ
い
に
希
望
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
と
推

-11ー

は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

内

容

の

検

討

付

現

朕

批

jU 

-
I
M
の
内
容
を
検
討
す
る
際
に
、

ま
ず
お
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
・
I
M
が
イ
ス
ラ
ム
の
現
肢
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た

の
か
、
と
い
う
貼
で
あ
ろ
う
。

創
刊
践
に

を
寄
せ
た
シ
ェ
ム
セ
y
デ
ィ
ン

(
ギ
ュ
ナ
ル
タ
イ
〉

「
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
費
醒
の
徴
候
」

は
、
ま
ず
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
全
世
が
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
て
貧
困
と
隷
属
と
の
朕
態
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
事
買
を
指

(

泊

)

摘
L
、
さ
ら
に
績
篇
に
お
い
て
、
そ
の
現
買
を
よ
り
深
く
認
識
し
て
い
た
先
達
、

435 

ア
フ
ガ

l
=
ー
に
つ
い
て
語
る
。
イ
ス
ラ
ム
世
界
を
贋
く
遁
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(

辺

〉

歴
し
た
ア
フ
ガ
l
ニ
l
の
自
に
し
た
も
の
は
、
閉
鎖
さ
れ
、
あ
る
い
は
ク
モ
の
巣
だ
ら
け
に
な
っ
た
サ
マ
ル
カ
ン
ド
や
プ
ハ
ラ
の
マ
ド
ラ
サ
で

あ
り
、
全
園
土
を
悪
夢
の
よ
う
な
無
知
に
と
ざ
さ
れ
た
イ
ラ
ン
で
あ
り
、
そ
し
て
十
字
架
の
捕
虜
に
な
っ
た
ア
フ
リ
カ
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

全
盤
的
な
衰
退
の
原
因
を
、

ム
ス
リ
ム
が
宗
教
に
名
を
借
り
た
迷
信
の
虜
に
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
ー

l
l

(

お

〉

シ
ェ
ム
セ
ッ
デ
ィ
ン
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

ア
フ
ガ

l

一I
は、

中
に
は
、
こ
の
言
葉
が
し
ば
し
ば
登
場
し
て
く
る
。

一
世
、
迷
信
包
ロ

S
F
E
s
r
c
と
い
う
言
葉
は
、
・
I
M
を
貫
く
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
で
、
イ
ス
ラ
ム
の
現
朕
を
告
護
す
る
論
説
の

「
全
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
注
目
の
的
で
あ
る

E
大
な
ト
ル
コ
(
吋
位
円
E
3
)
の
首
都
、
偉
大
な

イ
ス
タ
ン
プ
ル
で
最
大
に
し
て
最
も
神
聖
な
」

の
迷
信
と
、
無
意
味
な
た
わ
ご
と
(
白
色
ミ

E
C
か
ら
成
っ
て
い
て
、

ア
ヤ
・
ソ
フ
ィ
ア
寺
院
で
行
わ
れ
て
い
る
読
数

?
5・
E
H
F
O
)

が、

恥
ず
か
し
く
な
る
ほ
ど

な
作
り
話
の
集
ま
り
で
あ
る
と
い
う
、

し
か
も
そ
れ
ら
は
、

(

鈍

)

シ
ー
ル
・
イ
ド
リ
l
ス
の
思
い
切

っ
た
批
剣
は
、
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。

〈

お

〉

の
翻
黙
か
ら
聖
者
崇
奔
を
批
判
す
る
ル
ザ
エ
ヅ
デ
ィ
ン
・
フ
ァ
フ
レ
ッ
デ
ィ
ン
の
論
読
も
、

何
世
紀
も
く
り
返
さ
れ
古
く
さ
く
な
っ
た
、
有
害

ま
た
、
神
の
唯
一
性
(
タ
ウ

- 12ー

ヒ
l
ド
)

こ
う
し
た
批
判
の
同
一
線
上
に
並
ぶ
も

の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
イ
ス
ラ
ム
(
世
界
〉
の
衰
退
な
り
頚
慶
な
り
が
な
ぜ
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、

ア
フ
メ
γ
ト・

ア
ガ
エ
フ
の

I
M
へ
の
唯
一
の
寄
稿
「
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
見
ら
れ
る
衰
退
の
諸
原
因
」
が
要
領
よ
く
答
え
て
い
る
。
ア
ガ
エ
フ
は
、

イ
ス
ラ
ム

世
界
衰
退
の
責
を
三
つ
の
階
層
に
負
わ
せ
て
い
る
。

(

お

)

あ
る
。
元
来
イ
ス
ラ
ム
の
設
展
を
撞
っ
て
き
た
は
ず
の
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
皆
、
己
の
義
務
を
怠
っ
た
の
で
あ
る
。
支
配
者
は
、
公
の
仕
事

(
自
自

ω
-
F
E
B
B
O
)
を
、
イ
ス
ラ
ム
の
原
理

(
o
g
g
C
に
即
磨
き
せ
ず
、
怒
意
的
な
統
治
を
始
め
た
。
そ
れ
を
監
視
す
べ
き
ウ
レ
マ
ー
は
そ
の

(

幻

)

統
治
に
法
的
正
嘗
性
を
輿
え
、
官
僚
は
煩
詩
を
作
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
己
の
保
身
を
園
っ
た
。
こ
う
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
本
来
の
諸
原
理
が
忘
れ
去

そ
れ
は
、
俗
界
の
支
配
者

(
E
B
2巴、

ウ
レ
マ
l
、

官
僚

(
O
H
E
r
r
-
O
B
)
の
三
者
で

ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
|
|
こ
れ
は
要
す
る
に
専
制
批
判
で
あ
る
。

賓
際
、

創
刊
蹴
か
ら
三
回
に
わ
た
っ
て
(
コ
1

ラ
ン
翻
誇
の
次
に

|
|
つ
ま
り
質
質
的
に
は
巻
頭
に
|
|
)
連
載
さ
れ
た
、
前
シ
ェ
イ
ヒ
品
ル
イ
ス
ラ
ム
、

ム
i
サ
・
キ
ャ
l
ズ
ム
の
論
設
で
も
、

ま
ず
イ
ス
ラ
ム
世



(

叩

ぬ

)

界
衰
退
の
原
因
と
し
て
専
制
政
治
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
し
、
・
I
M
全
慢
を
通
し
て
も
、
「
専
制
」

(
u
t
r
E
5
は
、
先
に
あ
げ
た
「
迷
信
」
と
並

イ
ス
ラ
ム
の
現
朕
批
判
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、

ハ
m臼
)

あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

ん
で
、

つ
ま
り
イ
ス
ラ
ム
世
界
衰
退
の
原
因
と
し
て
、
も
っ
と
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
言
葉
で

一
方
、
権
力
1

l
あ
る
い
は
正
統
涯
ー
ー
か
ら
疎
外
さ
れ
、
そ
れ
と
戦
い
、
抵
抗
し
た
側
に
も
責
任
の

一
斑
が
負
わ
さ
れ
る
。
黛
波
、
宗
汲

と
い
う
形
を
と
っ
て
出
現
し
た
そ
れ
ら
一
群
の
人
々
も
ま
た
、

イ
ス
ラ
ム
を
、
己
の
盗
意
に
よ
っ
て
ね
じ
曲
げ
た
と
い
う
黙
に
お
い
て
は
、
官
帯

制
と
同
様
、
イ
ス
ラ
ム
を
そ
の
本
来
の
姿
か
ら
逸
脱
さ
せ
、
額
底
さ
せ
た
、
ひ
と
つ
の
要
因
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
黛
涯

は
、
自
分
の
政
治
的
目
的
を
普
及
し
、
援
助
者
や
迫
障
者
を
ふ
や
す
た
め
に
、
イ
ス
ラ
ム
に
は
本
来
存
在
し
な
い
ピ
ド
ア
を
作
り
出
し
、
さ
ら

(

必

〉

に
幾
千
も
の
偽
の
ハ
デ
ィ

l
ス
を
作
り
出
す
こ
と
さ
え
、
あ
え
て
や
っ
て
の
け
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
イ
ス
ラ
ム
以
外
の
諸
宗
数
か
ら
も

一
連
の
迷
信
が
と
り
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
ら
が
、
無
知
と
、
先
例
の
無
批
判
な
踏
襲
(
タ
ク
リ
I
ド
〉
と
い
う
悪
徳
と
合
艦
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
の
中

〈

必

〉

に
根
づ
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

- 13ー

こ
の
よ
う
に
、
専
制
や
迷
信
に
よ
っ
て
堕
落
さ
せ
ら
れ
た
イ
ス
ラ
ム
の
現
肢
は
、
「
本
来
の
姿
が
異
質
の
要
素
に
よ
っ
て
被
い
か
く
さ
れ
た

朕
態
」
と
し
て
-
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
イ
ス
ラ
ム
は
本
来
卒
明
で
活
力
に
満
ち
、
進
歩
の
鼓
吹
者
で
も
あ
る
の
だ
、
と
い
う
確

信
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
な
、
イ
ス
ラ
ム
の
現
肢
の
批
判
者
す
べ
て
が
、
同
じ
論
説
の
中
で
、
そ
う
し
た
イ
ス
ラ
ム
本

〈

m悩
)

来
の
姿
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
が
、
そ
の
誼
左
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、

そ
の
中
で
目
に
つ
く
の
は
、

イ
ス
ラ
ム
は
本
来
準
歩
(
百
件
E
〉

の
た
め
の
障
害
で
は
な
い
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

「
専
制
」
、
「
迷
信
」
と
並
ん
で
、
こ
の
「
準
歩
」
も
、
・
I
M
を
特
色
づ
け
る
言
葉
の
ひ
と

つ
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

も
と
も
と
進
歩
の
鼓
吹
者
で
あ
り
な
が
ら
、
専
制
や
迷
信
に
よ
っ
て
堕
落
さ
せ
ら
れ
た
イ
ス
ラ
ム
を
救
う
に
は
、

し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た

(

円

相

)

異
質
の
要
素
に
よ
っ
て
か
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
イ
ス
ラ
ム
本
来
の
委
を
と
り
も
ど
す
こ
と
が
、
必
然
的
に
要
請
さ
れ
て
く
る

0

・I
M
が
、
第
六

挽
か
ら
(
断
績
的
に
で
は
あ
る
が
)
十
六
回
に
わ
た
っ
て
イ
プ
ン
・
タ
イ
ミ

l
ヤ
の
評
俸
を
連
載
し
た
こ
と
に
は
、

437 

明
ら
か
に
、
こ
う
し
た
サ
ラ
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“Islam Havadisi"欄にとりあげられた地域一覧表

黒占数1地 j~ 里占1滋 地 域 要占数 地 域

ンオ イスタンプノレ 7 中 |チュグチャク 1 不 明 1 
ス (塔城〉

全 般領マ (小計〉 7 
1 

図
ハノレピン 1 

タシケント 5 全 般 1 
〈小計〉 11 

-・ ・・・ e
E圃唱・ー...晶晶 a・‘・・・ ・・・一一

ベテノレスブノレグ 3 領
(小計〉 3 

エシe フ。 ト 4 

フ ノ、 フ 2 ・-------_...---・・・ a

(カ イ ロ〉
ア

カ ー ブ ル 5 ア ト リ ポ リ 4 
カ ザ ン 2 フ

ウ フ ア 2 
すf アフガン南部 1 フ マラケシュ 3 

ロ
全カ ザ フ 2 ス

般 l 
フ

ネ ジ トー 1 

1ン
ノミ ク ー タ

(小計) 7 
:./ ;J:. 、y タ 1 

J 、 地
ア トロイ ツ タ 1 

'ー ・ ・・ a・・・圃晶・p・ー・・・.........‘亭圃晶圃 マスカット 1 

シンフェロポリ 1 
タ プ リ ー ズ 6 域 ソマ リ 1

領 テ ヘ ラ ン 5 
チスト ー ポリ 1 イ

ノミノレーチスタン 2 
(小計) 15 

ト -・・・・ーーーーー・・・・ーー ー・晶晶圃晶晶 一一
セミパラティンスク 1

イ ス パ ハ ン l イギリス 3 
ノレ シ γ ピリスク 1 

パフチェサライ 1 
フ ケルマンシャ ー 1 そ サライェヴォ 2 

1 キ
ポシュトクーフ l コ ン ゴ 1

コ ー カンド 1 
ス

エカテリンプルグ l 
モハンメラ 1 の ジャワ 1

ン 全 般 8 オーストラリア l 
タ ハリコフ 1 

デノレベン ト 1 (小計) 25 他
日 本 1

ン
テ ィ フリス 1 

・_.....・・ 4・・ー
(小計) 9 

カノレカッタ 3 
エリザベトポリ 1 イ ア_' リ 一 3 
オレンプノレグ 1i 

ア グ フ 1 
全 般 6 

、J

ボンベイ 1 

(小計〉 36 ド ベシャ ーワノレ(?) 1 

第三表

たフ
こ ィ
と l
を ヤ
示的
し 1生
て格
い(を
る44i 
O¥.../M 
まヵ:
たも

'っ
そ て
うし、

し
た
イ
ス
ラ
ム
本
来
の
姿
を
と
り
も
ど

す
仕
事
が
宗
教
階
層
に
託
さ
れ
、
そ
う

し
た
人
々
を
メ
ク
テ
ッ
プ
あ
る
い
は
大

風
平
紳
開
学
部
で
養
成
す
べ
き
だ
と
す
る
論

て読
おが
きあ
たる
し、 こ

とと
思(に
う45も

で
注
目
し

と
こ
ろ
で
、
本
来
の
員
買
を
再
獲
得

- 14ー

す
べ
く
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
主
張
と
と
も
に

イ
ス
ラ
ム
世
界

各
地
で

ム
ス
リ
ム
が
同
様
の
努
力
を

し
て
い
る
こ
と
を
請
者
に
知
ら
せ
る
こ

と
に
も
、
・
I
M
は
大
き
な
重
要
性
を
興

え
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
第
三
表
は

創
刊
挽
か
ら

一
三
観
ま
で
の

「
イ
ス
ラ

ム
世
界
の
情
報
」

(
呂
伊
自
国
主
主
E
)

欄
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
に
つ
い
て

そ

れ
ら
が
ど
の
地
域
の
情
報
か
を

一
覧
表



に
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
欄
は
一
五
競
以
降
、

「
ジ
ハ

l
ド
の
情
報
」

crFEE-wrnFF邑
E
Zユ2
C
に
内
容
を
饗
え
、
そ
し
て
お
そ
ら
く

は
戦
況
悪
化
の
た
め
、
第
三
二
挽
(
一
九
一
五
年
七
月
二
九
日
刊
〉
を
も
っ
て
、
そ
の
情
報
も
打
ち
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
ト
ル
コ
人
地
域
」

が
群
を
ぬ
い
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、

I
Mが
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
雑
誌
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
以
外
に
も
、
贋
い
意
味
で
の
イ

ス
ラ
ム
改
革
|
|
特
に
数
育
の
改
革
や
普
及
な
ど
ー
ー
に
お
い
て
、

ロ
シ
ア
領
の
ト
ル
コ
人
地
域
が
、

オ
ス
マ
ン
一
帝
園
の
モ
デ
ル
と
な
る
べ
き

先
進
性
を
示
し
て
い
た
た
め
と
も
思
わ
れ
る
。
賓
際
、
こ
れ
ら
の
記
事
の
中
で
も
、
特
に
ロ
シ
ア
領
内
に
つ
い
て
の
も
の
で
は
、
教
育
の
分
野

に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
・
ト
ル
コ
人
の
努
力
に
関
す
る
も
の
が
相
嘗
敷
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、

エ
ジ
プ
ト
や
ク
リ
ミ
ア
な
ど
に
お
い
て
、

-ワ-フ

マ
ド
ラ
サ
改
革
の
た
め
の
努
力
を
す
る
姿
を
俸
え
る
記
事
の
中
に
、
オ
ス
マ
ン
人
ウ
レ
マ
ー
や

(
日
明
)

紳
畢
生
の
保
守
性
、
反
動
性
を
部
撤
す
る
文
が
は
さ
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
ま
た
、
モ
ロ

γ

コ
の
原
住
民
が
ス
ペ
イ
ン
人
勝
校

(

円

引

)

を
捕
え
た
こ
と
を
賞
揚
し
た
り
、
ジ
ャ
ワ
で
宣
教
師
を
殺
害
し
た
ム
ス
リ
ム
が
逃
亡
に
「
成
功
し
た
」
こ
と
を
報
道
し
て
い
る
こ
と
も
、
ブ
ラ

(
川
崎
〉

ッ
ク
・
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ム
化
が
着
々
と
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
報
ず
る
記
事
と
合
わ
せ
て
、
・
I
M
が
、
帯
園
主
義
列
強
の
侵
略
に

マ
ー
た
ち
が
、
ピ
ド
ア
の
排
除
に
努
め
た
り
、

- 15ー

射
し
て
抵
抗
す
る
ム
ス
リ
ム
の
連
帯
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

∞ 
コ

l
ラ
ン
翻
詳

イ
ス
ラ
ム
の
現
肢
を
強
く
批
判
し
、
見
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
本
来
の
員
賞
を
再
獲
得
す
べ
く
訴
え

か
け
、
ま
た
、
現
肢
の
襲
革
を
め
ざ
す
各
地
の
ム
ス
リ
ム
に
つ
い
て
の
情
報
も
提
供
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
も
し
も
人
々
が
コ

l
ラ
ン
の
内

以
上
瞥
見
し
て
き
た
よ
う
に
、
・
I
M
は、

容
を
理
解
で
き
ず
、
ま
た
、
瞳
拝
の
際
の
読
数
を
理
解
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
呪
文
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て

(
川
叩
〉

そ
こ
に
こ
そ
、
宗
敬
の
委
を
借
り
た
迷
信
が
入
り
込
む
隙
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
|
|
彼
ら
は
こ
う
考
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

こ
う
し
て
・I
M
は
、
創
刊
披
か
ら
最
終
挽
ま
で
|
|
第
四
八
競
を
唯
一
の
例
外
と
し
て
|
|
毎
競
、
そ
の
巻
頭
に
コ

l
ラ
ン
の
ア
ラ
ビ
ア
語

439 

原
文
と
そ
の
ト
ル
コ
語
語
、

そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
解
説
公
丸
田
町

Z
い

S
F〉
を
掲
載
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
創
刊
競
で
は



440 

第
一
章
、
績
い
て
第
二
挽
及
び
第
三
競
で
第
四
九
章
、
さ
ら
に
第
四
競
で
は
第
二
章
の
敷
節
、
次
に
第
五
競
で
第
八
二
一
章
の
う
ち
の
敷
簡
と
績

き
、
章
を
追
っ
て
順
次
誇
さ
れ
始
め
る
の
は
、

第

一
四
競
で
第
二
章
に
も
ど
っ
て
き
て
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

第
三
九
競
で
第
二
章
を
移

ぇ
、
以
後
第
三
章
、
第
四
章
と
績
け
ら
れ
て
、
最
終
的
に
は
第
五
章
に
ま
で
進
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
な
る
が
、

し
か
し
、
第
一
三
挽
か
ら
は
ア
ラ

ピ
ア
語
原
文
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
コ

I
ラ
ン
の
翻
課
、
あ
る
い
は
解
揮
は
、

エ
ジ
プ
ト
や
ロ
シ
ア
で
行
わ
れ
て
き
た
イ
ス
ラ
ム
改
革
運
動
と
軌
を
一
に
す
る
も
の

で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
特
に
、
・
I
M
に
ロ
シ
ア
出
身
者
が
多
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
の
一
斑
と
し
て
、

〈

印

)

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
の
ち
に
ズ
ィ
ヤ
・
ギ
ョ
カ
ル
プ
が
強
く
主
張
し
、
共
和
園
成
立
後
に
追
求
さ
れ
た
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
試
み
が
、
迷
信
の
域
に
監
し
、

ロ
シ
ア
か
ら
の
影
響
を
強
調
す
る

コ
1
ラ
ン
の
ト
ル
コ
一
諾

語
の
先
駆
的
仕
事
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
れ
を
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

人
々
を
眠
り
込
ま
せ
て
い
る
イ
ス
ラ
ム
の
、
本
来
の
活
力
を
呼
び
さ
ま
す
た
め
の
努
力
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が

(

日

)

:、
o

v
u
v
Jト

h
B
V

- 16ー

同

イ
ス
ラ
ム
法
皐

さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
一
般
的
な
性
格
に
緩
い
て
、
次
に
、
・
I
M
を
特
徴
づ
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
若
干
の
個
別
的
テ
l
マ
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
雑
誌
が
と
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
た
テ
I
マ
の
中
で
、
最
も
重
要
な
も
の
の
ひ
と
つ
は
、

お
そ
ら

く
イ
ス
ラ
ム
法
息
4
2
r
r
)
の
問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

-
I
M
で
は
、
先
例
の
無
批
判
な
踏
襲

つ
ま
り
タ
ク
リ
l
ド
が
非
常
に
頻
繁
に
批
剣
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
批
判
は
、
例
え
ば
、

ジ
ェ
ヴ
デ

ト
・
パ
シ
ャ
を
中
心
に
編
纂
さ
れ
た
民
法
典

(
ζ
2
生
命
)
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
二
重
の
意
味
で
タ
ク
リ
l
ド
の
悪
徳
に
染
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
民
法
典
が
編
纂
さ
れ
て
か
ら
四
十
五
年
以
上
の
歳
月
が
経
ち
、
外
園
人
と
の
そ
れ
も
含
め
て
人
々
の
祉
曾
開

(

臼

〉

係
が
極
め
て
多
様
化
し
、
横
大
し
て
き
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は

一
切
修
正
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
民
法
典
の
編
纂
の
し
方
そ



れ
自
瞳
に
も
大
き
な
問
題
が
漕
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
ハ
ナ
フ
ィ
I
波
法
拳
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
を
極
度
に
恐
れ
、
そ
の
狭
い
枠
の
中

で
編
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
(
民
法
典
の
編
纂
者
〉
は
、
シ
ャ
リ
1
ア
が
た
だ
ハ
ナ
フ
ィ
l
涯
か
ら
の
み
成
っ
て
い
る
と
考
え
た
が
、
ハ
ナ
フ

(

臼

〉

シ
ャ
ー
プ
ィ
イ
I
波
や
マ

l
リ
グ
涯
は
シ
ャ
リ
I
ア
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
|
|
こ
う
し
た
批

ィ
1
涯
が
シ
ャ
リ
1
ア
で
あ
る
と
し
た
ら
、

判
の
中
に
、
我
々
は
以
下
の
二
つ
の
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
は
、
吐
曾
関
係
の
多
様
化
に
即
し
て
「
イ
ジ
ュ
テ

ィ
ハ
l
ド
の
門
」
を
再
開
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
園
。
そ
し
て
第
二
は
、
諸
法
皐
涯
聞
の
壁
を
と
り
排
い
、
特
定
の
翠
涯
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
剣

断
を
下
そ
う
と
す
る
意
固
で
あ
る
。
ド
グ
マ
に
忠
貫
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
硬
直
化
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
現
買
に
柔
軟
に
封
醸
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
に
活
力
を
興
え
よ
う
と
す
る
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
近
代
主
義
的
傾
向
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

I
Mが
展
開
し
た
重
要
な
主
張
で
あ
っ
た
。

(

出

)

は
、
ズ
ィ
ヤ
・
ギ
ョ
カ
ル
プ
が
こ
う
し
た
見
解
を
護
表
し
て
い
た
こ
と
を
既
に
知
っ
て
い
る
が
、
貫
は
、
ギ
ョ
カ
ル
プ
が
こ
の
主
張
を
展
開
し

ま
た
、

こ
れ
と
は
別
に
、

法
源
と
し
て
慣
習
(
ロ
ユ
〉
を
重
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
、

た
の
が
、
こ
の
・
I
M
誌
上
に
お
い
て
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
第
三
競
に
「
社
舎
的
法
源
」
と
題
す
る
論
説
を
掲
載
し
た
ギ
ョ
カ
ル
プ
は
、
そ
こ

つ
ま
り
明
文
(
ナ
ッ
ス
〉
の
表
面
的
な
一
意
一
味
の
み
に
固
執
し
た
ザ
l
ヒ
ル
涯
が
、
結
局
多
く
の
支
持
者
を
得
ら

(

白

山

)

れ
ず
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
謹
者
の
注
意
を
喚
起
す
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
硬
直
し
た
理
論
が
生
活

(
E宮
内
〉
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
た

(

出

)

こ
と
を
意
味
す
る
。
ギ
ョ
カ
ル
プ
に
と
っ
て
、
生
活
1

1

つ
ま
り
吐
曾
ー
ー
を
構
成
し
て
い
る
人
々
の
意
識
や
習
慣
、
思
想
等
々
は
、
人
の
意

(

貯

)

志
を
超
え
た
自
然
の
法
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
法
則
を
操
っ
て
い
る
の
が
紳
そ
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
ザ

で、

コ
I
ラ
ン
と
ハ
デ
ィ

I
ス、

コ
l
ラ
ン
や
ハ
デ
ィ

I
ス
か
ら
法
判
断
を
引

ー
ヒ
ル
涯
の
消
滅
は
必
然
で
あ
っ
た
。
祉
舎
の
進
化
が
紳
の
一
意
志
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
な
ら
ば
、

き
出
す
た
め
に
法
源
皐
が
存
在
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
慣
習
に
閲
し
て
も
、
吐
舎
と
そ
の
準
化
と
に
従
っ
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
饗
化
す
る

の
か
、
そ
し
て
そ
の
襲
化
が
、
法
源
と
し
て
の
慣
習
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
典
え
る
か
に
つ
い
て
研
究
す
る
拳
聞
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
と

(

回

〉

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

441 

ギ
ョ
カ
ル
プ
が
フ
ラ
ン
ス
社
曾
皐
の
影
響
を
強
く
受
け
た
祉
曾
撃
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
我
々
は
、
そ
の
皐
問
こ
そ
が
社
禽
皐
な
の

我
々

- 17ー
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だ
ろ
う
と
考
え
た
く
な
る
が
、

し
か
し
彼
は
こ
れ
を
慎
重
に
否
定
す
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
の
吐
曾
皐
は
、
貫
誼
的
な
皐
問
と
し
て
、
ま
だ
最

ま
だ
、
こ
れ
の
み
に
依
っ
て
祉
禽
的
法
源

C
2
5巳

C
E
-
-
-
F
5
を
導
き
出
す
の
は
不
可
能
だ
と
い

(
印
〉

う
の
で
あ
る
。
祉
舎
皐
者
と
法
撃
者

(
P
E
r
)
と
が
相
互
に
助
け
合
っ
て
確
立
す
べ
き
な
の
が
社
曾
的
法
源
開
学
な
の
で
あ
る
。
日
々
、
そ
の
影

(

印

)

響
力
を
弱
め
て
い
る
シ
ャ
リ
l
ア
が
「
最
後
の
審
判
ま
で
」
生
き
残
る
た
め
に
こ
そ
、
そ
う
し
た
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

近
に
な
っ
て
確
立
さ
れ
始
め
た
も
の
で
、

そ
の
後
、

ギ
ョ
カ
ル
プ
の
こ
の
論
説
を
め
ぐ
る
多
く
の
議
論
が
・
I
M
誌
上
に
掲
載
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
大
旨
、

ギ
ョ
カ
ル
プ
の
論
旨
を
な

ぞ
っ
て
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
・
I
M
の
編
輯
責
任
者
ハ
リ
ム
・
サ

l
ピ
ト
は
、

フ
ィ
ク
フ
が
生
気
を
失
い
、

シ
ャ
リ
l

ア
の
影
響
力
が
日
々
減
退
し
て
い
る
こ
と
を
「
有
害
な
」
こ
と
と
し
て
論
じ
、

そ
れ
を
く
い
と
め
、

シ
ャ
リ
l
ア
を

「
再
活
性
化
」

〈

伴
内

wrコ凶円

2
己
自
任
円
回
目

g
gじ
す
る
た
め
に
、
そ
れ
と
「
生
活
」
と
の
接
貼
を
見
出
す
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
社
曾
的
法
源
皐
を
確

(
日
)

立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。
ギ

ョ
カ
ル
プ
も
サ

l
ピ
ト
も
、
と
も
に
シ
ャ
リ
l
ア
の
力
が
失
わ
れ
て
い
る
現
肢
を
害
悪
と
し
て

、
と
作
り
》
え
、

シ
ャ
リ
l
ア
|
|
そ
し
て
延
い
て
は
イ
ス
ラ
ム
自
瞳
1
1

に
再
び
活
力
を
興
え
る
た
め
に
苦
心
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
注
目
し
な
け

- 18 

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。帥

女

性

の

解

放

I
M
は
創
刊
嘗
初
、
特
別
に
「
イ
ス
ラ
ム
の
女
性
」
Q
M
E日
目
p
p
E〉
と
い
う
欄
を
設
け
、

ほ
と
ん
ど
毎
競
女
性
の
問
題
、

よ
り
具
健
的
に

は
そ
の
解
放
、
あ
る
い
は
男
性
と
の
卒
等
に
つ
い
て
論
陣
を
は
っ
て
い
た
。
彼
ら
に
そ
う
し
た
論
陣
を
は
ら
せ
た
直
接
的
な
動
機
は
、
近
代
と

い
う
、
時
代
の
大
き
な
嶋
田
が
彼
ら
に
輿
え
た
衝
撃
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

女
性
の
問
題
に
つ
い
て
の

一
連
の
論
説
の
口
火
を
切
っ
た
(
第

二
抗
掲
載
の
)
論
説
で
は
次
の
よ
う
に
読
か
れ
て
い
る
。
新
し
い
知
識
が
次
々
と
生
み
出
さ
れ
、
寅
業
の
世
界
で
も
、
官
僚
の
世
界
で
も
、

さ
ら

に
外
園
人
に
封
抗
す
る
た
め
に
も
そ
の
よ
う
な
知
識
が
必
要
で
、
諸
外
園
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
そ
う
し
た
知
識
を
身
に
つ
け
る
べ
く
努
力

し
て
い
る
。
オ
ス
マ
ン
帝
一
園
で
も
そ
う
し
た
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
諸
外
園
と
の
大
き
な
差
は
、
外
園
で
は
女
性
も
そ
う
し
た
努
力
に
加



わ
っ
て
い
る
の
に
、
我
々
の
と
こ
ろ
で
は
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
彼
ら
が
二
人
で
働
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
我
々
は
一
人
し
か
働

い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
う
ち
績
く
戦
争
に
よ
っ
て
多
く
の
女
性
が
一
家
の
大
黒
柱
を
失
い
、

一
人
で
生
き
て
ゆ
か
ね
ば
な

ら
な
い
朕
況
に
あ
る
こ
と
に
も
注
意
一
が
喚
起
さ
れ
る
。
彼
女
た
ち
の
生
活
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
も
、
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の
枠
の
中
で
な
し

(
m出
)

う
る
仕
事
を
、
女
性
が
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
こ
の
よ
う
に
設
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
説
が
女
性
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
(
と
い
う
仕
組
に
な
っ
て
い
る
)
こ
と
も
大
捷
興
味
深
い
が
、
最
後
の
部
分
で

「
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の
枠
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
て
い
る

こ
と
に
も
注
意
を
梯
う
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ム
ス
リ
ム
の
女
性
を
西
洋
人
の
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ヴ
ェ
ー
ル
を

引
き
裂
い
て
頭
に
帽
子
を
の
せ
た
り
、
ダ
ン
ス
に
加
わ
っ
た
り
、
非
常
識
な
服
装
を
し
た
り
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と

(

臼

)

は
っ
き
り
と
読
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
女
も
の
の
服
の
仕
立
て
と
か
女
性
用
装
身
具
の
一
商
一
い
が
女
性
に
よ

は
全
く
問
題
に
も
な
ら
な
い
と
、

つ
て
な
さ
れ
れ
ば
ど
ん
な
に
よ
い
こ
と
か
。
ま
た
、
女
性
の
醤
者
、
産
科
醤
、
看
護
婦
も
必
要
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
女
子
醤
大
を
開
設

(
山
山
〉

す
べ
き
で
あ
る
。
女
性
専
用
の
市
場
を
作
る
必
要
も
あ
る
。
||
こ
う
設
か
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
女
性
の
問
題
に
口
火
が
切
ら
れ
、
そ
の
後
は
、
女
性
が
一
商
業
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
が
シ
ャ
リ
l
ア
に
照
ら
し
て
合
法
的
で
あ
る

(

白

〉

こ
と
が
説
明
さ
れ
た
り
、
ま
た
イ
ス
ラ
ム
が
本
来
、
女
性
あ
る
い
は
母
性
を
極
め
て
傘
重
す
る
宗
教
で
あ
る
こ
と
が
、
イ
ス
ラ
ム
出
現
以
前
の

(

侃

〉

世
界
の
各
民
族
に
お
け
る
女
性
の
地
位
の
低
さ
と
の
針
比
で
述
べ
ら
れ
た
り
し
て
ゆ
く
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
女
性
を
解
放
す
る
と
か
、

- 19ー

男
女
卒
等
を
説
く
と
か
い
う
こ
と
が
、
西
欧
化
と
い
う
文
脈
で
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
イ
ス
ラ
ム
が
本

来
も
っ
て
い
な
が
ら
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
、
今
こ
そ
取
り
も
ど
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
|
|
こ
う
い
う
形
で
読
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。

こ
れ
は
、
先
に
見
た
、

こ
の
雑
誌
の
サ
ラ
フ
ィ

l
ヤ
的
傾
向
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
り

一
見
「
近
代
主
義
的
」

と
思
わ
れ
る
主
張

iJ~ 

「
復
古
」
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
、
我
々
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

443 
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四

結
語
|
|
イ
ス
ラ
ム
化
と
近
代
化

i
l

小
稿
で
は
、
青
年
ト
ル
コ
時
代
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
を
検
討
す
る
手
掛
り
を
得
る
た
め
に
、
嘗
時
権
力
の
中
植
に
深
く
関
わ
っ
た

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
刊
行
し
た
イ
ス
ラ
ム
の
雑
誌

I
M
に
つ
い
て
、
若
干
の
基
礎
的
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
改
革
主
義
思
想
の
全
鐙
像
を
把
握

す
る
た
め
に
は
、
そ
の
分
析
は
あ
ま
り
に
も
浅
く
、

か
つ
狭
か
っ
た
が
、

し
か
し
、
小
稿
で
・
I
M
を
と
り
あ
げ
た
理
由
が
、
こ
の
時
代
に
急
激

な
世
俗
化
改
革
を
貫
施
さ
せ
た
と
言
わ
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
イ
ス
ラ
ム
翻
ー
ー
さ
ら
に
改
革
の
員
意
ー
ー
を
探
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ

れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
こ
こ
で
最
後
に
、
・
I
M
誌
上
で
展
開
さ
れ
た
彼
ら
の
改
革
思
想
と
、
貫
際
に
途
行
さ
れ
た
改
革
と
の
関
係
に
つ
い
て
考

え
て
み
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(

幻

)

こ
の
時
代
に
は
、
ズ
ィ
ヤ
・
ギ
ョ
カ

ル
プ
の
提
案
な
ど
に
よ
っ
て
、
多
く
の
改
革
、
が
行
わ
れ
た
。
ま
ず
、

一
九
一
三
年
に
は

ウ
レ
マ
!
と

- 20ー

宗
数
裁
判
所
と
が
園
家
の
巌
し
い
監
督
下
に
入
り
、
彼
ら
が
世
俗
的
な
控
訴
裁
判
所

(ζ
島
宮
自
主
、
H
，o

ヨ
1
C
の
権
威
を
承
認
さ
せ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
宗
教
裁
判
所
に
勤
務
す
る
下
級
の
役
人
も
す
べ
て
、
法
務
省
の
監
督
下
に
入
れ
ら
れ
る
。
績
い
て
数
育
の
園
家
的
統
制
が
カ
1
デ

ィ
l
養
成
の
分
野
に
も
適
用
さ
れ
、
園
が
運
営
す
る
新
し
い
メ
ド
レ
セ
が
イ
ス
タ
ン
プ
ル
に
作
ら
れ
、
国
家
に
よ
る
試
験
も
課
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、

メ
ド
レ
セ
は
数
育
省
の
管
轄
下
に
入
り
、
そ
こ
か
ら
波
蓮
さ
れ
る
校
長
が
、
カ
リ
キ
ム
ラ
ム
や
数
員
の
刷
新
を
園
る
こ
と
に
な

る。

さ
ら
に
シ
ェ
イ
プ
協
議
舎
(
玄
on--
日
ム
玄
3
4
5
)
も
結
成
さ
れ
、

す
べ
て
の
ス
l
フ
ィ

l
数
圏
の
修
業
場
な
ど
が
そ
の
管
理
下
に
入
つ

た。
ま
た
、
こ
の
時
代
は
、
女
性
の
祉
曾
進
出
が
始
ま
っ
た
と
い
う
一
意
味
で
も
、
劃
期
的
な
時
代
で
あ
っ
た
。
敬
育
の
改
革
、
新
し
い
家
族
法
の

制
定
な
ど
に
よ
っ
て
、
女
性
が
男
性
と
封
等
の
地
位
を
獲
得
し
始
め
る
の
が
、

ま
さ
に
こ
の
青
年
ト
ル
コ
時
代
な
の
で
あ
っ
た
。

右
に
瞥
見
し
た
よ
う
な
改
革
は
、
確
か
に
、
こ
れ
を
客
観
的
に
と
ら
え
れ
ば
、
世
俗
化
改
革
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、

の
ち
に
ア

タ
テ
ュ
ル
ク
に
よ
っ
て
断
行
さ
れ
る
諸
改
革
の
先
騒
け
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

I
M
の
内
容
を
わ
ず
か
な
り
と
も
検



討
し
て
き
た
今
、
筆
者
は
、
彼
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
意
圃
が
世
俗
化
に
あ
っ
た
と
、
簡
単
に
割
り
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
、
若
干
の
た
め
ら

イ
ス
ラ
ム
本
来
の
員
貨
を
被
い
か
く
し
て
い
る
異
物
を
取
り
除
き
、
そ
の
員
賞
を
再
獲
得
す
る
こ
と

い
を
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
。

t
Mで
は
、

が
設
か
れ
て
レ
た
。
迷
信
を
取
り
梯
い
、
イ
ス
ラ
ム
を
預
言
者
の
時
代
の
卒
明
さ
に
も
ど
す
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
社
舎
と
そ
の
慣
習
の

襲
化
に
神
の
一
意
志
を
讃
み
と
り
、
そ
の
神
意
に
沿
う
ベ
く

「
社
曾
的
法
源
畢
」
を
新
た
に
確
立
す
る
こ
と
が
設
か
れ
た
の
も
、
イ
ス
ラ
ム
を
社

舎
の
愛
化
に
卸
醸
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
え
っ
て
卒
明
さ
が
獲
得
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
に
相
異
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
注
目
す
ベ

き
は
、
そ
う
し
た
一
連
の
仕
事
の
多
く
が
、

イ
ス
ラ
ム
を
堕
落
さ
せ
た

〈

槌

〉

イ
ス
ラ
ム
再
活
性
化
の
仕
事
を
も
ま
た
、
彼
ら
に
託
そ
う
と
し
て
い
た
。
だ
と
す
る

な
ら
、
こ
の
時
代
に
行
わ
れ
た
、
園
家
に
よ
る
宗
教
の
管
理
強
化
|
|
「
世
俗
化
」
あ
る
い
は
「
政
数
分
離
」
志
向
ー
ー
は
、
貫
は
、
そ
う
し

ウ
レ
マ

l
層
に
託
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

I
M
で
は
、

責
任
の
一
斑
が
彼
ら
に
負
わ
さ
れ
て
い
た
が
、
同
時
に
、

た
イ
ス
ラ
ム
再
活
性
化
の
た
め
の
手
段
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
迷
信
の
中
で
野
放
し
に
な
っ
て
い
た
イ
ス
ラ
ム
を
(
取
り
締
る
と
い

- 21ー

う
よ
り
む
し
ろ
)
員
の
イ
ス
ラ
ム
に
と
っ
て
代
ら
せ
る
た
め
の
政
策
|
|
強
い
危
機
一
意
識
を
も
ち
、
か
つ
権
力
の
座
に
あ
っ
た
彼
ら
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ス
ト
の
政
策
ー
ー
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ウ
レ
マ

l
の
養
成
機
関
で
あ
る
メ
ド
レ
セ
や
ス
l
フ
ィ

I
数
圏
に
劃
す
る
園
家
の
管
理
な

ど
に
、
そ
の
意
園
は
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
改
革
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
「
世
俗
化
」
な
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
「
イ
ス
ラ
ム
化
」
の
た
め
の
政
策
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

車
な
る
慢
設
の
域
を
出
な
い
こ
の
推
測
は
、

し
か
し
、
女
性
解
放
の
問
題
を
考
え
る
時
に
も
、
ま
た
安
嘗
す
る
。

S
・
シ
ョ

l
氏
は
、
こ
の

時
代
に
行
わ
れ
た
女
性
の
解
放
を
世
俗
化
政
策
の
一
環
と
し
て
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
そ
れ
な
り
に
許
慣
す
る
一
方
で
、
し
か
し
ま
だ
女
性
が
食

(

印

)

事
や
芝
居
に
男
性
と
共
に
出
か
け
ら
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
、
そ
れ
ら
の
限
界
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
・
I
M
を
検
討
し
て
み
る

と
、
そ
う
し
た
女
性
の
解
放
は
、
む
し
ろ
、

イ
ス
ラ
ム
が
本
来
的
に
備
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
見
失
っ

て
し
ま
っ
た
も
の
を
再
獲
得
す
る

と
い
う
形
で
読
か
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

「
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の
枠
」
も
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。

ル
を
め
ざ
す
近
代
主
義
的
な
車
線
モ
デ
ル
を
あ
て
は
め
て
み
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
改
革
は
確
か
に
中
途
中
T

端
で
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、

「
西
欧
化
」
と
い
う
ゴ

l

445 
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し
か
し
質
態
は
、
時
代
紋
況
の
中
で
イ
ス
ラ
ム
を
、
柔
軟
に
時
代
に
遁
雁
さ
せ
な
が
ら
活
性
化
し
、
そ
し
て
そ
の
活
性
化
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
預

言
者
の
時
代
の
イ
ス
ラ
ム
か
ら
汲
み
上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
初
期
の
純
粋
さ
、
卒
拐
さ
に
も
ど
る

と
い
う
虚
構
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
停
統
を
日
々
革
新
し
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
た
、

と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

だ
か
ら
こ

そ
、
そ
こ
に
は
、
法
易
振
聞
の
壁
を
取
り
梯
お
う
と
す
る
「
近
代
主
義
的
」
渡
想
と
、

預
言
者
の
時
代
に
戻
る
と
い
う

「
原
理
主
義
的
」
傾
向

と
が
並
存
し
え
た
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
彼
ら
が
「
西
欧
化
」
を
志
向
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
欧
の
皐
聞
か
ら
大
き
な
影
響

を
受
け
、

ま
た
寅
際
に
西
欧
の
技
術
や
制
度
を
導
入
し
て
改
革
を
貫
行
し
つ
つ
あ
っ
た
オ
ス
マ
ン
帝
園
に
あ
っ
て
、
彼
ら
は
西
欧
文
明
の
本
質

に
つ
い
て
の
、
極
め
て
深
い
洞
察
力
を
備
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、

西
欧
文
明
の
基
礎
は
イ
ス
ラ

ム
文
明
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
皐
な
る
強
が

り
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
西
欧
文
明
の
も

っ
て
い
る
暴
力
的
な
、
そ
し
て
宗
激
的
|
|
彼
ら
の
言
を
借
り
れ
ば
狂
信
的
ー
ー
な
性
格
も
、
彼

- 22-

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
及
び
キ
リ
ス
ト
数
の
野
蟹
と
狂
信
性
と
に
よ
っ
て
、
毎
年
多
く
の
ム
ス
リ
ム
が
犠

(

均

)

牲
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
盤
行
は、

買
に
「
野
盤
を
文
明
化
さ
せ
る
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ

ン
の
下
で
な
さ
れ
て
い
る
。
|
|
こ
う
し

(

九

〉

つ
ま
り
西
欧
か
ぶ
れ
へ
の
巌
し
い
批
判
と
を
合
わ
せ
も
つ
彼
ら
に
と
っ
て
、
そ
も
そ
も
「
西
欧
化
」
な
ど
と

ら
は
身
に
泌
み
て
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
認
識
と
、
表
面
的
な
西
欧
化
、

い
う
こ
と
は
成
り
立
ち
え
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
も
、
彼
ら
は
西
駄
の
拳
問
な
り
科
皐
な
り
か
ら
は
多
く
を
皐
ば
ね
ば
な
ら
な

(

η

)

 

一
見
矛
盾
に
満
ち
た
彼
ら
の
こ
う
し
た
苦
し
い
立
場
は
、
買
は
、
西
駄
な
り
西
欧
吐
曾
な
り
か
ら

い
こ
と
を
、
こ
れ
も
ま
た
質
感
し
て
い
る
。

純
粋
な
理
念
型
と
し
て
の
近
代
、
あ
る
い
は
近
代
性
を
抽
出
し
て
、
そ
こ
へ
到
達
す
ベ
く
努
力
し
よ
う
と
す
る
立
場
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

少
な
く
と
も
、
ズ
ィ
ヤ
・
ギ
ョ
カ
ル
プ
が
主
張
し
た
「
ト
ル
コ
化
、
イ
ス
ラ
ム
化
、
現
代
化
」
〈
叶
，
r
E
a
B
o
r
-
E仙日
-
a
g
ω
F
ζ
E
M
Hユ
印
刷
日
井
〉

の
う
ち
の
「
イ
ス
ラ
ム
化
」
と
「
現
代
化
」
と
に
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
側
面
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

「
西
欧

に化
許」
さを
な め
し、 ぐ
もる
の 彼
で、ら

もの
あこ
ろ(う
う73し
。)た

近考
年え
、方

t土

「
西
欧
志
向
の
近
代
主
義
」
鉛
「
反
西
欧
の
原
理
主
義
」
と
い

っ
た
単
純
な
枠
組
設
定
を
我
々

「
原
理
主
義
」
が
と
り
ざ
た
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
う
が
、
そ
の
わ
り
に
は
、
存
外
、

そ
の
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Î<!
ν
必
必
必
ム
。
毛
i曜
も
，

，J
 Q
語
、
1
2
.
匡
ト
テ
Q
<iì泌

Q
制
脳
:
H
i
;
さ
締
結
ぐ
Q
g
r
'6
耗
よ

J;き
~

'!
;
!
'
醐
~
Q
桝
['6

千
)
~
向
。

制C
 r<) 

L
e
w
i
s，

 Be
r
n
a
r
d，

 Th
e
 E
m
e
r
g
e
n
c
e
 01 

M
o
d
e
r
n
 T
u
r
k
e
y

，
 

2
n
d
 ed" 

L
o
n
d
o
n，

 1968，
 pp

，2
3
0
-
2
3
1. 

C"') 
G
o
k
a
l
p，“

T
u
r
k
l
e
号m

e
k，

Islâmla~mak
， 

M
u
a
s
l
r
l
a
~
m
a
k

: 

1，" 
T
u
r
k
 Y

u
r
d
u，

 III
/
ll
，
 p，33

1. 

(
的
)
窓
射
を
z
w
-
会
J
~
度
。

Berkes
，
N
i
y
a
z
i
，
 Th

e
 
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 

01 
S
e
c
u
l
a
r
i
s
m
 in 

T
u
r
k
e
y
，
 M
o
n
t
r
e
a
l
，
 1964

，
 pp. 3

3
7
-
3
4
6
;
 

S
h
a
w，

 Sta
n
f
o
r
d
 J. 

a
n
d
 E
z
e
l
 K
u
r
a
l
 S
h
a
w，

 Hi
s
t
o
r
y
 01 

the 

O
t
t
o
m
a
n
 
E
m
p
i
r
e
 
a
n
d
 
M
o
d
e
r
n
 
T
u
r
k
e
y
.
 
V
o
l. 
2，

 Ca
m
-

bridge
，
 1977

，
 pp

，3
0
1
-
3
0
5
.
 

(寸，)
悔キ

k
童話相

1く
r
T
u
r
k

Y
u
r
d
u
 
A
J>v

Q
慣
習
制

J
C
~
"
 K

 11'
-4卓I~.!

11
附・

111
く搭，

1--
民
<
K
与す)

1く
1-1

く
国
同
。

(
山
)

~
~
擦
や
馴
嶋
:
!
;
!
'
“
hayath"

拠
“

hayati"
AJ~弘

同
J
ν
J
制

F

.jl 
(
~
~
~
~
l
庭

4く
困
j
m
(
)O
，J

 ，J
 t-' 
~
ヰ
総

p.....)ν厄
同
制
)

~伊
ν

ム
.
;
J
+
!

。
、

/

ド4V叫Y

(
∞
)
 

， J
兵~...

~
A
J
~
と
入

j判〈
，明
Q
剛

E主将ム.....)~豆里岩手)-IQ
~
A
J
l

lll rr('ν
守11

.....) 
C¥ 

iミ
^X~ヨムム-.1'"

Þ1~_jミ...;テQ
;S'

~^x':!;!~トム
会
J
~
~
O

L
e
w
i
s
，
 

op. 
cit.

，
 pp. 2

2
7
-
2
3
0
;
 S

h
a
w
 a
n
d
 
S
h
a
w
，
 op. 

cit.
，
 pp
.
3
0
5
 

-
3
1
0
.
 

〈
ド
)

ibid.
，
 pp. 3

0
6
-
3
0
7
;
 
B
e
r
k
e
s
 
Ce

d.
)，

 Tu
r
k
i
s
h
 
N
a
t
i
o
n
a
-

lism a
n
d
 W
e
s
t
e
r
n
 Civilization. 

L
o
n
d
o
n
 a
n
d
 N

e
w
 Y
o
r
k，

 

1959，
 p.
3
1
9，

 n.6. 

(
∞
)
 
T
u
n
a
y
a，

 Ta
n
k
 Z.
，
 Isl
a
m
c
山

k
C
e
r
e
y
a
m，

 Istanbul，
 1962;

お

B
e
r
k
e
s，

 Th
e
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 01 

S
e
c
u
l
a
r
i
s
m

，
 .
 .
 .
 

〈
∞
)

T
u
n
a
y
a，

 op. 
cit.

，
 pp
.
7
-
8
.
 

(S;) 
ibid" 

p
p
.
1
0
2
-
1
0
4
.
 

〈
口
)

ibid.
，
 p.4. 

(;:::1) 
B
e
r
k
e
s，

 Th
e
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 01 

Secularism. .
 

.
 
，
 pp
.
3
9
0
ー

393. 

(
幻
)

ibid.
，
 pp
.
3
7
7
-
3
8
4
.
 

(
ヨ
)

G
凸
k
a
l
p，

loc. 
cit. 

(
出
)

B
e
r
k
e
s
，
 Th

e
 D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 01 

Secula
円
s
m
.
.
.
，
p
p

，3
3
8
-

3
4
0
.
 

(
ヨ
)

1
0
撰
Q
"
'
~
川
撰
営
難
聴
時
間
尾
令
〈
犯
;
S
'

'(え
あ
K
せi~三

^J 兵
心

州
司
r

¥11 
iミ

ミ
。
)'¥Q

.，GlQ'
時

的
:L21

司r
¥11 
iミ

え
'
1
':ム時

)Q
草!lR

省軍
A
J割く



448 

同
で
執
筆
し
た
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
な
お
、
ベ
ル
ケ
ス
氏
が
誇
出

し
た

I
M
中
の
ギ
ョ
カ
ル
プ
論
文
の
原
典
と
し
て
、
氏
が
の

E
Z司
〈
同

の
註
に
あ
げ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
一

(
r

町内ミ
B
Z
Z
E
V円

E
B
Zユ
ェ)

ロ。・

5
は

ロ0
・
口
、
三
(
E
O

ユ
Z
丘
一
二
三
〉ロ
0
・
E
は
ロ
。
・

5
、
四

(
4
2
5
巳

C
E

一Uイ
Frr
J
ロ0
・N

は
ロ
0

・ω
に
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
(
∞
司
宮
田
〈

a
y
吋
N
A
L
Z
F
Zミ
B
E
N
E喜・・・

ョ・
ω
広
|
ω
H
P
)
。

(
げ
)

t

h

w

札、・・目
u

・ω
H
∞-

〈
叩
叫
〉
∞
ω
ロ
ヨ
岡
田
o
p
〉
-oH
白ロ
L
3
0件。
r印刷己同
-
F
O
E
S
n
F
2・0
己
主
』
ロ
m
w
y
u
J

hb』

uzhh:HNG
ミ
2
2宮内詰
H
5
5
5
ご
と
H
N
R
h
h
h
E
N
h
N
3
2

npw
拘
R
M
M
R
R
H
G
ミ
也
旬
。
・
回
以
R
5
2
F釦
民

俗

可

0

・
H
U
E
-

司-
H
吋ム・

(
川
口
)
切
司
r
g
(
包
-
Y
叫
d
N
q
b
r
b

弓
ミ
5
3
Q
h
r
ヨ
・
・
・
・
司
・

ω
5・
P
H

(〔リ『曲目》・〈目)・

(
却
)
換
算
は
以
下
に
よ
る
o
C
E
F
司巳
r
月

3
F
見
守
之
同
J
Q
ミ
ミ
尚
之

』
h
h
r
b
ロ
ミ
と
℃
宮
、
宮
内
内
に

S
E
R
-
合
r

z
-
〉ロ

r
R
P

H
U吋
A
H

.

(
幻
)
ベ
ル
ケ
ス
氏
も
、
特
に
根
接
は
あ
げ
ず
に
一
九
一
四
年
創
刊
と
し
て

い
る
(
回
2
r
g
(
O
L・)・目。円
・
町
公
・
)
。

な
お
、
ギ
ョ
カ
ル
プ
の
同
時
代

人
キ
ャ

l
ズ
ム
・
ナ
l
ミ

l
は
一
九
一
六
年
創
刊
と
記
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
問
題
外
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
(
ロ
ロ
『

F
-
S
N】

H
U
Z
b
B
r

N
h
k
a
c
c』

gNHv・ω『内目。
ι・・

-Mgロ『ロ
f

H
也、吋印・司-∞ω・)
。

ま
た
、
表
紙
が
も
と
も
と
飲
け
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。

第

一
次
大
職
後
の
混
乱
期
に
ギ
ョ
カ
ル
プ
が
故
郷
デ
ィ
ヤ
ル
パ
ク
ル
で

刊
行
し
た

h
p
nNh』
ミ
尽
き
E
の
若
干
の
践
を、

筆
者
は
一
九
八
一

年
に
イ

ス
タ

ン
プ
ル
で
入
手
し
た
が
、
そ
れ
に
は
特
に
表
紙
が
な
く
、

地
方
設
迭
の
た
め
の
切
手
が
直
接
第
一
頁
に
貼
付
さ
れ
て
い
た
。
同
じ

頃
手
に
し
た

I
M
の
コ
レ

タ
シ
ョ
ン
も
二
五
競
以
後
は
未
製
本
で
あ
っ

た
が
、
や
は
り
表
紙
を
歓
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

I
Mが

創
刊
嘗
初
か
ら
表
紙
を
紋
い
て
い
た
可
能
性
も
、
わ
ず
か
な
が
ら
存
在

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
m
μ

〉
回
。
ロ
ロ
戸
間
的
。
ロ
ゆ
仲
間
、
O
B
0
3
5円。

oz己
ρ
c
o
E
u、・。、
-Eh--
唱
司
ロ
AF

u
o∞一

回
2
r
o
M
(巾

ι・)
・向。円
-
h
t・

〈
幻
)
新
井
政
美
「
『
テ
ュ
ル
ク
・
ユ
ル
ド
ゥ
』
(
叫
d
N
q
b

州、
N
h
A
R
)

研
究
序

設
」
(
『
オ
リ
エ
ン
ト
』
一
一
八
|
て
一
九
八
五
年
〉
一
一
一
一
一
頁
(
第
五

表
)
。
な
お
、
こ
の
表
で
は
「
ロ
シ
ア
領
内
出
身
者
」
と
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て
国
主
H
B

rzー
ー
ヵ
ザ
ン
生
れ
で
・
I
M
の
編
輯
責
任
者
(
玄

E
D
2
玄

2.巳〉

ー
ー
を
脱
落
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
補
っ
て
お
き
た
い
。

ω同
『
与
は
、
叫
dmw-b

州、
Nhw-n
同
居
に
は
、

E

〉
-guL白
円
曲
。
。
守
口
=
と
い
う

政
行
記
を
連
載
し
た
だ
け
だ
が
、

こ
の
連
載
が
二
三
回
に
も
わ
た
っ
て

い
る
の
で
、
彼
の
執
筆
貼
数
は
、
数
字
の
上
で
は
ア
フ
メ
ッ
ト
・
ア
ガ

エ
フ
を
上
回
る
こ
と
に
な
る
。

(
斜
)
ア
ク
チ
ュ
ラ
が
・
I
M
に
寄
稿
し
な
か
っ
た
こ
と
は
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ズ
ィ
ヤ
・
ギ
ョ

カ
ル
プ
が
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
か
ら
吋

t
L
ぺ
竜
丸
災
へ
の
執
筆
を
停
止

し
て
い
る
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
彼
ら
の
聞
の
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不
和
」
の
あ
ら
わ
れ
と

も
考
え
ら
れ
よ
う
。
・
I
M
が

「統

一
と
進
歩
」
と
密
着
し
て
い
た
こ
と

が
、
ア
ク
チ
ュ
ラ
を

I
M
か
ら
遠
ざ
け
た
一
因
か
も
し
れ
な
い
。

(
お
)
こ
の
う
ち
、

h
b
E
は
小
松
久
男
氏
に
よ
っ
て
鋭
意
分
析
が
進
め
ら

れ
て
い
る
。
さ
し
あ
た
り
、
同
氏
に
よ
る
研
究
報
告
要
旨
を
参
照
。

小

松
久
男
「
雑
誌
『
シ
ュ

l
ラ
l
』
(
一
九

O
八
|
一

九
一

八
)
に
つ
レ

て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
四
一
一
一
|
三
、
一
九
八
四
年
)
。
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エ
フ
の
「
東
洋
の
無
知
、
西
洋
の
無
法
」

(
r
F
E
a
E
E
r
c日
rs

E
色
色
2
巳
弘
前
じ
が
あ
る
よ
う
に
思
う
(
前
掲
拙
稿
「
吋
民
込
州
、
号
、
誌

と
そ
の
周
透
」
六
一
二
頁
参
照
)
。

(
万
)
こ
の
黙
に
関
連
す
る
「
原
理
主
義
」
研
究
の
側
か
ら
の
興
味
深
い
提

言
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
大
塚
和
夫
「
あ
ご
髭
と
ヴ
ェ
ー
ル
リ
衣
裳

か
ら
み
た
近
代
エ
ジ
プ
ト
の
イ
ス
ラ
l
ム
原
理
主
義
」
(
『
民
族
皐
研

究
』
五

O
l三
、
一
九
八
五
年
〉
二
六
三
頁
。
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多
く
の
コ
レ
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シ
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ン
に
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け
て
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と
が
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定
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刊

行
物
研
究
の
一
つ
の
障
害
に
な
っ
て
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る
こ
と
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つ
い
て
は
、
叫
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h
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dRL
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A
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を
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九
一
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と
に
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せ
ざ
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を
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っ
た
(
芯
ミ
ニ
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N
品・出・

3
0
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
筆
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は
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こ
の
雑
誌
の
表
紙
附

き
の
創
刊
銃
を
つ
い
に
自
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
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氏
の
記
述
に
従
っ
て
、
そ
れ
を
一
一
月
一
一
一

O
日
で
あ
る
と
記

し
た
か
ら
で
あ
る
(
前
掲
拙
稿
「
『テ

ュ
ル
ク
・
ユ
ル
ド
ゥ
」
(
吋
た
込

州、N
h
A
N
h
)

研
究
序
説
」
八
頁
、
及
び
拙
稿
=
↓
r
o
C
S町
内
弘
、
道
町
内
、

白ロ《
H
p
o
J
ヘO
ロ
ロ
同
斗

E
r臼
・
〉

ω
Z《同凶二ロ
Z
白神』
O
ロ白
-M曲目・
3

。
同
)
吋
円
、

の
た
令
書
偽
り
ぬ
品
主
(
〉

h
N
q
q
b
R
b
E
S
U
E
R
N
4
3ミ)噌

出回
¥ω
|
品・

5
8・司
-NNN-pg)。
ま
た
、
同
誌
の
復
刊
朕
況
に
つ

い
て
も
、
主
と
し
て
J
・
ラ
ン
ド
l
氏
の
著
書
か
ら
皐
ん
で
列
翠
し
た

が
(
前
掲
拙
稿
「
『
テ
ュ
ル
ク
・
ユ
ル
ド
ヮ
』
(
叫

d
L
F
A
R
)
研
究

序
説
」
一
ム
ハ
頁
、
註
1
〉
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
ア
ク
ユ
ズ
氏
の
記
述

は
若
干
異
な
っ
て
い
る
。
山
富
然
至
極
の
こ
と
な
が
ら
、
原
典
に
あ
た
る

こ
と
の
重
み
を
、
改
め
て
痛
感
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

追
記
別
に

I
M
の
目
録
を
準
備
し
た
の
で
、
小
稿
で
の
不
足
を
補
う
一
意
味

で
も
、
合
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
「
『
イ
ス
ラ

ム
評
論
』
(
L
Z
b

詰
ミ
R
S
E
2
)
目
録
稿
」
(
『
人
文
研
究
』
〈
大
阪
市

大
〉
三
八
巻
、
一
九
八
六
年
刊
行
致
定
)
。
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THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC REFORM THINKING

IN THE OTTOMAN EMPIRE : as seen from the Contents

　　　　　

of theIsldm Mecmuasi (Islamic Rei･ieｕ･）

　　　　　　　　　　　　　

Arm Masami

　　　

This article is an attempt to provide a clue to understanding the ideas

of Islamic Reformers in the Ottoman Empire through an analysis of the

ＩｓｌａｍＭｅｃｎｖｕａｓｉ（IｓｌａｍｉｃＲｅひieｘｖ) which was launched in 1914.　The

ＩｓｌｄｍＭｅｃｍｗａｓｔwas published by Turkish nationalists. Accordingly, it

should reveal the Islamic outlook and especially the true intentions of the

people who were said to be carrying out the rapid secular reform of the

Age of the Young Turks｡

　　　

In brief, these people hoped to revive the original form of Islam that

had degenerated and had been obscured by ｅχtraneous　elements that

entered into the religion throughout its history.　They were advocating

“Modernization” in the form of reopening the “Door　of ijtihad” and of

removing the barriers between the different schools of Islamic law, among

other things.　Nevertheless, these things were advocated in order to

restore the purity and simplicity of Islam in its early days｡

　　　

Moreover, while on the one hand they saw that they had much to

learn from べA'^estern Europe, they also clearly recognized the violent nature

of Western Europe's civilization in the recent past. In other words, they

were not simply “ぺＶｅｓtｅｒniｚｅｒs.”

　　　

Based

　

on

　

the

　

above

　

conclusions, we　must go beyond the simple

framework of “fundamentalism” versus “modernization” and further in-

vestigate Islamic reformism.
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