
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
下
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
統
治
と
そ
の
反
応

レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
職
を
め
ぐ
っ
て

ハプスブルク帝国下ボスニアにおけるイスラーム銃治とその反応（米岡）

は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
の
自
的
は
、
一
八
七
八
年
七
月
の
ベ
ル
リ
ン
条
約
締
結
後
、
ハ
プ
ス

ブ
ル
ク
帝
国
の
統
治
下
に
お
か
れ
た
バ
ル
カ
ン
半
島
北
西
部
の
ボ
ス
ニ
ア
・

ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
（
以
下
、
ボ
ス
ニ
ア
）
に
お
い
て
、
帝
国
が
展
開
し
た

イ
ス
ラ
ー
ム
統
治
の
在
り
方
と
そ
れ
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
反
応
を

考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ボ
ス
ニ
ア
は
四
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
り
オ
ス
マ
ン

帝
国
領
に
帰
属
し
た
結
果
、
正
教
徒
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が

混
住
す
る
地
域
と
な
っ
て
い
た
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が
ボ
ス
ニ
ア
を
占
領

し
た
段
階
に
お
い
て
は
、
正
教
徒
と
カ
ト
リ
ッ
ク
は
そ
れ
ぞ
れ
セ
ル
ビ
ア
人

あ
る
い
は
ク
ロ
ア
チ
ア
人
と
し
て
の
民
族
主
義
的
な
活
動
に
傾
斜
し
、
セ
ル

ビ
ア
王
国
や
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
領
内
の
ク
ロ
ア
チ
ア
地
域
へ
の
ボ
ス
ニ
ア
の
統

合
を
す
で
に
模
索
し
始
め
て
い
た
。
南
ス
ラ
ヴ
系
の
諸
民
族
を
抱
え
る
ハ
ブ

米

岡

大

甫車

ス
ブ
ル
ク
国
家
に
と
っ
て
、
こ
の
澗
民
族
の
動
向
は
国
内
の
民
族
間
の
均
衡

を
も
揺
る
が
す
問
題
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
、
ボ
ス
ニ

ア
に
お
い
て
多
岐
に
わ
た
る
統
治
政
策
の
実
践
に
よ
り
そ
の
民
族
主
義
的
な

活
動
の
抑
制
を
試
み
た
が
、
現
実
に
は
そ
の
拡
大
を
抑
え
る
こ
と
は
容
易
で

　
　
　
　
①

は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が
ボ
ス
ニ
ア

を
領
有
し
て
い
く
た
め
に
は
、
当
地
の
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
を
帝
国
統
治
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

支
え
と
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
帝
国
の
イ
ス
ラ
ー
ム
統
治
の
諸
相
と
、
そ
れ
に

対
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
側
の
諸
動
向
を
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
一
連
の
先

行
研
究
の
問
題
点
は
以
下
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。

　
第
一
に
、
カ
ピ
ジ
ッ
チ
や
ク
ラ
リ
ャ
チ
ッ
チ
の
研
究
に
お
い
て
看
取
さ
れ

る
よ
う
に
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
よ
る
ボ
ス
ニ
ア
で
の
イ
ス
ラ
ー
ム
統
治

の
根
本
的
な
目
的
が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
帝
国
が
レ

89　（323）



イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
（
沁
Φ
冨
－
巳
と
δ
尊
母
「
ウ
レ
マ
ー
の
長
」
、
ウ
レ

マ
ー
は
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
学
を
修
め
た
人
々
の
こ
と
）
と
呼
ば
れ
る
宗
教
職
の

設
置
に
よ
り
、
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
の
支
配
を
確
固
な
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
ょ
う
と
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
だ
が
そ
こ
で
は
、
帝
国
側
が
こ
の

よ
う
な
宗
教
職
を
創
設
し
た
経
緯
や
そ
の
意
図
に
関
し
て
は
十
分
に
検
証
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
近
年
の
ド
ゥ
ル
ミ
シ
ェ
ヴ
ィ
チ
の
研
究
も
、
当
時

の
宗
教
制
度
の
在
り
方
を
考
察
対
象
と
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

題
点
を
克
服
し
て
い
る
と
は
心
え
な
い
。

　
第
二
に
、
帝
国
の
宗
教
政
策
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
側
の
反
応
が
、

バ
ル
カ
ン
近
代
史
研
究
に
通
底
し
た
民
族
解
放
史
的
な
歴
史
観
の
文
脈
に
沿

っ
て
叙
述
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
シ
ェ
ヒ
ッ
チ
や
ド
ー
ニ
ア
の

研
究
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
帝
国
支
配
に
抗
し
、
自
治
的
な
宗
教
制
度
を

求
め
て
い
く
活
動
の
様
相
を
解
明
し
た
。
た
だ
し
彼
ら
の
研
究
で
は
、
こ
の

活
動
の
過
程
で
育
ま
れ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
自
意
識
が
総
じ
て
、
氏
族
的

な
帰
属
意
識
の
萌
芽
に
帰
結
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
結

果
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
こ
の
活
動
を
展
開
す
る
に
至
っ
た
背
景
や
そ
の
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

動
理
念
が
正
確
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
研
究
状
況
に
お
い
て
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
ボ
ス
ニ
ア
の
イ

ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
関
係
は
、
帝
国
と
ボ
ス
ニ
ア
の
他
民
族
と
の
関
係
に
沿
う

よ
う
に
、
帝
国
対
罠
族
と
い
う
図
式
で
論
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

た
と
え
ば
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
史
家
オ
ー
キ
ー
は
、
帝
国
治
下
の
ボ
ス
ニ
ア
の
諸

民
族
の
動
向
を
総
合
的
に
考
察
す
る
な
か
で
、
帝
国
統
治
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

徒
の
反
応
に
つ
い
て
も
相
互
に
分
析
し
た
。
し
か
し
彼
は
、
サ
ラ
エ
ヴ
ォ
事

件
ま
で
の
展
開
を
見
据
え
、
帝
国
の
諸
政
策
に
対
す
る
民
族
主
義
的
な
活
動

を
論
ず
る
こ
と
に
主
眼
を
お
い
た
結
果
、
帝
国
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
関
係

に
つ
い
て
も
帝
国
対
民
族
と
い
う
図
式
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
従
来

の
研
究
を
修
正
し
て
い
る
と
は
書
い
難
い
。

　
以
上
の
先
行
研
究
の
問
題
点
を
見
直
す
う
え
で
重
要
な
こ
と
は
、
ハ
プ
ス

ブ
ル
ク
帝
国
に
よ
る
ボ
ス
ニ
ア
統
治
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
関
係
を
考
察
す

る
際
も
、
同
時
代
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
状
況
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

ト
ド
ロ
ヴ
ァ
も
指
摘
し
た
と
お
り
、
バ
ル
カ
ン
各
地
の
歴
史
学
研
究
は
民
族

解
放
史
的
な
歴
史
観
を
追
求
す
る
ほ
ど
に
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
当
地
に
及
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

し
続
け
た
政
治
的
影
響
力
を
全
く
看
過
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ハ
プ

ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
バ
ル
カ
ン
地
域
の
歴
史
的
関
係
を
考
慮
す
れ
ば
、
オ
ス
マ

ン
帝
国
の
存
在
は
む
し
ろ
常
に
無
視
し
え
ま
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ハ
プ
ス
ブ
ル

ク
帝
国
統
治
と
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
関
係
を
よ
り
正
確
に
描
写

す
る
た
め
に
は
、
当
時
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
状
況
も
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
オ

ス
マ
ン
帝
国
の
国
家
体
制
は
、
本
稿
で
も
示
さ
れ
る
と
お
り
、
そ
の
両
者
の

関
係
に
大
き
く
作
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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ハプスブルク帝国下ボスニアにおけるイスラーム統治とその反応（米岡）

　
～
九
世
紀
後
半
以
降
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
、
西
洋
諸
国
の
進
出
と
民
族
国

家
の
独
立
が
進
行
す
る
過
程
に
お
い
て
未
曾
有
の
危
機
に
直
面
し
た
。
そ
こ

で
一
八
七
六
年
か
ら
一
九
〇
九
年
ま
で
ス
ル
タ
ン
に
在
位
し
た
ア
ブ
デ
ュ
ル

ハ
ミ
ト
ニ
世
は
、
国
内
全
住
民
の
平
等
を
唱
え
た
い
わ
ゆ
る
門
ミ
ド
ハ
ト
憲

法
」
と
そ
れ
に
も
と
づ
き
設
置
さ
れ
た
帝
国
議
会
双
方
を
停
止
し
、
専
制
政

治
を
押
し
進
め
る
な
か
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
」
を
国
家
の
統
合
理
念
と
し

て
定
め
た
。
そ
れ
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
全
イ
ス
ラ
ー
ム
の
拠
り
所
と
な
る

国
家
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
西
洋
諸
国
の
勢
力
拡
大
に
対
抗
し
て
帝
国
の

～
体
性
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
世
界
各
地
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
、

と
り
わ
け
酉
洋
諸
国
の
支
配
下
に
お
か
れ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
諸
活
動
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

多
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

　
そ
れ
で
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
、
こ
う
し
た
オ
ス
マ
ン
国
家
の
筏
り
方

に
対
峙
し
つ
つ
、
ボ
ス
ニ
ア
に
お
い
て
い
か
な
る
イ
ス
ラ
ー
ム
統
治
を
実
践

し
よ
う
と
し
た
の
か
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
側
は
オ
ス
マ
ン
国

家
と
の
関
係
も
踏
ま
え
て
、
い
か
な
る
反
応
を
示
し
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
問

題
を
再
考
す
べ
く
、
本
稿
で
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
ボ
ス
ニ
ア
全
統
治

期
問
の
う
ち
、
と
く
に
帝
国
が
ボ
ス
ニ
ア
を
正
式
に
併
合
す
る
～
九
〇
八
年

ま
で
の
時
期
に
限
定
し
て
議
論
を
進
め
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、
帝
国
の
統

治
体
制
の
一
部
と
し
て
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
職
が
創
設
さ
れ
る
過
程

と
、
そ
の
宗
教
職
設
置
へ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
側
の
反
応
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
こ
こ
か
ら
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
動
向
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

従
来
語
ら
れ
て
き
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
よ
る
ボ
ス
ニ
ア
統
治
を
、
近
代

の
西
洋
諸
国
が
オ
ス
マ
ン
領
域
を
自
ら
の
支
配
体
系
の
な
か
に
包
摂
し
て
い

く
過
程
と
共
時
的
な
局
面
と
し
て
傭
鰍
的
に
見
直
す
足
が
か
り
と
し
た
い
。

　
本
稿
の
主
た
る
史
料
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
王
室
・
宮
廷
お
よ
び
国
立
文
書

館
に
所
蔵
さ
れ
た
ボ
ス
ニ
ア
統
治
に
関
す
る
未
刊
行
史
料
と
ボ
ス
ニ
ア
で
出

版
さ
れ
た
刊
行
史
料
で
あ
る
。
現
時
点
で
は
筆
者
の
能
力
上
、
オ
ス
マ
ン
帝

国
側
の
史
料
を
分
析
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
オ
ス
マ
ン
帝
国

側
の
対
応
に
つ
い
て
は
今
後
、
そ
の
史
料
状
況
も
十
分
に
調
査
し
た
う
え
で
、

さ
ら
な
る
検
討
を
す
す
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
先
に
紹
介
し
た

史
料
を
部
分
的
に
し
か
用
い
て
い
な
い
先
行
研
究
の
現
状
を
念
頭
に
お
け
ば
、

本
稿
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
情
勢
も
視
野
に
入
れ
、

ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
統
治
を
い
か
に
し
て
実
践
し
、
さ
ら
に
そ

れ
が
ど
の
よ
う
な
反
応
を
引
き
起
こ
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
解
明
す
る

こ
と
に
寄
与
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
以
下
第
一
章
で
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
の
外
交
交
渉

を
へ
て
ボ
ス
ニ
ア
を
領
有
す
る
に
至
る
状
況
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
二
章

で
は
、
占
領
後
の
ボ
ス
ニ
ア
に
お
い
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が
レ
イ
ス
・
ウ

ル
・
ウ
レ
マ
ー
職
を
創
設
す
る
経
緯
と
目
的
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
以
上
の

議
論
か
ら
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が
当
時
の
オ
ス
マ
ン
国
家
の
政
情
を
意
識
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し
て
実
践
し
た
ボ
ス
ニ
ア
統
治
の
在
り
方
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
。
そ
の
う

え
で
最
後
に
第
三
章
で
は
、
帝
国
の
こ
の
宗
教
政
策
に
対
し
て
展
開
さ
れ
た

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
側
の
活
動
に
着
目
し
、
当
時
の
オ
ス
マ
ン
国
家
と
彼
ら
の

宗
教
的
な
帰
属
意
識
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

　
ミ
蹴
ミ
鴨
両
織
点
点
Φ
劇
団
。
昏
」
8
◎
O
℃
．
ホ
喝
N

⑧
当
時
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
情
勢
に
つ
い
て
は
、
囚
霞
0
8
隈
．
国
．
噂
↓
薄
㌔
。
ミ
㍗

　
ら
蹄
ミ
賊
睾
駄
謝
、
§
“
・
㌔
謁
§
も
、
§
、
§
ミ
お
ミ
§
欺
§
の
ミ
蜀
寄
N
ミ
§
職
O
o
ミ
ー

　
ミ
§
凡
耐
馬
篭
き
鴨
卜
鳥
距
9
、
o
ミ
§
い
重
詰
累
Φ
毛
団
。
爵
b
8
ρ
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①
帝
国
に
よ
る
ボ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
系
住
民
に
対
す
る
統
治
政
策
の
一
端
に
つ

　
い
て
は
、
拙
稿
「
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
統
治
下
ボ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ

　
に
お
け
る
初
等
教
育
政
策
の
展
開
」
欄
東
欧
史
研
究
二
二
入
号
、
二
〇
〇
六
年
、

　
二
四
－
四
閣
頁
。

②
一
八
七
九
年
時
点
の
ボ
ス
ニ
ア
全
入
口
（
約
工
ハ
○
万
人
）
に
占
め
る
イ
ス

　
ラ
ー
ム
教
徒
の
罰
合
は
三
八
・
入
％
で
あ
っ
た
。
U
o
巳
ρ
菊
．
旨
四
コ
α
閃
置
①
し
．
＜
．

　
》
二
b
u
翁
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冒
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ミ
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コ
昏
Φ
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蝕
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（
Φ
e
、
§
愚
ミ
帖
ミ
ト
馨
塗
－
↓
隷
鴨
9
ミ
ミ
§
寄
愚
＼
㌧
ミ
。
、
こ
、
琶
し
u
Q
簿
§
恥
§
ミ
、
、
ミ

ボ
ス
ニ
ア
領
有
を
め
ぐ
る
摩
擦

　
本
章
で
は
、
次
章
以
降
の
議
論
の
前
提
と
し
て
、
ボ
ス
ニ
ア
領
有
に
関
す

る
一
八
七
九
年
四
月
の
協
定
（
以
下
、
四
月
協
定
）
締
結
ま
で
の
、
ハ
プ
ス

ブ
ル
ク
と
オ
ス
マ
ン
両
国
家
間
に
お
け
る
交
渉
の
過
程
を
考
察
し
よ
う
。

　
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
と
っ
て
｝
八
七
八
年
七
月
の
ベ
ル
リ
ン
条
約
締
結
は
、

帝
国
領
土
の
さ
ら
な
る
縮
小
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
「
イ
ス
ラ
ー

ム
主
義
」
と
い
う
理
念
を
掲
げ
た
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
ニ
世
は
、
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
が
住
民
の
約
四
割
を
占
め
る
ボ
ス
ニ
ア
の
割
譲
に
つ
い
て
も
「
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

な
る
保
障
も
な
く
」
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

　
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
お
り
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
憂
世
に
よ
る

こ
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
扁
の
起
源
は
一
八
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
。
一
七
七

四
年
に
ロ
シ
ア
と
の
あ
い
だ
で
締
結
さ
れ
た
キ
ュ
チ
ュ
ク
・
カ
イ
ナ
ル
ジ
ャ

条
約
に
お
い
て
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
ス
ル
タ
ン
は
政
治
的
支
配
権
を
失
っ
た

ク
リ
ミ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
対
し
て
、
カ
リ
フ
と
し
て
の
宗
教
的
権
威

の
保
持
を
主
張
し
た
。
こ
う
し
た
背
景
に
は
、
ス
ル
タ
ン
が
西
洋
諸
国
の
支



　
　
配
下
に
お
か
れ
る
イ
ス
ラ
…
ム
教
徒
の
「
守
護
者
」
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と

　
　
で
、
護
洋
の
国
際
政
治
体
系
に
包
摂
さ
れ
て
い
く
オ
ス
マ
ン
国
家
の
国
際
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
地
位
を
保
持
し
よ
う
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。

　
　
　
オ
ス
マ
ン
帝
國
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
よ
る
ボ
ス
ニ
ア
占
領
に
際
し
て

　
　
も
、
そ
こ
に
住
む
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
へ
の
ス
ル
タ
ン
の
権
限
が
継
続
し
て
及

　
　
ぶ
必
要
が
あ
る
こ
と
を
唱
え
た
。
　
八
七
八
年
七
月
一
八
日
か
ら
二
〇
日
に

剛昧
　
か
け
て
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
在
オ
ス
マ
ン
帝
国
大
使
ツ
ィ
ヒ
ー
は
オ
ス

鵬
マ
・
政
府
か
ら
、
両
国
家
に
よ
る
公
式
な
協
定
の
轄
に
よ
り
、
ボ
ス
ニ
ア

のぞ
　
に
お
い
て
ス
ル
タ
ン
の
統
治
権
が
有
効
で
あ
り
続
け
る
こ
と
を
承
認
す
る
よ

凄罐
　
う
求
め
ら
れ
た
。
オ
ス
マ
ン
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
締
結
が
、
ボ
ス
ニ
ア
占

編
弘
領
時
に
現
地
住
民
の
反
発
を
回
避
で
き
る
と
い
・
つ
点
で
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
側
に

縛
と
・
て
も
塞
な
も
の
と
な
る
と
愛
で
い
畑
・

イ
る
　
　
こ
の
要
求
に
対
し
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
当
初
、
ボ
ス
ニ
ア
占
領
が
ぺ

け
書
難
霧
擁
驚
鐘
漁
脳
剛
性
ズ
調
鵠
騰

スボ
　
ス
ル
タ
ン
の
統
治
権
の
保
障
に
む
け
た
オ
ス
マ
ン
政
府
の
要
望
は
、
占
領
軍

下国
　
侵
攻
前
に
ボ
ス
ニ
ア
住
民
に
対
し
て
発
布
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
宣
誓
文
に
よ
っ

帝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

”
て
満
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
・
つ
と
約
束
し
た
。

”
　
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
薗
は
、
ボ
ス
ニ
ア
へ
の
嘉
覆
攻
を
開
始
す
る
直
前

7
の
天
七
八
年
七
月
下
旬
・
ボ
ス
ニ
ア
全
住
民
に
む
け
て
そ
の
宣
誓
文
を
発

表
し
た
。
そ
の
宣
誓
文
で
は
ま
ず
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
國
の
占
領
軍
侵
攻
が

ベ
ル
リ
ン
会
議
の
決
定
と
「
ス
ル
タ
ン
陛
下
」
の
同
意
に
も
と
づ
き
、
ボ
ス

ニ
ア
住
民
に
「
静
寂
と
安
寧
」
を
も
た
ら
す
目
的
で
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
告

げ
ら
れ
た
。
そ
の
う
え
で
、
「
ボ
ス
ニ
ア
の
す
べ
て
の
人
々
」
の
門
生
活
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

信
仰
・
財
産
の
全
て
が
保
護
さ
れ
る
だ
ろ
う
扁
と
述
べ
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
國
は
オ
ス
マ
ン
政
府
の
意
図
に
反
し
て
、

宣
誓
文
の
発
布
に
よ
り
ボ
ス
ニ
ア
住
民
の
生
活
や
信
仰
の
保
護
を
明
示
す
る

こ
と
で
、
占
領
に
関
す
る
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
の
個
別
の
協
定
締
結
を
圃
避
し

ょ
う
と
し
た
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
側
に
と
っ
て
は
、
協
定
締
結
が
占
領
後
の
ボ

ス
ニ
ア
に
お
け
る
統
治
者
と
し
て
の
自
ら
の
主
体
性
を
確
保
し
え
な
い
こ
と

に
つ
な
が
る
と
い
う
危
惧
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
國
が
宣
誓
文
を
発
布
し
た
背
景
に
は
、
オ
ス
マ
ン
政
府

へ
の
こ
う
し
た
対
応
と
な
ら
び
、
占
領
軍
侵
攻
に
対
す
る
ボ
ス
ニ
ア
住
民
の

混
乱
を
最
小
限
に
抑
え
よ
う
と
す
る
ね
ら
い
も
あ
っ
た
。
ボ
ス
ニ
ア
の
申
心

都
市
サ
ラ
エ
ヴ
ォ
の
イ
ス
ラ
イ
ム
教
徒
内
で
は
、
…
部
の
富
裕
層
や
地
主
層

に
占
領
に
対
す
る
肯
定
的
な
反
応
が
み
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
大
部
分
は
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
進
出
に
反
感
を
覚
え
て
い
た
。
　
一
八
七
八
年
七
月
上
旬

に
な
る
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
集
団
が
サ
ラ
エ
ヴ
ォ
の
中
心
街
に
位
置
す

る
ガ
ジ
・
フ
ス
レ
ヴ
・
ベ
グ
・
モ
ス
ク
の
中
庭
に
集
ま
っ
て
、
占
領
に
反
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

す
る
デ
モ
行
動
を
開
始
し
た
。
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一
八
七
八
年
七
月
末
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
占
領
軍
が
ボ
ス
ニ
ァ
の
国

境
を
越
え
侵
攻
す
る
と
、
宣
誓
文
の
発
布
も
む
な
し
く
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

に
よ
る
占
領
軍
へ
の
抵
抗
活
動
は
よ
り
組
織
的
な
か
た
ち
で
本
格
化
し
た
。

サ
ラ
エ
ヴ
ォ
で
は
、
一
部
の
正
教
徒
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
中
・
下
流
階
層

の
商
人
や
聖
職
者
が
結
成
し
て
い
た
「
民
衆
集
会
」
と
い
う
組
織
を
中
心
に

抵
抗
活
動
が
展
開
さ
れ
た
。
当
時
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
在
ボ
ス
ニ
ア
領
事

ヴ
ァ
シ
ッ
チ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
そ
の
指
導
者
の
一
人
で
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

の
ヴ
ィ
ラ
イ
ェ
ト
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
コ
ー
ラ
ン
か
ら
の
引
用
を
何
度
も
繰
り
返

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
、
そ
の
抵
抗
活
動
を
鼓
舞
し
続
け
て
い
た
。

　
「
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
扁
を
掲
げ
る
ス
ル
タ
ン
に
と
っ
て
、
占
領
に
対
す
る

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
こ
う
し
た
反
応
は
、
そ
の
保
護
に
む
け
て
ハ
プ
ス
ブ
ル

ク
帝
国
と
の
外
交
的
取
引
を
お
こ
な
う
正
当
な
理
由
と
な
る
も
の
と
し
て
考

え
ら
れ
た
。
こ
こ
に
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
、
ス
ル
タ
ン
の
統
治
権
保
持
を
約
束

す
る
両
国
二
間
の
協
定
締
結
な
し
に
、
ボ
ス
ニ
ア
占
領
が
実
現
化
し
え
な
い

こ
と
を
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
側
に
意
識
さ
せ
る
機
会
を
得
た
と
言
え
る
。
ア
ブ
デ

ュ
ル
ハ
ミ
ト
ニ
世
は
、
ボ
ス
ニ
ア
住
民
の
占
領
軍
へ
の
抵
抗
活
動
が
自
ら
の

「
権
威
と
人
格
」
へ
の
帰
属
意
識
か
ら
生
じ
た
の
だ
と
在
オ
ス
マ
ン
帝
国
大

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

使
ツ
ィ
ヒ
ー
に
告
げ
た
。
ス
ル
タ
ン
か
ら
み
れ
ば
、
国
家
の
統
治
者
で
あ
る

こ
と
と
な
ら
び
全
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
の
頂
点
に
立
つ
カ
リ
フ
と
し
て
も
、

ボ
ス
ニ
ア
を
非
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
に
割
譲
す
る
こ
と
は
無
条
件
に
は
同
意
さ

れ
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
従
来
の
研
究
で
は
こ
う
し
た
事
実
を
看
過
し
た

か
ら
こ
そ
、
後
述
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
活
動
も
民
族
意
識
の
萌
芽
の
一

段
階
と
し
て
の
み
論
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
ス
ル
タ
ン
の
主
張
に
対
し
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
、
占
領
軍

侵
攻
に
よ
る
軍
事
的
・
経
済
的
負
担
の
増
大
と
そ
れ
に
伴
う
国
内
の
政
治
的

混
乱
も
顧
慮
し
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
の
協
定
締
結
も
現
実
的
な
選
択
と
し
て

視
野
に
入
れ
始
め
た
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
最
終
的
に
、
ボ
ス
ニ
ア
の
完

全
な
制
圧
に
い
た
る
ま
で
当
時
の
最
大
動
員
兵
力
の
約
三
分
の
一
を
投
入
せ

　
　
　
　
　
　
　
⑪

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ボ
ス
ニ
ア
占
領
に
際
し
て
の
こ
の
よ
う
な
多
大
な
る

損
失
は
、
ボ
ス
ニ
ア
占
領
を
推
進
し
て
い
た
共
通
外
相
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
に
対

す
る
国
内
の
政
治
家
層
に
よ
る
激
し
い
非
難
を
引
き
起
こ
し
た
。
元
々
、
帝

国
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
側
で
は
ド
イ
ツ
系
の
政
治
家
層
を
中
心
に
、
ボ
ス
ニ
ア

占
領
に
伴
う
帝
国
内
の
ス
ラ
ヴ
系
住
艮
の
増
大
を
懸
念
し
て
、
そ
の
占
領
自

体
に
対
す
る
批
判
的
な
意
見
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
議
会
で
は
ベ

ル
リ
ン
条
約
の
正
式
な
批
准
も
一
八
七
九
年
二
月
ま
で
承
認
さ
れ
る
こ
と
は

　
　
　
⑫

な
か
っ
た
。
国
内
の
こ
う
し
た
状
況
も
鑑
み
れ
ば
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に

と
っ
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
の
協
定
締
結
は
、
ボ
ス
ニ
ア
占
領
に
よ
り
揺
ら
ぎ

う
る
国
家
と
し
て
の
一
体
性
保
持
の
た
め
に
も
必
要
に
迫
ら
れ
た
措
置
で
あ

っ
た
の
だ
っ
た
。

　
一
入
七
八
年
八
月
二
〇
日
、
在
オ
ス
マ
ン
帝
国
大
使
ツ
イ
ヒ
ー
は
ア
ン
ド
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ラ
ー
シ
へ
の
書
簡
の
中
で
、
ボ
ス
ニ
ア
領
有
問
題
の
早
期
決
着
に
む
け
て

「
ス
ル
タ
ン
個
人
と
そ
の
統
治
者
と
し
て
の
絶
対
的
な
意
思
は
常
に
考
慮
す

べ
き
要
因
だ
。
ス
ル
タ
ン
の
意
思
が
す
べ
て
の
問
題
に
決
定
を
下
す
扁
と
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

べ
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
の
協
定
締
結
に
む
け
た
具
体
的
な
活
動
に
着
手
し
た
。

そ
の
交
渉
過
程
で
オ
ス
マ
ン
側
は
、
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
オ
ス
マ
ン
国
旗
の

掲
揚
な
ど
ス
ル
タ
ン
の
統
治
権
継
続
を
明
示
さ
せ
る
項
目
が
協
定
に
盛
り
込

ま
れ
る
べ
し
と
強
調
し
つ
つ
、
ボ
ス
ニ
ア
に
住
む
全
宗
教
集
団
の
信
仰
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

由
、
と
く
に
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
保
護
を
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
プ

ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
、
占
領
に
抗
う
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
反
発
の
鎮
静
化
と
そ

の
後
の
統
治
活
動
の
円
滑
化
に
む
け
て
、
こ
の
要
求
に
同
意
す
る
こ
と
を
決

定
し
た
。
た
だ
し
そ
の
見
返
り
と
し
て
、
ボ
ス
ニ
ア
の
南
部
に
位
置
し
軍
事

戦
略
上
重
要
な
地
域
で
あ
る
オ
ス
マ
ン
領
ノ
ヴ
ィ
・
バ
ザ
ー
ル
県
へ
の
軍
隊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
駐
留
を
オ
ス
マ
ン
政
府
に
認
め
さ
せ
た
。

　
こ
う
し
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
と
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
｝
八
七
九
年
四
月
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

全
一
〇
項
目
か
ら
な
る
協
定
の
締
結
を
正
式
に
発
表
し
た
。
そ
の
前
文
で
は

ま
ず
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
よ
る
ボ
ス
ニ
ァ
の
占
領
が
門
当
地
域
に
お
け

る
ス
ル
タ
ン
皇
帝
陛
下
の
統
治
権
を
侵
害
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
明
番
さ
れ

た
。
そ
の
う
え
で
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教

徒
の
処
遇
を
定
め
た
第
二
項
の
内
容
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
イ
ス
ラ
ー
ム
教

徒
に
は
、
そ
の
宗
教
指
導
者
と
の
交
流
に
お
い
て
完
金
な
自
由
が
保
障
さ
れ

る
。
（
中
略
）
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
財
産
や
信
仰
に
対
す
る
い
か
な
る
攻
撃

も
厳
格
に
罰
せ
ら
れ
る
」
と
。
協
定
の
前
文
と
こ
の
第
二
項
を
念
頭
に
お
け

ば
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
ス
ル
タ
ン
が
占
領
後
の
ボ
ス
ニ
ア
に
お
い
て
も
一
定

の
統
治
権
を
保
持
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
、
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
に
つ
い
て
信
仰
・
習
慣
の
保
護
と
と
も
に
「
宗
教
指
導
者
」
と

の
交
流
の
自
由
も
保
障
さ
れ
た
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝

国
は
こ
の
よ
う
な
原
則
に
従
い
、
占
領
地
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム

統
治
を
実
践
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
か
ら
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が
四
月
協
定
の
締
結
に
よ
り
、
「
イ
ス

ラ
ー
ム
主
義
」
を
掲
げ
る
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
ス
ル
タ
ン
に
一
定
の
譲
歩
を
示

し
な
が
ら
、
ボ
ス
ニ
ア
統
治
に
着
手
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。
だ
が
、
協
定
締
結
へ
の
当
初
の
対
応
か
ら
も
う
か
が
え
た
と
お
り
、

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
そ
の
締
結
が
ボ
ス
ニ
ア
の
統
治
者
と
し
て
の
主
体
性

の
確
保
と
糖
容
れ
ず
、
そ
の
後
の
統
治
活
動
の
足
か
せ
に
な
る
こ
と
を
十
分

に
認
識
し
て
い
た
と
言
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
次
章
で
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
ボ
ス
ニ
ア
に
お
い
て
よ
り
確
固
と
し
た
統
治
体
制
を

構
築
す
る
べ
く
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
た
め
の
独
自
の
宗
教
職
の
創
設
に
む

け
て
動
き
出
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

①
3
＜
同
磐
。
〈
罫
b
ご
‘
b
σ
§
ミ
篤
ミ
§
§
ミ
ミ
黛
§
貯
§
旨
。
N
商
越
譜
寒
§
鳥
－

　
q
嘗
N
O
。
胡
．
題
黛
ω
通
馬
①
く
ρ
一
㊤
刈
G
。
噛
ω
葺
一
壷
・
本
書
は
、
ボ
ス
ニ
ア
占
領
に
関
す
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る
未
刊
行
史
料
を
ま
と
め
た
史
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集
で
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る
。
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ミ
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ミ
猟
ω
鍵
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Φ
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⑯
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の
全
文
に
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い
て
は
、
O
磐
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曽
。
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§
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G
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㌣
ω
。
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P

ニ
　
レ
イ
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・
ウ
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・
ウ
レ
マ
ー
職
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創
設
に
む
け
て

　
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教
職
の
創
設
を
目
指
す
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
動
き
は
、

四
月
協
定
の
締
結
か
ら
約
一
カ
月
後
よ
り
表
面
化
し
た
。
一
八
七
九
年
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

＝
一
日
、
帝
国
の
ボ
ス
ニ
ア
統
治
機
関
た
る
共
通
大
蔵
省
の
当
時
の
代
表
者

で
あ
っ
た
共
通
蔵
相
ホ
フ
マ
ン
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ

ス
ラ
イ
ム
（
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
最
高
宗
教
職
）
の
影

響
力
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
今
後
お
よ
ば
な
い
よ
う
に
、
ム
フ
テ
ィ
ー
（
イ

ス
ラ
ー
ム
の
法
学
者
）
や
カ
ー
デ
ィ
ー
（
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
適
用
を
司
る
職

務
、
主
に
裁
判
官
）
等
に
代
表
さ
れ
る
宗
教
的
な
諸
制
度
を
い
か
に
し
て
保

つ
べ
き
か
、
と
共
通
外
相
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
に
問
う
た
。
そ
の
う
え
で
彼
は
、

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
内
に
は
そ
の
自
治
的
な
運
営
を
望
む
集
団
が
い
る
ゆ
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

彼
ら
に
そ
の
諸
制
度
の
運
営
を
委
ね
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
付
言
し
た
。

　
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
内
に
は
オ
ス
マ
ン
支
配
末
期
よ
り
、
中
央

政
府
の
集
権
化
に
反
発
し
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
占
領
に
賛
同
す
る
集
団

も
存
在
し
て
い
た
。
彼
ら
は
お
も
に
大
地
主
・
商
入
・
聖
職
者
と
い
っ
た
上

流
階
層
に
属
す
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
、
占
領
後
に
は
お
も
に
統
治
体
制
を
支

え
る
官
吏
層
と
し
て
活
動
し
た
。
一
八
七
八
年
一
一
月
に
そ
の
中
の
代
表
者

五
八
名
が
当
局
に
提
出
し
た
請
願
書
で
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
皇
帝
へ
の
忠
誠

が
誓
わ
れ
る
と
同
時
に
、
実
際
に
オ
ス
マ
ン
国
家
の
権
力
か
ら
独
立
し
た
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

教
制
度
の
確
立
が
懇
願
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
う
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
要
望
に
も
応
じ
た
ホ
フ
マ
ン
の
提
言
に
対

し
て
、
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
は
ま
ず
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
宗
教
制
度
の
自
治
化
こ

そ
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
に
ボ
ス
ニ
ア
統
治
へ
の
介
入
の
機
会
を
与
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ハプスブルク帝国下ボスニアにおけるイスラーム統治とその反応（米圃）

え
う
る
と
警
告
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
彼
を

宗
教
指
導
者
と
し
て
自
発
的
に
指
名
す
れ
ば
、
四
月
協
定
に
従
い
当
局
側
は

そ
れ
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
だ
と
述
べ
た
。
そ
の
う
え
で
、
オ
ス
マ
ン

帝
国
側
の
影
響
力
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
及
ば
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、

先
述
の
請
願
書
提
出
に
署
名
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
内
か
ら
一
名
の
宗
教
指

導
者
を
選
ぶ
こ
と
が
重
要
だ
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
選
出
が
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
自
身
の
意
思
に
よ
る
も
の
だ
と
証
明
で
き
れ
ば
、
四
月
協
定
に
反
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

こ
と
も
な
い
と
提
雷
し
た
の
だ
っ
た
。

　
新
た
な
宗
教
指
導
職
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
園
側
の
こ

の
よ
う
な
動
き
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
そ
の
後
の
外
交
活
動
に
応
じ
て
よ
り

明
確
な
現
実
性
を
帯
び
始
め
た
。
一
八
八
○
年
六
月
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国

の
在
オ
ス
マ
ン
帝
国
大
使
デ
ュ
ブ
ス
キ
ー
は
共
通
外
甥
と
共
通
蔵
省
に
む
け

て
、
オ
ス
マ
ン
政
府
が
四
月
協
定
に
則
し
て
ボ
ス
ニ
ア
の
宗
教
指
導
者
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
シ
ュ
ク
リ
と
い
う
人
物
の
派
遣
準
備
を
進
め
て
い
る
と
伝
え
た
。
こ
の
措

置
に
よ
り
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
四
月
協
定
に
も
と
づ
い
て
、
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け

る
ス
ル
タ
ン
の
統
治
権
を
実
際
に
行
使
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ン
ド
ラ
ー
シ
の
後
任
者
と
な
っ
た
共
通
外
栢
ハ
イ
メ

ル
レ
は
ま
ず
、
四
月
協
定
も
顧
慮
す
れ
ば
、
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関

わ
る
甕
職
の
任
命
権
隈
が
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
に
属
す
る
の
は
当

然
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
オ

ス
マ
ン
側
の
措
置
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
よ
る
ボ
ス
ニ
ア
統
治
を
前
提
と

し
て
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
、
オ
ス
マ
ン
政
府
は
シ

ュ
ク
リ
の
派
遣
準
備
を
延
期
す
べ
し
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
門
（
そ
の
聖

職
の
）
候
補
者
は
地
元
住
民
の
み
か
ら
選
出
さ
れ
る
べ
き
で
、
さ
ら
に
任
命

さ
れ
る
人
物
に
つ
い
て
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
ー
ー
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
当
局
に
事
前
に

知
ら
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
（
中
略
）
当
局
は
ボ
ス
ニ
ア
の
全
行
政
を
引
き

継
い
だ
の
だ
か
ら
、
影
響
力
の
あ
る
地
位
か
ら
行
政
の
秩
序
化
に
反
す
る
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

要
因
を
取
り
除
く
権
限
を
も
つ
の
だ
縣
と
。

　
こ
う
し
た
ハ
イ
メ
ル
レ
の
意
見
に
従
い
デ
ュ
ブ
ス
キ
ー
は
、
オ
ス
マ
ン
政

府
に
シ
ュ
ク
リ
の
派
遣
延
期
を
申
し
入
れ
た
。
他
方
で
ハ
イ
メ
ル
レ
に
対
し

て
は
、
オ
ス
マ
ン
政
府
の
措
置
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
の
た
め
の
新
た
な
宗
教
職
の
創
設
を
早
期
に
実
現
す
べ
き
だ
と

　
　
　
⑦

強
調
し
た
。

　
こ
れ
を
う
け
て
、
一
八
八
○
年
に
ボ
ス
ニ
ア
統
治
者
と
な
っ
た
共
通
蔵
相

ス
ズ
ラ
ヴ
ィ
も
、
ボ
ス
ニ
ア
現
地
の
統
治
当
局
に
宗
教
職
の
創
設
準
備
に
関

す
る
指
示
を
出
し
た
。
そ
こ
で
は
、
前
年
に
請
願
書
を
提
出
し
た
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
と
の
協
力
関
係
こ
そ
が
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
影
響
力
の

及
ば
な
い
新
た
な
宗
教
制
度
の
組
織
化
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
、
と
ま
ず
提
言

し
た
。
た
だ
し
そ
れ
で
も
そ
の
頂
点
に
立
つ
指
導
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
教

養
・
品
行
方
正
さ
・
社
会
的
地
位
に
お
い
て
名
声
に
富
み
、
同
じ
信
者
に
多
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⑧

大
な
る
影
響
力
を
及
ぼ
せ
る
人
物
で
あ
る
べ
き
だ
と
忠
告
し
た
の
だ
っ
た
。

　
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
官
僚
の
こ
う
し
た
一
連
の
対
応
か
ら
は
、
四
月
協
定

に
矛
盾
し
な
い
か
た
ち
で
、
新
た
な
宗
教
職
の
設
置
を
実
現
し
た
い
と
い
う

慎
重
な
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
措
置
が
オ
ス

マ
ン
帝
国
や
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
の
あ
い
だ
に
不
必
要
な
軋
礫

を
生
み
、
外
交
問
題
に
発
展
す
れ
ば
、
ボ
ス
ニ
ア
領
有
自
体
が
セ
ル
ビ
ア
や

ロ
シ
ア
も
巻
き
込
む
国
際
的
な
問
題
へ
と
再
燃
し
う
る
と
い
う
懸
念
も
あ
っ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
ス
ズ
ラ
ヴ
ィ
は
、
外
交
筋
を
通
じ
て
カ
フ

カ
ー
ス
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
統
治
の
現
状
や
、
北
ア
フ
リ
カ
に

お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
支
配
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
オ
ス
マ
ン
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

家
か
ら
自
立
し
た
宗
教
制
度
の
在
り
方
を
調
査
・
確
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
事
態
の
展
開
の
な
か
で
、
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の

宗
教
職
を
実
際
に
創
設
し
た
の
は
、
一
入
八
二
年
に
共
通
蔵
相
に
就
任
し
た

カ
ー
ラ
イ
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
る
宗
教
職
の
設
遣
に
い
た
っ
た
直
接
の
契
機

は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
対
す
る
宗
教
的
な

指
導
・
監
督
に
む
け
て
再
び
始
動
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
オ
ス
マ

ン
政
府
は
、
先
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
側
の
指
示
も
鑑
み
、
地
元
の
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
の
な
か
か
ら
宗
教
指
導
者
を
選
出
し
、
そ
の
任
務
を
直
接
委
ね
よ
う
と

し
た
。
一
八
八
二
年
二
月
九
日
、
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
占
領

以
前
か
ら
サ
ラ
エ
ヴ
ォ
の
ム
フ
テ
ィ
ー
を
担
当
し
て
い
た
オ
刈
入
ヴ
ィ
ッ
チ

に
、
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
宗
教
的
業
務
全
般
に
つ
い
て
の
指
導
権
を
委
譲
す

る
旨
の
書
簡
を
直
接
送
付
し
た
。
と
こ
ろ
が
オ
メ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
長
ら
く
地

元
の
宗
教
家
と
し
て
活
躍
し
な
が
ら
も
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
占
領
に
対

し
て
は
賛
同
を
示
し
、
先
述
の
請
願
書
の
署
名
者
に
も
名
を
連
ね
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
彼
は
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
受
け
取
っ
た
書
簡
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

つ
い
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
当
局
に
報
告
し
た
の
だ
っ
た
。

　
カ
ー
ラ
イ
は
こ
の
事
態
を
利
用
し
て
、
イ
ス
ラ
イ
ム
の
宗
教
職
の
創
設
に

着
手
し
た
。
彼
は
ま
ず
、
「
ス
ル
タ
ン
は
カ
リ
フ
で
あ
る
ゆ
え
、
ト
ル
コ
支

配
下
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
、
さ
ら
に
、
も
は
や
そ
の
支
配
下
で
は
な
い
地
域

の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
と
っ
て
も
国
家
元
首
の
み
な
ら
ず
宗
教
指
導
者
で

も
」
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
対
す
る
ス
ル
タ
ン

の
影
響
力
を
絶
つ
こ
と
が
重
要
だ
と
主
張
し
た
。
た
だ
し
そ
れ
で
も
、
新
た

な
宗
教
職
の
設
遣
が
四
月
協
定
に
抵
触
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
考
え
た

カ
ー
ラ
イ
は
、
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
指
名
さ
れ
た
オ
メ
ロ
ヴ

ィ
ッ
チ
自
身
を
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
皇
帝
が
ボ
ス
ニ
ア
の
新
た
な
イ
ス
ラ
ー
ム

宗
教
指
導
者
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
と
し
て
任
命
す
る
こ
と
を
提
案
し

た
。
こ
の
措
置
で
あ
れ
ば
、
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
意
向
に
も
沿

う
こ
と
に
な
り
、
四
月
協
定
に
も
抵
触
す
る
こ
と
な
く
、
オ
ス
マ
ン
政
府
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

か
ら
の
抗
議
も
回
避
で
き
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
カ
ー
ラ
イ
は
最
終
的
に
～
八
八
二
年
一
〇
月
、
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
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ハプスブルク帝国下ボスニアにおけるイスラーム統治とその反応（米岡）

マ
ー
職
と
そ
の
諮
問
機
関
で
四
名
の
委
員
か
ら
な
る
ウ
レ
マ
ー
・
メ
ジ
ュ
リ

ス
（
d
δ
5
鋤
－
旨
Φ
α
讐
ω
「
ウ
レ
マ
ー
の
会
合
」
）
の
設
置
を
決
定
し
、
先
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
二
二
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
を
最
初
の
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
に
就
任
さ
せ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
、
自
ら
の
認
め
た
宗
教
指
導
者
が
任
命
さ

れ
た
た
め
、
明
確
な
抗
議
姿
勢
を
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
ボ
ス
ニ
ア
独
自
の
こ
の
宗
教
職

が
、
帝
国
の
統
治
体
制
の
…
部
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
、
そ

の
業
務
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
i
職
と
ウ
レ

マ
ー
・
メ
ジ
ュ
リ
ス
の
委
員
の
任
命
権
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
皇
帝
が
掌
握
し

て
い
た
。
ボ
ス
ニ
ア
の
地
方
当
周
か
ら
は
、
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
職

と
ウ
レ
マ
ー
・
メ
ジ
ュ
リ
ス
の
委
員
そ
れ
ぞ
れ
に
給
与
が
支
給
さ
れ
た
。
彼

ら
の
任
務
は
基
本
的
に
、
ボ
ス
ニ
ア
各
地
の
イ
ス
ラ
ー
ム
全
般
に
関
わ
る
宗

教
業
務
を
管
轄
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
と
く
に
主
要
な
任
務
は
、
ボ
ス
ニ
ア

各
県
の
ム
フ
テ
ィ
ー
や
カ
ー
デ
ィ
！
の
選
出
、
帝
国
に
よ
り
組
織
化
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ワ
ク
フ
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
適
任
者
選
出
な
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
で

レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
統
治
体
制
に
か
な

う
よ
う
に
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
を
指
導
・
管
轄
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
以
上
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が
ボ
ス
ニ
ア
独
自
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教
職

を
創
設
す
る
過
程
を
考
察
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
措
置
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝

国
に
と
っ
て
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
」
を
掲
げ
た
ス
ル
タ
ン
の
影
響
力
か
ら

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
を
6
1
き
離
し
、
四
月
協
定
の
規
定
を
骨
抜
き
に
し
な
が
ら
、

彼
ら
に
対
す
る
支
配
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
で
は
こ
の
宗
教
職
の
設
罎
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
自
身
に
と
っ
て
ど

の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
の
か
。
現
時
点
で
は
史
料
の
制
約
上
、
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
側
の
反
応
を
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
は
困
難
だ
が
、
次
章
で
は
可
能
な
限

り
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

①
ボ
ス
ニ
ア
は
、
帝
国
内
の
民
族
間
の
均
衡
を
は
か
る
理
由
か
ら
、
オ
ー
ス
ト
リ

　
ア
に
も
ハ
ン
ガ
リ
ー
に
も
帰
属
せ
ず
、
共
通
大
蔵
省
の
管
轄
下
に
お
か
れ
た
。

　
H
ヨ
餌
日
。
く
昼
9
．
寓
野
ω
窪
．
黙
⊃
〒
ω
鈴

②
団
き
ω
－
罵
。
い
§
鳥
G
り
欝
ρ
富
p
。
唇
ロ
間
く
㌔
。
匿
ω
魯
①
》
岩
田
〈
×
い
H
曇
Φ
3
9
。
（
以
下
、

　
頃
出
ω
け
〉
．
℃
〉
）
卜
⊃
δ
’
観
ω
ω
＼
ω
出
、
≦
δ
登
磐
一
b
⊃
．
竃
臥
H
G
◎
お
．

③
内
Φ
ヨ
¢
麺
H
■
、
．
．
○
冨
含
。
」
§
鴇
臼
。
冒
9
買
巴
ω
樽
磐
。
＝
N
属
刈
。
。
9
ゆ
q
。
α
ぎ
Φ
．
．
．

　
9
蕊
ミ
神
ミ
ぎ
ミ
国
£
乾
§
謹
沁
薦
恥
ミ
蔦
鴨
二
村
恥
、
竃
袋
箋
に
山
b
っ
＼
9
。
ω
L
㊤
刈
ρ

　
o
。
け
μ
c
臼
切
㊤
I
q
①
命

④
寓
寓
ω
叶
〉
’
℃
＞
b
っ
δ
譲
δ
戸
餌
ヨ
曽
．
窯
日
。
＝
○
。
お
．

⑤
団
出
発
♪
℃
＞
b
。
H
ρ
累
り
参

⑥
口
出
伜
〉
¶
℃
》
b
。
峯
芝
δ
戸
田
ヨ
一
F
｝
琶
二
Q
。
。
。
ρ

⑦
出
出
Q
り
＄
、
℃
〉
卜
。
峯
ズ
μ
＄

⑧
出
出
ω
箋
治
＞
b
。
｝
ρ
繍
。
。
。
。
＼
じ
σ
9
甲

⑨
津
毒
言
く
昼
号
ミ
、
ω
R
一
峯

⑩
缶
団
。
。
3
㌔
》
陛
ρ
輔
。
。
ω
O
＼
じ
σ
「
国
．

⑪
国
国
ω
叶
〉
噂
℃
諺
b
。
峯
卜
。
ω
＼
器
ψ

⑫
H
醐
9

⑬
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
圏
は
一
八
九
四
年
七
月
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
寄
進
制
度
ワ
ク
フ
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の
指
導
・
管
理
機
関
と
な
る
ワ
ク
フ
委
員
会
を
創
設
し
た
。
U
霞
慧
若
く
昼
魯
．

9
貸
ω
叶
μ
障
c
o
I
埠
9
誌
H
I
H
ω
四

三
　
宗
教
的
紐
帯
に
よ
る
対
抗

　
本
章
で
は
、
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
の
関
係

に
も
と
づ
き
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
よ
る
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
職

の
設
置
に
い
か
な
る
反
応
を
示
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
検
討
す

る
。
こ
れ
に
よ
り
彼
ら
が
、
民
族
主
義
的
な
活
動
と
は
異
な
る
か
た
ち
で
帝

國
統
治
に
対
抗
し
た
様
相
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

　
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
と
っ
て
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
と

の
関
係
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
存
在
を
甫
提
と
す
る
自
ら
の
宗
教
的
な
帰
属

意
識
を
問
う
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
～
八
九
三
年
の
レ
イ
ス
・

ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
職
の
交
代
を
契
機
と
し
て
表
面
化
し
た
。

　
ボ
ス
ニ
ア
統
治
者
た
る
共
通
蔵
相
カ
ー
ラ
イ
は
オ
メ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
病
に

よ
り
辞
職
し
た
こ
と
を
う
け
て
、
一
八
九
王
年
一
〇
月
二
五
日
、
皇
帝
の
同

意
の
も
と
、
新
た
な
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
に
官
吏
で
あ
っ
た
ア
ザ
パ

　
　
　
　
　
　
　
①

ギ
ッ
チ
を
任
命
し
た
。
彼
が
任
命
さ
れ
た
の
は
、
ボ
ス
ニ
ア
か
ら
オ
ス
マ
ン

帝
國
へ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
移
住
活
動
の
高
ま
り
に
宗
教
指
導
者
と
し
て

的
確
に
対
感
し
う
る
人
物
だ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
当
時
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
ニ
世
は
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
」
に
も
と
づ
い

て
よ
り
強
固
な
オ
ス
マ
ン
国
家
の
再
興
を
匿
指
す
べ
く
、
帝
国
の
旧
支
配
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

域
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
帝
国
領
内
へ
移
住
す
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
た
。

実
際
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が
ボ
ス
ニ
ア
独
自
の
宗
教
制
度
の
確
立
に
よ
り

オ
ス
マ
ン
国
家
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
を
引
き
離
そ
う
と
す
る
と
、
ボ
ス
ニ

ア
か
ら
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
移
住
も
積
極
的
に
勧
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
〇
六
年
の
ボ
ス
ニ
ア
統
治
当
局
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
　
一
八
八
三
年
か

ら
一
九
〇
五
年
ま
で
に
ボ
ス
ニ
ア
か
ら
オ
ス
マ
ン
帝
国
領
内
へ
移
住
し
た
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ス
ラ
イ
ム
教
徒
の
数
は
、
計
二
二
九
〇
七
九
名
に
達
し
た
。

　
ボ
ス
ニ
ア
統
治
者
た
る
カ
ー
ラ
イ
に
と
っ
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
移
住
者

数
の
こ
う
し
た
増
加
は
、
ボ
ス
ニ
ア
で
の
セ
ル
ビ
ア
人
や
ク
ロ
ア
チ
ア
人
の

数
的
優
位
を
作
り
出
し
、
そ
の
両
者
の
民
族
主
義
的
な
影
響
力
の
拡
大
を
引

き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
従
来
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

の
移
住
活
動
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
て
い
た
ア
ザ
パ
ギ
ッ
チ
を
、
シ
ェ
イ
ヒ

ュ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
認
可
を
と
り
つ
け
る
こ
と
も
な
く
、
レ
イ
ス
・
ウ

ル
・
ウ
レ
マ
ー
と
し
て
任
命
し
た
の
で
あ
る
。
ア
ザ
パ
ギ
ッ
チ
は
、
一
八
八

六
年
に
『
ヒ
ジ
ュ
ラ
に
つ
い
て
の
伝
雷
』
と
い
う
オ
ス
マ
ン
語
の
論
稿
を
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

表
し
、
移
住
活
動
に
対
す
る
批
判
的
な
態
度
を
表
明
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う

な
彼
の
任
命
の
経
緯
か
ら
は
、
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
に
期
待
さ
れ
た

役
割
が
、
帝
国
統
治
下
の
ボ
ス
ニ
ア
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
一
体
性

を
保
持
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
う
し
て
ア
ザ
パ
ギ
ッ
チ
は
、
前
任
者
と
異
な
り
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス

ラ
ー
ム
の
認
可
を
受
け
な
い
ま
ま
、
一
九
〇
九
年
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
り
続

け
た
。
こ
の
措
置
に
対
し
て
オ
ス
マ
ン
政
府
は
一
八
九
五
年
一
月
よ
り
、
ス

ル
タ
ン
の
統
治
権
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
権
利
の
保
障
を
定
め
た
四
月
協
定

も
踏
ま
え
て
、
ア
ザ
パ
ギ
ッ
チ
が
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
認
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
受
け
て
い
な
い
と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
側
に
外
交
筋
を
介
し
て
警
告
し
た
。
そ

れ
で
も
カ
ー
ラ
イ
は
、
四
月
協
定
の
第
二
項
に
反
し
て
い
な
い
理
由
と
し
て
、

ボ
ス
ニ
ア
の
こ
の
宗
教
職
が
住
民
か
ら
あ
る
程
度
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
か

ら
こ
そ
、
一
八
八
二
年
以
来
存
続
し
て
き
た
の
だ
と
反
論
し
、
オ
ス
マ
ン
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

府
の
要
求
に
従
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
か
ら
み
れ
ば
、
移
住
を
通
じ
た

オ
ス
マ
ン
国
家
へ
の
帰
属
に
否
定
的
な
態
度
を
示
し
た
う
え
、
さ
ら
に
シ
ェ

イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
認
可
も
正
式
に
受
け
て
い
な
い
宗
教
指
導
者
に

従
属
す
る
こ
と
は
容
易
に
受
け
入
れ
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
ら

は
、
四
月
協
定
に
依
拠
し
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
」
を
掲
げ
る
ス
ル
タ
ン
の

権
威
へ
の
帰
属
の
正
当
性
を
訴
え
な
が
ら
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
統
治
に
対

抗
し
よ
う
と
す
る
嘆
願
活
動
を
展
開
し
た
。

　
こ
の
活
動
を
率
い
た
の
は
、
当
時
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ヴ
ィ
ナ
地
方
の
中
心
都
市

モ
ス
タ
ル
の
ム
フ
テ
ィ
ー
に
就
任
し
て
い
た
ジ
ャ
ビ
ッ
チ
で
あ
っ
た
。
一
八

五
八
年
生
ま
れ
の
彼
は
、
近
代
的
な
統
治
体
制
と
イ
ス
ラ
ー
ム
精
神
が
矛
盾

す
る
と
い
う
信
念
の
持
ち
主
で
、
コ
ー
ラ
ン
の
教
え
に
従
う
こ
と
に
厳
格
な

入
物
と
し
て
名
声
を
集
め
て
い
た
。
そ
の
た
め
親
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
傾
向
も

示
し
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
ス
ル
タ
ン
た
る
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
ニ
世
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
」
に
も
通
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ジ
ャ
ビ
ッ
チ
が
自
ら
の
信
念
を
実
際
の
行
動
に
結
び
つ
け
、
本
格
的
に
活

動
を
始
め
た
の
は
、
一
八
九
九
年
か
ら
で
あ
っ
た
。
同
年
五
月
モ
ス
タ
ル
近

郊
の
村
で
、
フ
ァ
タ
と
い
う
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
少
女
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改

宗
す
る
と
い
う
事
件
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
ジ
ャ
ビ
ッ
チ
を
中
心
と
す
る
モ
ス

タ
ル
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
、
こ
の
事
件
そ
の
も
の
に
対
す
る
嘆
願
書
に
加

え
、
帝
国
の
イ
ス
ラ
ー
ム
統
治
金
般
に
関
す
る
要
望
を
示
し
た
別
の
嘆
願
書

の
提
出
に
む
け
て
も
準
備
を
進
め
た
。
そ
し
て
同
年
八
月
に
は
、
支
持
者
獲

得
の
た
め
に
モ
ス
タ
ル
県
全
土
に
向
け
て
代
表
者
を
送
り
、
そ
の
翌
月
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

提
戯
さ
れ
る
べ
き
嘆
願
書
の
草
稿
を
完
成
さ
せ
た
。

　
実
際
に
提
出
さ
れ
た
カ
ー
ラ
イ
へ
の
嘆
願
書
に
お
い
て
主
張
の
焦
点
と
な

っ
た
の
は
、
モ
ス
タ
ル
県
内
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
よ
る
独
自
の
委
員
会
創

設
の
提
案
で
あ
っ
た
。
そ
の
役
割
は
、
当
局
の
代
わ
り
に
モ
ス
タ
ル
県
内
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

イ
ス
ラ
ー
ム
統
治
全
般
に
関
し
て
管
轄
す
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
彼

ら
の
主
張
か
ら
は
、
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
に
従
属
す
る
こ
と
な
く
宗

教
的
な
制
度
を
自
主
的
に
運
営
し
た
い
と
い
う
意
志
が
う
か
が
え
る
が
、
そ

れ
で
も
そ
れ
は
、
モ
ス
タ
ル
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
局
地
的
な
要
望
を
表
明
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し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
こ
う
し
た
行
動
に
対
し
て
ボ
ス
ニ
ア
の
統
治
当
局
は
、
一
九
〇
〇
年
二
月
、

帝
国
に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
統
治
の
正
当
性
を
強
調
し
な
が
ら
、
モ
ス
タ
ル
の

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
彼
ら
の
嘆
願
書
が
棄
却
さ
れ
た
と
伝
え
た
。
さ
ら
に
同

年
四
月
に
は
、
嘆
願
活
動
の
主
導
者
で
あ
る
ジ
ャ
ビ
ッ
チ
を
ム
フ
テ
ィ
i
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

か
ら
解
雇
し
た
の
だ
っ
た
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
～
連
の
対
抗
措
置
も
、
モ
ス
タ
ル
か
ら
ボ
ス
ニ
ア
各
地
へ

と
広
が
り
は
じ
め
て
い
た
嘆
願
活
動
を
止
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
ジ

ャ
ビ
ッ
チ
を
中
心
と
す
る
モ
ス
タ
ル
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
、
ボ
ス
ニ
ア
の

各
都
市
に
お
い
て
支
持
者
獲
得
に
む
け
た
行
動
を
活
発
化
さ
せ
た
。
そ
の
結

果
、
一
九
〇
〇
年
以
前
に
は
嘆
願
活
動
へ
の
署
名
者
数
が
数
浮
名
だ
っ
た
の

が
、
そ
れ
以
後
に
は
数
千
名
に
ま
で
増
加
し
た
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
一
九
〇

〇
年
五
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
ボ
ス
ニ
ア
内
外
に
お
い
て
、
新
た
な
嘆
願
書

作
成
に
む
け
た
会
合
を
開
催
し
た
。
各
会
合
に
は
指
導
者
た
る
ジ
ャ
ビ
ッ
チ

も
含
め
て
ボ
ス
ニ
ア
全
六
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
代
表
者
が
参
加
し
、
ボ
ス
ニ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

各
地
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
要
望
に
か
な
う
嘆
願
書
の
作
成
に
着
手
し
た
。

　
そ
れ
で
は
、
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
で
あ
る
ア
ザ
パ
ギ
ッ
チ
は
、
こ

の
嘆
願
活
動
の
広
が
り
に
い
か
な
る
対
応
を
示
し
た
の
か
。
一
九
〇
〇
年
五

月
、
ア
ザ
パ
ギ
ッ
チ
と
ウ
レ
マ
ー
・
メ
ジ
ュ
リ
ス
の
二
人
、
さ
ら
に
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
の
官
吏
層
は
共
同
で
、
ジ
ャ
ビ
ッ
チ
を
指
導
考
と
す
る
嘆
願
活

動
に
反
対
す
る
こ
と
を
発
表
し
た
。
そ
こ
で
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が
イ

ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
統
治
に
献
身
的
な
努
力
を
進
め
て
い
る
こ
と
と
同
時
に
、

嘆
願
活
動
を
牽
引
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
ボ
ス
ニ
ア
全
住
民
の
代
表
者
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
。
ア
ザ
パ
ギ
ッ
チ
の
こ
う
し
た
行
動
は
、
嘆
願

活
動
の
拡
大
を
抑
え
よ
う
と
す
る
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
統
治
方
針
に
支
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
ア
ザ
パ
ギ
ッ
チ
と
官
吏
層
と
並
び
、
嘆
願
活
動
の
広
が
り
に
批
判

的
な
姿
勢
を
示
し
た
の
は
ム
ス
リ
ム
知
識
人
層
で
あ
っ
た
。
別
稿
で
論
じ
た

よ
う
に
、
近
代
的
な
学
校
教
育
も
受
け
た
彼
ら
は
、
ボ
ス
ニ
ア
生
ま
れ
の
ム

ス
リ
ム
と
し
て
の
民
族
的
な
帰
属
意
識
を
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
内
に
広
め
る
う

え
で
、
ジ
ャ
ビ
ッ
チ
を
指
導
者
と
す
る
嘆
願
活
動
が
そ
の
妨
げ
に
な
る
と
考

え
て
い
た
。
そ
こ
で
～
九
〇
三
年
に
は
文
芸
誌
『
ベ
ハ
ー
ル
（
無
二
を
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

刊
し
、
嘆
願
活
動
に
対
抗
し
て
自
ら
の
意
見
を
広
め
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し

た
事
実
も
念
頭
に
お
く
と
、
当
時
の
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
で
は
、

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
統
治
体
制
を
支
え
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
集
団
が
存

在
し
た
こ
と
と
同
時
に
、
ジ
ャ
ビ
ッ
チ
を
指
導
者
と
す
る
嘆
願
活
動
の
広
が

り
に
～
定
の
限
界
が
あ
っ
た
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
で
も
一
九
〇
〇
年
一
二
月
に
は
つ
い
に
、
ボ
ス
ニ
ア
全
土
の
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
の
意
見
を
ま
と
め
た
と
さ
れ
る
嘆
願
書
が
、
ボ
ス
ニ
ア
各
県
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

代
表
者
全
一
～
名
に
よ
っ
て
共
通
蔵
相
力
ー
ラ
イ
へ
と
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
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嘆
願
書
は
、
各
県
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
代
表
者
が
一
丸
と
な
り
、
ハ
プ
ス
ブ

ル
ク
帝
国
の
統
治
体
制
の
な
か
で
ス
ル
タ
ン
の
庇
護
の
も
と
自
治
的
な
宗
教

制
度
の
導
入
を
明
確
に
主
張
し
た
と
い
う
点
で
特
筆
に
値
す
る
。

　
こ
の
嘆
願
書
で
は
ま
ず
、
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
イ
ム
教
徒
の
現
況
が
四
月

協
定
の
内
容
に
反
す
る
も
の
だ
と
訴
え
ら
れ
た
。
そ
の
う
え
で
「
イ
ス
ラ
ー

ム
の
危
機
」
と
い
う
言
葉
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
従
来
の
嘆
願
書
に
則
し

て
占
領
以
後
の
帝
国
統
治
の
在
り
方
を
回
顧
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
よ
る

改
宗
活
動
、
学
校
教
育
や
ワ
ク
フ
制
度
の
現
状
に
対
す
る
不
満
が
論
じ
ら
れ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
根
源
的
原
因
が
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
を
頂
点
と

す
る
腰
部
主
導
の
宗
教
制
度
に
あ
る
と
明
言
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
イ
ス
ラ
ー

ム
の
理
念
に
お
い
て
は
国
家
と
宗
教
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
ゆ
え
、
非
イ

ス
ラ
ー
ム
の
統
治
体
制
に
従
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
現
実
に

お
い
て
も
、
ロ
シ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
キ
プ
ロ
ス
で
は
統
治

者
側
が
ボ
ス
ニ
ア
の
よ
う
に
イ
ス
ラ
ー
ム
統
治
に
介
入
す
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
も
現
行
の
制
度
に
か
え
て
、
よ
り
自
治
的

な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
訴
え
ら
れ

た
。
具
体
的
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
代
表
者
か
ら
な
る
ひ
と
つ
の
集
会

を
創
設
し
、
そ
れ
を
母
体
と
し
て
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
の
選
出
や
ワ

ク
フ
の
運
営
を
お
こ
な
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
レ
イ
ス
・
ウ

ル
・
ウ
レ
マ
ー
は
、
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
認
可
を
受
け
た
う
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

で
活
動
す
べ
し
と
強
調
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　
こ
こ
か
ら
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
よ
る
こ
の
嘆
願
活
動
が
、
宗
教
的
紐

帯
を
介
し
た
ス
ル
タ
ン
の
権
威
へ
の
帰
属
を
希
求
し
、
ボ
ス
ニ
ア
の
統
治
体

制
内
に
お
け
る
自
治
の
獲
得
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
把
握

さ
れ
る
。
そ
れ
は
先
述
の
よ
う
に
、
占
領
に
賛
同
を
示
し
た
一
部
の
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
が
、
オ
ス
マ
ン
国
家
か
ら
独
立
し
た
宗
教
制
度
を
求
め
た
姿
勢

と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ジ
ャ
ビ
ッ
チ
に
率
い
ら
れ
た

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
と
っ
て
、
四
月
協
定
の
内
容
は
遵
守
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
を
頂
点
と
す
る
宗
教

制
度
も
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
」
を
掲
げ
る
ス
ル
タ
ン
の
権
威
の
庇
護
の
も

と
自
治
的
な
制
度
に
よ
り
運
営
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

　
し
か
し
、
共
通
蔵
相
力
ー
ラ
イ
は
こ
う
し
た
活
動
に
対
し
て
、
帝
国
の
宗

教
政
策
が
四
月
協
定
に
反
す
る
こ
と
は
な
い
と
明
言
し
た
。
そ
の
う
え
で
、

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
へ
の
譲
歩
が
「
国
家
の
な
か
に
国
家
を
生
み
出
し
う
る
政

治
的
な
要
因
」
に
な
り
う
る
ゆ
え
、
又
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
）
皇
帝
の
統
治
権
や

国
家
主
権
が
絶
対
に
保
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
、
最
終
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
こ
の
一
二
月
の
嘆
願
書
も
棄
却
し
た
。
さ
ら
に
こ
の
活
動
が
こ
れ
以
上
拡

大
す
る
こ
と
を
抑
え
る
べ
く
、
そ
の
指
導
者
層
へ
の
対
抗
措
麗
も
実
施
し
、

一
九
〇
二
年
一
月
に
は
ジ
ャ
ビ
ッ
チ
を
は
じ
め
と
す
る
数
名
の
イ
ス
ラ
ー
ム
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教
徒
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
訪
問
し
た
際
、
ボ
ス
ニ
ア
へ
の
帰
国

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

を
禁
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
カ
ー
ラ
イ
に
よ
る
こ
う
し
た
措
置
の
背
景
に
は
、

セ
ル
ビ
ア
人
や
ク
ロ
ア
チ
ア
人
の
民
族
主
義
的
な
活
動
が
高
ま
っ
て
い
く
な

か
で
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が
ボ
ス
ニ
ア
を
継
続
し
て
領
有
す
る
た
め
に
は
、

ス
ル
タ
ン
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
の
関
係
も
絶
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意

図
も
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
モ
ス
タ
ル
か
ら
ボ
ス
ニ
ア
各
地
へ
広
が
っ
た
嘆
願
活
動
は
、
ジ
ャ
ビ
ッ
チ

が
不
在
と
な
っ
た
結
果
、
一
九
〇
一
年
か
ら
一
九
〇
五
年
に
か
け
て
一
時
的

に
停
滞
し
た
。
そ
れ
で
も
そ
の
活
動
は
最
終
的
に
一
九
〇
六
年
一
二
月
目
イ

ス
ラ
ー
ム
教
徒
初
の
政
治
組
織
「
ム
ス
リ
ム
大
衆
組
織
（
竃
⊆
ω
一
夏
鋤
P
ω
冨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

p
鉾
。
曾
蝉
。
民
o
q
簿
巳
N
9
。
o
冒
、
以
下
M
N
O
）
」
の
創
立
に
結
実
し
た
。

　
こ
の
組
織
が
嘆
願
活
動
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
た
こ
と
は
、
創
立
時
に
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
一
〇
〇
名
の
署
名
と
と
も
に
作
成
さ
れ
た
活
動
理
念
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

覚
書
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
、
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
は
「
悲
し
む
べ
き
現
状
」
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
四

月
協
定
の
内
容
に
反
し
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
側
の
行
動
が
改
め
ら
れ
る
こ
と
も

な
く
、
新
た
な
宗
教
職
の
設
慣
に
よ
り
「
長
老
府
（
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス

ラ
ー
ム
を
長
官
と
す
る
宗
教
行
政
の
最
高
宮
庁
　
　
－
引
用
者
補
足
）
と
の

精
神
的
・
宗
教
的
つ
な
が
り
が
完
全
に
分
断
さ
れ
て
い
る
か
ら
偏
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
自
治
的
な
宗
教
制
度
の
導
入
も
当
局
の
政
治
的
目
的
に
か
な
わ
な

い
ゆ
え
実
現
し
な
い
と
述
べ
ら
れ
た
。
そ
し
て
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス
ラ
ー

ム
の
認
可
を
う
け
た
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
に
し
か
従
え
な
い
こ
と
を

強
調
す
る
べ
く
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
わ
れ

わ
れ
の
宗
教
的
原
理
に
従
え
ば
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
い
る
今
日

の
カ
リ
フ
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
最
高
宗
教
指
導
者
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
の

人
物
と
の
宗
教
的
紐
帯
を
絶
つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
そ
れ
に
よ
り
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

信
心
者
あ
る
い
は
離
反
者
と
な
る
こ
と
も
み
と
め
ら
れ
な
い
」
と
。

　
以
上
の
議
論
か
ら
、
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝

国
に
よ
る
宗
教
指
導
職
の
設
遣
に
対
し
て
い
か
な
る
反
応
を
示
し
た
の
か
、

と
い
う
問
題
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ジ
ャ
ビ
ッ
チ
を
中
心
と
す
る
嘆
願
活
動

に
与
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
、
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
を
頂
点
と
す

る
宗
教
制
度
が
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
統
治
体
制
の
一
部
と
し
て
で
は
な

く
、
カ
リ
フ
た
る
ス
ル
タ
ン
の
指
導
の
も
と
で
自
治
的
に
運
営
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
は
、
四
月
の
協
定
内
容
に
依
拠
し
て
、
「
イ

ス
ラ
ー
ム
主
義
」
を
掲
げ
た
ス
ル
タ
ン
の
権
威
へ
の
帰
属
の
正
当
性
を
訴
え
、

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
統
治
の
な
か
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
形
ば
か

り
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
活
動
が
ボ
ス
ニ
ア
の
イ

ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
い
て
一
定
の
影
響
力
を
も
ち
え
た
こ
と
は
、
最
終
的
に

M
N
O
と
い
う
政
治
組
織
の
誕
生
に
結
実
し
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　
た
し
か
に
こ
の
嘆
願
活
動
に
は
、
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
や
そ
の
他
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ハプスブルク帝国下ボスニアにおけるイスラーム統治とその反応（米「謝

の
官
吏
層
、
あ
る
い
は
ム
ス
リ
ム
知
識
人
層
の
存
在
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
と

お
り
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
統
治
の
現
状
に
お
い
て
一
定
の
限
界
が
あ
っ
た

こ
と
も
否
め
な
い
。
し
か
し
そ
の
活
動
の
展
開
過
程
か
ら
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル

ク
帝
国
が
ボ
ス
ニ
ア
の
領
有
に
む
け
て
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
を
統
括
し
よ
う

と
す
る
状
況
の
な
か
で
、
ス
ル
タ
ン
の
権
威
を
後
ろ
盾
と
し
て
、
帝
国
統
治

に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
姿
が
浮
き
彫
り
に

な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

①
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て
い
る
が
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ボ
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ニ
ア
現
地
で
の
調
査
に
お
い
て
も
そ
の
所
蔵
は
確
認
さ
れ
え
な

　
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
史
料
を
引
用
し
た
以
下
の
諸
研
究
よ
り
そ
の

　
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
と
し
た
。
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⑰
じ
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出
儒
器
．
魯
ミ
．
ω
」
ω
㊤
山
A
O
．

⑱
こ
の
組
織
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
「
ム
ス
リ
ム
民
族
組
織
」
と
い
う
名
称
を
用

　
い
き
た
（
拙
稿
「
ム
ス
リ
ム
知
識
入
」
、
五
〇
頁
V
。
し
か
し
、
嘆
願
活
動
の
流
れ

　
を
汲
む
こ
の
組
織
の
性
格
を
考
慮
す
れ
ば
、
ヨ
霞
。
脅
巴
は
「
大
衆
」
と
訳
す

　
る
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑲
さ
ミ
。
ミ
§
ミ
き
§
幕
。
ミ
鳶
爲
。
竃
屋
三
冬
へ
吻
ミ
、
§
、
簿
轟
さ
ご
§
N
p
。
ゆ
q
－

　
「
Φ
σ
噂
一
8
q

⑳
ミ
ド
ω
g
㊦
¶
ρ

お
　
わ
　
り
　
に

最
後
に
本
稿
の
議
論
を
整
理
し
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
よ
る
ボ
ス
ニ
ァ
領
有
は
、
一
八
七
九
年
の
四
月
協
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定
の
締
結
に
よ
り
、
ス
ル
タ
ン
の
統
治
権
の
継
続
的
な
有
効
性
と
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
の
保
護
と
い
っ
た
一
定
の
条
件
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
背

景
に
は
、
当
時
の
ス
ル
タ
ン
た
る
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
ニ
世
が
「
イ
ス
ラ
ー

ム
主
義
」
と
い
う
理
念
の
も
と
、
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
も
自
ら
の

権
限
の
範
囲
内
に
お
く
こ
と
で
、
帝
国
の
一
体
性
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
政

治
的
意
図
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
血
斑
は
、
国
内
の
内

政
的
混
乱
に
も
対
応
す
る
べ
く
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
譲
歩
し
な
が
ら
ボ
ス
ニ

ア
領
有
を
実
現
す
る
と
い
う
選
択
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
宗
教
指
導
者
の
派
遣

と
い
う
か
た
ち
で
、
四
月
協
定
で
認
め
ら
れ
た
権
限
を
実
際
に
行
使
し
よ
う

と
し
た
こ
と
を
う
け
て
、
ボ
ス
ニ
ア
で
の
よ
り
確
固
と
し
た
統
治
体
制
の
確

立
に
む
け
た
宗
教
政
策
を
実
行
し
た
。
そ
こ
で
、
オ
ス
マ
ン
国
家
か
ら
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
を
引
き
離
す
措
置
と
し
て
、
反
オ
ス
マ
ン
志
向
の
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
の
支
持
を
取
り
つ
け
な
が
ら
、
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
を
頂
点
と

す
る
ボ
ス
ニ
ア
独
自
の
宗
教
制
度
を
創
設
し
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
の

際
も
、
四
月
協
定
の
内
容
を
全
く
反
故
と
す
る
こ
と
な
く
、
ス
ル
タ
ン
の
権

限
が
直
接
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
対
応
し
た
。
そ
れ
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が

当
初
、
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
に
よ
り
宗
教
指
導
者
と
し
て
指
名
さ

れ
た
オ
メ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
を
最
初
の
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
に
任
命
し
た

事
実
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
だ
が
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
は
～
八
九
三
年
一
〇
月
、
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ

ス
ラ
ー
ム
の
認
可
を
取
り
付
け
る
こ
と
も
な
く
、
次
の
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ

レ
マ
ー
と
し
て
ア
ザ
パ
ギ
ッ
チ
を
任
命
し
た
。
そ
れ
は
、
帝
国
が
ボ
ス
ニ
ア

を
継
続
し
て
領
有
す
る
う
え
で
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
ニ
世
の
「
イ
ス
ラ
ー

ム
主
義
」
に
呼
応
し
た
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
移
住
活
動
を
抑
え

る
た
め
の
方
策
で
あ
っ
た
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
に
よ
る
ボ
ス
ニ
ア
領
有
に

は
、
民
族
主
義
的
な
影
響
力
の
拡
大
を
目
指
す
セ
ル
ビ
ア
人
や
ク
ロ
ア
チ
ア

人
が
ボ
ス
ニ
ア
住
民
の
多
数
派
と
な
ら
な
い
よ
う
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
存

在
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
と
も
と
移
住
活
動
に

反
対
を
表
明
し
て
い
た
ア
ザ
パ
ギ
ッ
チ
に
は
、
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
！

と
し
て
活
動
す
る
こ
と
で
、
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
～
体

性
を
保
持
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
彼
は
、
前
任
者

と
異
な
り
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
認
可
も
受
け
ず
、
一
九
〇
九
年

ま
で
そ
の
宗
教
指
導
職
に
在
位
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
ジ
ャ
ビ
ッ
チ
を
中
心
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
、
ス
ル

タ
ン
と
の
宗
教
的
紐
帯
の
も
と
に
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の
こ
う
し
た
宗
教

政
策
に
抗
す
る
嘆
願
活
動
を
展
開
し
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
ハ
プ
ス
ブ
ル

ク
帝
国
統
治
を
支
え
る
べ
く
、
シ
ェ
イ
ヒ
ュ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
認
可
も
な

い
ま
ま
レ
イ
ス
・
ウ
ル
・
ウ
レ
マ
ー
に
就
任
し
た
ア
ザ
パ
ギ
ッ
チ
に
従
属
す

る
こ
と
は
認
め
が
た
い
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
彼
ら
は
嘆
願
活
動
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の
過
程
に
お
い
て
、
非
イ
ス
ラ
ー
ム
統
治
下
の
も
と
で
イ
ス
ラ
ー
ム
と
し
て

生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
四
月
協
定
も
拠
り
所
と
し
な
が
ら
、
オ
ス
マ
ン
国

家
に
よ
り
正
式
に
認
可
さ
れ
た
宗
教
指
導
者
の
も
と
で
自
治
的
な
宗
教
心
度

が
運
営
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
嘆
願
活
動
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
ム
ス
リ
ム
知
識
人
層
の
反
発
を
惹
起
す
る

な
ど
ボ
ス
ニ
ア
の
全
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
意
見
を
集
約
し
た
も
の
と
は
な
ら

な
か
っ
た
。
だ
が
こ
の
活
動
か
ら
は
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
」
を
掲
げ
る
ス

ル
タ
ン
の
庇
護
の
も
と
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
と
し
て
の
自
治
を

保
持
す
る
こ
と
で
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
統
治
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
、
イ

ス
ラ
ー
ム
教
徒
独
自
の
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
以
上
か
ら
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
統
治
と
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

の
関
係
が
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
帝
国
対
民
族
と
い

っ
た
図
式
で
は
捉
え
き
れ
な
い
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
。
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝

国
に
と
っ
て
は
、
国
内
の
民
族
間
の
均
衡
を
は
か
り
つ
つ
、
ボ
ス
ニ
ア
を
領

有
し
続
け
て
い
く
た
め
に
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
影
響
力
を
排
し
た
イ
ス

ラ
ー
ム
共
同
体
の
支
え
こ
そ
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
他
方
イ
ス
ラ
ー
ム
教

徒
は
、
民
族
主
義
を
掲
げ
た
ボ
ス
ニ
ア
の
他
民
族
と
は
異
な
り
、
ス
ル
タ
ン

と
の
宗
教
的
な
紐
帯
に
よ
っ
て
帝
国
統
治
に
抗
し
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と

し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
両
者
の
対
抗
関
係
こ
そ
、
本
稿
で
示
さ
れ
た
と
お

り
、
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
が
、
他
の
西
洋
諸
国
と
並
び
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
主

義
」
を
掲
げ
る
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
も
対
峙
し
な
が
ら
ボ
ス
ニ
ア
統
治
を
実
践

し
た
局
颪
か
ら
見
通
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
本
稿
の
事
例
は
今

後
、
同
時
期
に
オ
ス
マ
ン
帝
国
領
へ
と
進
出
し
て
い
た
西
欧
諸
国
や
ロ
シ
ア

帝
国
に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
統
治
の
在
り
方
と
の
比
較
の
素
材
と
し
て
も
有
益

な
も
の
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
稿
の
よ
う
に
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
動
向
も
視
野
に
入
れ
、
ハ
プ
ス
ブ
ル

ク
帝
国
と
ボ
ス
ニ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
関
係
を
さ
ら
に
考
察
し
て
い
く

際
に
は
、
一
九
〇
八
年
七
月
に
勃
発
し
た
青
年
ト
ル
コ
革
命
が
こ
の
両
者
の

関
係
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
検
討
す

べ
き
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
考
察
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
付
記
）
　
本
稿
は
、
平
成
二
～
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究

員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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Before　the　middle　of　the　13th　century，　the　basic　meaning　of　the　word　akuto一　was

exclusively　“a　group　of　villains，”　which　had　been　the　original　meaning　of　the

word．　However，　after　akztto一　was　adopted　and　defined　as　a　legal　term　by　the

Kamakura　shogunate　to　refer　to“crimes鎌ch　as　yo－uchi夜討（burglary），璽’σ

強盗（robbery），　sanzoku山賊（brigandage），　or　kaizohtt海賊（piracy），　and　also

the　gangs　who　committed　those　crimes”　（which　occurred　during　the　middle　of

the　13th　century，　specifically　from　the　second　month　of　Enn6　2　（1240）　to　the　fifth

month　of　K6ch6　2　（1262）），this　Rew　usage　gradually　spread　beyond　official　usage

and　took　root．　The　word　akuto一　then　came　to　be　recognized　as　a　word　closely

associated　with　robbery，　and　“robbery　and　robbers”　was　established　as　one　of

the　new　basic　meanings　of　£his　word．　Thus，　the　word　ahuto一　became　popularly　a

polysemic　term　in　the　era　from　the　middle　of　the　Kamakura　period　to

Muromachi　period．

　　One　result　of　tkis　study　is　to　enable　us　to　uRders£and　the　adoption　and

definition　of　akttto一　as　being　closely　related　to　the　s£rengthening　of　the　police－

action　system　by　the　Kamakura　shogunate　in　the　mlddle　of　the　13th　century．　lt

can　be　surmised　that　the　Kamakura　shogunate　adopted　and　defined　the　word

akuto一　as　it　gradually　reinforced　countermeasures　against　robbers　as　a　part　of

policy　of　good　governance　instituted　after　the　famiRe　of　the　Kangi　era　in　the

first　half　of　the　13th　century　and　increasiRgly　took　measures　to　sttppress　those　it

branded　ahuto一．

Religious　Politics　of　the　Habsburg　Monarchy　and

　　　Reactions　from　the　lslamic　People　of　Besnia：

Fecusing　on　the　Establishment　of　the　Reis－ul－Ulema

by

YONEOKA　Daisuke

　　This　paper　examines　religious　policies　of　the　Habsburg　monarchy　and

reactions　of　the　BosRiaR　lslamic　people　to　them．　Conventional　historiographies

have　generally　regarded　the　responses　of　the　lsiamic　people　as　ideRtical　with

those　of　the　nationalist　movements　that　spread　throughout　the　Balkans　at　that
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time．　However，　this　view　should　be　revised　on　the　basis　of　a　reconsideration　of

the　real　purpose　of　the　religious　policies　practiced　by　the　monarchy　in　Bosnia，

and　the　relationship　between　the　BosRiaR　lslamic　peop｝e　and　the　political

system　of　the　Ottoman　Empire．

　　The　Sultan　Abdul　Hamid　II　aimed　to　maintain　the　political　unity　of　the

Ottoman　Empire　based　on　Pan－lslamism．　He　ciaimed　his　own　sovereignty　over

the　lslamlc　people　within　and　outside　the　Empire’s　territories．　Therefore，　the

Porte　could　not　easi正y　recognize　the　occupation　of　Bosnia，　although　i亡was

granted　to　the　Habsburg　monarchy　on　the　conclusioR　of　Berlin　treaty　in　July

1878．

　　The　occupation　of　Bosnia　was　a　vital　mission　for　the　Habsburg　monarchy　in

order　to　prevent　the　expansion　of　South　Slavism　that　might　provoke　greater

crises　in　the　Habsburg　state　system．　The　monarchy　decided　to　sign　the

convention　of　April　1879　with　the　Ottoman　Empire　in　order　to　smooth｝y

establish　its　rule　in　Bosnia．　lt　obligated　the　Habsburg　regime　in　Bosnia　to

respect　the　sovereignty　of　the　Sultan　and　protect　the　lslamic　people．

　　However，　the　Habsburg　monarchy　instituted　religious　policies　to　seize　the

initiative　in　its　rule　over　BosRia　wheR　the　Porte　pianned　to　dispatch　an　lslamic

person　as　the　religious　supervisor　to　Bosnia　according　to　the　convention．　The

most　importaRt　policy　was　tke　foundation　of　the　new　lslamic　institution　in

Bosnia．　After　gaining　the　support　of　the　local　lslamic　people　such　as　officials　and

iRtellectuals，　the　Habsburg　regime　established　the　Reis－ul－Ulema，　a　religious

leader，　on　October　1882　and　invested　him　with　the　authority　to　control　all

matters　concerned　with　local　lslamic　society．　Nevertheless，　this　act　did　not

violate　the　convention，　because　the　regime　appointed　Omerovi6　who　had　been

approved　as　a　religious　leader　of　Bosnia　by　the　Sheikh　ul－lslam　to　be　the　first

Reis－ul－Ulema．

　　Given　this　situation　it　was　very　important　for　the　Habsburg　monarchy　to

preveRt　the　intervention　by　the　Porte　in　the　rule　of　Bosnia．　Abdul　Hamid　II

encouraged　the　emigration　movement　of　the　Bosnian　lslamic　people　to　the

Ottoman　Empire．　The　Habsburg　regime　believed　that　Bosnia　would　be　exposed

to　Serbian　or　Croatian　nationalism　and　integrated　into　Serbia　or　Croatia　if　the

local　lslamic　population　were　gradual｝y　reduced．　On　October　1893　the　regime

appointed　Azapagi6　to　be　the　Reis－u｝一U｝ema，　replacing　Omerovi6．　This　measure

was　intended　to　severe　the　relationship　between　the　Bosnian　lslamic　people　and

the　Sultan．　Azapagi6　originally　opposed　the　emigration　movement　and　desired

to　maintain　the　unity　of　the　lslamic　people　in　Bosnia．　He　served　as　the　Reis－ul－

Ulerna　without　receiving　the　approval　from　the　Sheikh　ul－lslam　until　he
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resigned　from　the　post　iR　1909．

　　This　policy，　however，　provoked　opposition　among　the　Bosnian　lslamic　people．

They　belleved　that　the　lslamic　peopie　should　Rot　obey　Reis－ul－Ulema　Azapagi6，

because　he　had　not　been　formally　approved　by　the　Sheikh　ul－lslam．　After　1899，

an　opposition　group　led　by　DZabi6　organized　a　movement　to　petition　the

Habsburg　regime．　lt　claimed　that　the　regime　should　protect　the　religious

relationship　between　the　lslamic　people　and　the　Sultan　in　accord　with　the

coRvention　of　April　1879，　aRd　thus　establish　an　autonomous　religious　institution

under　the　leadership　of　the　Reis－ul－Ulema，　who　would　have　received　the

approval　of　the　Sheikh　ui－lslam　beforehand．　This　group　finally　formed　the　first

Bosnian　lslamic　party　Muslimanska　Narodna　Organizacija　in　December　of　1906．

　　Two　concl縫sions　can　be　derlved　from　this　s加dy．　First，　the　Habsburg

monarchy　would　need　to　maintain　the　possession　of　Bosnia　in　face　of　the　policies

of　Abdul　Hamid　II　that　were　based　on　Pan－lslamism　The　rnonarchy　thus

founded　a　new　re｝igious　institution　under　the　leadership　of　the　Reis－ul－Ulema　in

order　to　invalidate　the　sovereignty　of　the　Su｝tan．　Second，　we　can　understand

from　the　petition　movement　that　the　Bosnian　lslamic　people　tried　to　oppose　the

Habsburg　rule　by　demaRding　religlous　autonomy　under　the　protection　of　the

Sultan．　This　movement　was，　however，　unable　to　attract　supports　of　all　local

Islamic　people．　For　instance，　the　Muslim　intellectuals　criticized　the　fact　that

this　movement　impeded　the　modernization　of　lslamic　society．　This　opposition

movement　was，　indeed，　a　unique　reaction　of　the　ls｝amic　people　that　differed

from　the　nationalist　movements　of　other　groups　such　as　the　Serbs　aRd　Croats．
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