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【
要
約
】

一
六
一
五
年
︑
西
ア
フ
リ
カ
・
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
の
著
名
な
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
︵
一
六
二
七
年
歿
︶
は
︑
自
ら
の
許

に
寄
せ
ら
れ
た
質
問
に
対
す
る
フ
ァ
ト
ワ
ー
︵
法
学
的
見
解
︶
と
し
て
︑
ム
ス
リ
ム
社
会
の
奴
隷
制
に
関
す
る
諸
問
題
を
扱
っ
た
ア
ラ
ビ
ア
語
著
作
﹃
輸

入
さ
れ
た
黒
人
に
関
す
る
規
定
の
獲
得
に
至
る
上
昇
の
階
梯
﹄
を
ま
と
め
た
︒
こ
の
著
作
に
お
い
て
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
西
ア
ジ
ア
か
ら
北
ア
フ

リ
カ
︑
イ
ベ
リ
ア
半
島
︑
サ
ハ
ラ
沙
漠
西
部
︑
西
ア
フ
リ
カ
に
至
る
広
域
の
先
達
の
見
解
を
そ
の
知
的
源
泉
と
し
な
が
ら
︑
個
人
の
宗
教
的
属
性
︵
ム
ス

リ
ム
で
あ
る
か
否
か
︶
が
そ
の
人
物
の
帰
属
す
る
地
域
や
民
族
集
団
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
と
い
う
議
論
を
展
開
し
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
法
が

奴
隷
化
の
可
否
の
基
準
と
定
め
る
宗
教
的
属
性
を
地
域
や
民
族
集
団
に
置
き
換
え
る
論
理
を
提
示
し
た
︒

史
林

一
〇
一
巻
一
号

二
〇
一
八
年
一
月

序

七
世
紀
前
半
の
ア
ラ
ビ
ア
半
島
で
興
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
は
︑
同
世
紀
の
後
半
に
は
マ
グ
リ
ブ
︵
北
ア
フ
リ
カ
西
部
︶
に
ま
で
至
り
︑
遅
く
と
も

一
一
世
紀
に
は
サ
ハ
ラ
沙
漠
を
越
え
て
西
ア
フ
リ
カ
︵
サ
ハ
ラ
以
南
ア
フ
リ
カ
北
西
部
︶
に
伝
播
す
る
と
︑
そ
の
後
︑
長
い
時
間
を
か
け
て
徐
々

に
こ
の
地
域
の
諸
社
会
に
広
く
根
を
下
ろ
し
て
い
っ
た
︒
仮
に
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
の
﹁
中
心
﹂
を
西
ア
ジ
ア
や
北
ア
フ
リ
カ
と
考
え
た
場
合
︑
そ

こ
か
ら
サ
ハ
ラ
沙
漠
を
隔
て
て
遠
く
離
れ
た
西
ア
フ
リ
カ
は
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
の
﹁
辺
境
﹂
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
﹁
辺

境
﹂
は
︑
サ
ハ
ラ
沙
漠
を
往
来
す
る
人
・
も
の
・
情
報
の
流
れ
に
よ
っ
て
古
く
か
ら
﹁
中
心
﹂
と
密
接
な
繫
が
り
を
有
し
て
き
た
︒
そ
し
て
︑
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こ
う
し
た
人
・
も
の
・
情
報
の
流
れ
は
︑
西
ア
フ
リ
カ
と
北
方
の
諸
地
域
と
を
繫
ぐ
﹁
学
び
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂︑
も
し
く
は
も
う
少
し
緩
や

か
に
﹁
知
の
連
関
網
﹂
と
で
も
呼
べ
る
も
の
の
基
材
と
な
っ
て
お
り
︑
北
方
か
ら
﹁
辺
境
﹂
に
や
っ
て
く
る
人
や
書
物
を
介
し
て
︑
ま
た
﹁
辺

境
﹂
か
ら
北
方
へ
と
赴
い
た
人
々
を
通
じ
て
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
に
ま
つ
わ
る
種
々
の
知
識
は
西
ア
フ
リ
カ
に
流
れ
込
み
︑
現
地
の
ム
ス
リ
ム
社
会

を
形
作
る
重
要
な
要
素
と
し
て
咀
嚼
・
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
筆
者
は
こ
れ
ま
で
こ
う
し
た
知
の
連
関
網
を
研
究
対
象
の
一
つ
と
し

て
き
た
が①
︑
本
稿
で
は
︑
こ
の
連
関
網
を
介
し
て
取
り
込
ま
れ
た
知
識
が
西
ア
フ
リ
カ
の
ム
ス
リ
ム
社
会
の
在
り
方
に
深
く
関
わ
る
宗
教
的
・

社
会
的
問
題
に
接
続
し
た
一
事
例
と
し
て
︑
一
七
世
紀
の
西
ア
フ
リ
カ
・
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
で
書
か
れ
た
一
冊
の
ア
ラ
ビ
ア
語
著
作
を
検
討
し
︑

そ
こ
に
現
れ
る
奴
隷
に
関
す
る
言
説
と
そ
の
知
的
系
譜
を
考
察
す
る
︒

歴
史
上
の
他
の
多
く
の
地
域
と
同
様
︑
西
ア
フ
リ
カ
で
は
古
く
か
ら
奴
隷
の
生
産
や
所
有
︑
使
役
︑
売
買
が
活
発
に
な
さ
れ
︑
そ
れ
ら
の
総

体
と
し
て
成
立
す
る
社
会
的
な
機
制
︑
す
な
わ
ち
奴
隷
制
が
存
在
し
て
き
た
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
も
ま
た
歴
史
上
の
他
の
多
く
の
地
域
と
同
様
︑

西
ア
フ
リ
カ
の
政
治
や
経
済
︑
社
会
の
歴
史
的
な
在
り
方
は
︑
こ
の
奴
隷
制
の
存
在
に
よ
っ
て
直
接
的
・
間
接
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
き
た
の

で
あ
る
︒
ゆ
え
に
︑
西
ア
フ
リ
カ
の
奴
隷
制
に
関
す
る
一
次
史
料
の
分
析
か
ら
︑
こ
の
機
制
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
種
々
の
活
動
の
実
態
や
そ

れ
を
支
え
た
思
想
・
言
説
の
詳
細
を
他
地
域
と
の
連
関
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
こ
と
は
︑
同
地
域
の
政
治
・
経
済
・
社
会
の
歴
史
を
知
る
た
め

の
不
可
欠
の
作
業
と
な
る
︒
更
に
言
え
ば
︑
西
ア
フ
リ
カ
内
部
の
奴
隷
制
に
関
す
る
研
究
は
︑
西
ア
フ
リ
カ
と
い
う
一
地
域
の
歴
史
の
探
求
の

み
に
資
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
周
知
の
通
り
︑
西
ア
フ
リ
カ
で
生
産
さ
れ
た
膨
大
な
数
の
奴
隷
は
︑
古
く
か
ら
サ
ハ
ラ
沙
漠
交
易
を
通
じ
て
北

方
の
サ
ハ
ラ
沙
漠
や
北
ア
フ
リ
カ
︑
西
ア
ジ
ア
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
︑
更
に
一
五
世
紀
以
降
は
大
西
洋
奴
隷
貿
易
を
通
じ
て
ア
メ
リ
カ
︵
本
稿
で

は
南
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
お
よ
び
カ
リ
ブ
諸
島
を
指
す
︶
へ
と
送
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
こ
の
事
実
を
勘
案
す
る
と
︑
世
界
史
上
の
奴
隷
交
易
や
奴

隷
制
を
考
え
る
上
で
も
︑
こ
の
﹁
辺
境
﹂
に
お
け
る
奴
隷
制
の
歴
史
を
精
査
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
言
え
よ
う
︒

勿
論
︑
一
口
に
西
ア
フ
リ
カ
と
言
っ
て
も
︑
そ
こ
に
存
在
し
た
諸
社
会
の
政
治
や
経
済
︑
宗
教
︑
文
化
の
在
り
方
は
一
様
で
は
な
く
︑
そ
れ

ら
と
関
連
す
る
奴
隷
制
の
在
り
方
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
︒
た
だ
︑
ム
ス
リ
ム
社
会
に
限
っ
て
言
え
ば
︑
奴
隷
に
ま
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つ
わ
る
諸
問
題
へ
の
対
応
に
際
し
て
は
︑
程
度
の
差
は
あ
れ
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
定
め
が
彼
ら
の
行
為
を
規
定
す
る
重
要
な
規
範
の
一
つ
と
し

て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
後
に
改
め
て
述
べ
る
よ
う
に
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
原
則
論
で
は
︑
ム
ス
リ
ム
を
奴
隷
に
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

て
い
な
い
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
ム
ス
リ
ム
が
奴
隷
に
で
き
る
人
間
は
︑
基
本
的
に
は
非
ム
ス
リ
ム
の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
大
原
則
の
遵

守
の
必
要
性
と
い
う
観
点
か
ら
︑
同
時
代
の
ス
ー
ダ
ー
ン②
の
奴
隷
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
を
詳
し
く
論
じ
た
の
が
︑
本
稿
で
分
析
す
る
ア
フ
マ

ド
・
バ
ー
バ
ー
︵
A
h.m
ad
B
ābā,
一
六
二
七
年
歿
︶
の
﹃
輸
入
さ
れ
た
黒
人
に
関
す
る
規
定
の
獲
得
に
至
る
上
昇
の
階
梯
﹄︵
M
i̒rāj
al-s.u̒
ūd
ilā

nayl
h.ukm
m
ujallab
al-sūd,以
下
︑﹃
階
梯
﹄
と
略
記
︶
と
い
う
ア
ラ
ビ
ア
語
著
作
で
あ
る③
︒

ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は④
︑
一
五
五
六
年
に
西
ア
フ
リ
カ
の
歴
史
的
な
学
問
・
交
易
都
市
と
し
て
知
ら
れ
る
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
も
し
く
は
ト
ン

ブ
ク
ト
ゥ
の
北
に
位
置
す
る
ア
ラ
ワ
ー
ン
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
︒
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
知
識
人
一
族
の
中
で
も
著
名
な
ア
キ
ー
ト

家⑤
の
出
身
で
あ
り
︑
彼
自
身
も
長
じ
て
こ
の
町
の
最
も
有
力
な
学
者
の
一
人
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑
多
作
の
著
述
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
彼
は
︑

そ
の
著
作
を
通
じ
て
︑
同
時
代
の
み
な
ら
ず
︑
後
世
の
西
ア
フ
リ
カ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
知
識
人
に
も
大
き
な
思
想
的
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
︒
そ

し
て
彼
の
名
は
︑
一
五
九
一
年
に
モ
ロ
ッ
コ
の
サ
ァ
ド
朝
軍⑥
が
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
に
侵
攻
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
︑
北
ア
フ
リ
カ
に
も
広
ま
る

こ
と
と
な
る
︒
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
を
占
領
し
た
サ
ァ
ド
朝
軍
は
︑
一
五
九
四
年
︑
ア
キ
ー
ト
家
の
他
の
学
者
ら
と
と
も
に
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー

バ
ー
を
モ
ロ
ッ
コ
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
へ
と
連
行
し
︑
拘
留
し
た
︒
こ
の
拘
留
は
お
よ
そ
二
年
で
解
か
れ
た
が
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
そ
の

後
も
マ
ラ
ケ
シ
ュ
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
︑
同
地
に
お
い
て
教
鞭
を
振
る
う
こ
と
と
な
る
︒
そ
の
教
育
活
動
や
フ
ァ
ト
ワ
ー
︵
fatw
ā,

イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
が
自
ら
の
許
に
寄
せ
ら
れ
た
質
問
に
対
し
て
提
示
す
る
法
学
的
見
解
︶
の
質
の
高
さ
は
モ
ロ
ッ
コ
に
お
い
て
も
広
く
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
︑
メ
ク
ネ
ス
の
ム
フ
テ
ィ
ー
︵
m
uftī,
フ
ァ
ト
ワ
ー
を
発
す
る
法
学
者
︶
や
フ
ェ
ズ
の
カ
ー
デ
ィ
ー
︵
イ
ス
ラ
ー
ム
の
裁
判
官
︶
な
ど
︑
マ

ラ
ケ
シ
ュ
以
外
の
町
か
ら
も
複
数
の
有
力
な
学
者
が
彼
の
許
に
教
え
を
乞
い
に
や
っ
て
き
た
︒
そ
し
て
一
六
〇
八
年
に
漸
く
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
へ

の
帰
郷
を
許
さ
れ
︑
そ
の
後
は
死
亡
す
る
ま
で
故
郷
で
執
筆
・
教
育
活
動
な
ど
に
従
事
し
た
︒﹃
階
梯
﹄
は
︑
こ
の
時
期
︑
つ
ま
り
ト
ン
ブ
ク

ト
ゥ
に
戻
っ
た
後
の
一
六
一
五
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
︑
モ
ロ
ッ
コ
南
部
も
し
く
は
サ
ハ
ラ
沙
漠
北
西
部
に
住
ん
で
い
た
サ
イ
ー
ド
・
ブ
ン
・
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イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
・
ア
ル
＝
ジ
ラ
ー
リ
ー
︵
Sa̒
īd
bn
Ibrāhīm
al-Jirārī,
歿
年
不
詳
︒
以
下
︑
ジ
ラ
ー
リ
ー
と
略
記
︶
と
い
う
人
物
が
発
し
た
ス
ー

ダ
ー
ン
の
奴
隷
に
ま
つ
わ
る
複
数
の
質
問
に
対
す
る
フ
ァ
ト
ワ
ー
で
あ
る⑦
︒

ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
西
ア
フ
リ
カ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
史
研
究
の
領
野
に
お
い
て
︑
最
も
大
き
な
注
目
を
集
め
て
き
た
イ
ス
ラ
ー
ム
知
識

人
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
彼
の
生
涯
や
思
想
に
言
及
し
た
先
行
研
究
の
数
は
極
め
て
多
く
︑
更
に
言
え
ば
︑
一
九
世
紀
末
に
は

既
に
そ
の
存
在
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
伝
わ
っ
て
い
た
﹃
階
梯
﹄
も
︑
今
日
ま
で
に
複
数
の
英
訳
や
仏
訳
が
発
表
さ
れ
︑
数
多
の
論
考
に
お
い
て
検

討
の
対
象
と
な
っ
て
き
た⑧
︒
こ
う
し
た
研
究
蓄
積
の
お
蔭
で
︑﹃
階
梯
﹄
は
︑
西
ア
フ
リ
カ
の
奴
隷
制
の
問
題
を
扱
っ
た
一
次
史
料
の
う
ち
︑

今
日
最
も
よ
く
知
ら
れ
︑
か
つ
恐
ら
く
最
も
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
た
史
料
の
一
つ
に
な
っ
た
と
言
え
る
︒
し
か
し
︑
管
見
の
限
り
︑
こ
う
し

た
先
行
研
究
群
に
お
い
て
は
︑﹃
階
梯
﹄
の
全
体
を
整
理
し
て
検
討
す
る
こ
と
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︑
ス
ー
ダ
ー
ン
の
人
々
の
奴
隷
化
を

巡
る
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
の
論
理

も
し
く
は
知
的
な
﹁
操
作
﹂

が
明
示
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
端
的
に
述
べ
る
と
︑

こ
の
論
理
は
︑
奴
隷
化
の
可
否
を
判
断
す
る
基
準
の
﹁
読
み
替
え
﹂
で
あ
り
︑﹃
階
梯
﹄
の
議
論
の
全
体
を
支
え
︑
特
徴
づ
け
る
重
要
な
柱
と

な
っ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
論
理
の
検
討
が
一
七
世
紀
の
ス
ー
ダ
ー
ン
と
い
う
特
定
の
時
間
と
空
間
に
お
け
る
奴
隷
制
や
そ
の
在
り
方
に
深
く
関

与
す
る
知
的
活
動
の
様
相
を
考
察
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
︑
同
時
に
︑
こ
の
論
理
は
︑
奴
隷
を
巡
る
イ
ス
ラ
ー
ム

法
の
文
字
通
り
の
規
定
と
︑
そ
の
実
践
的
な
解
釈
と
の
間
に
あ
る
種
の
ず
れ
が
生
じ
得
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
た
め
︑
原
則
論
と
し
て

の
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
規
定
が
持
つ
意
味
や
︑
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
つ
ム
ス
リ
ム
社
会
の
奴
隷
制
の
実
際
の
在
り
方
を
︑
西
ア
フ
リ
カ
と

い
う
地
域
に
限
定
さ
れ
な
い
形
で
広
く
検
討
す
る
際
に
も
示
唆
に
富
ん
だ
材
料
と
な
り
得
る
︒
更
に
言
え
ば
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
西

ア
フ
リ
カ
か
ら
西
ア
ジ
ア
に
至
る
広
域
で
先
達
が
提
示
し
た
種
々
の
情
報
に
依
拠
し
︑
そ
れ
ら
を
吸
収
・
咀
嚼
す
る
こ
と
で
こ
の
論
理
の
構
築

を
実
現
し
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
こ
の
論
理
の
検
討
か
ら
は
︑
ス
ー
ダ
ー
ン
と
北
方
地
域
と
を
繫
ぐ
知
の
連
関
網
︑
も
し
く
は
学
び
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
が
西
ア
フ
リ
カ
・
ム
ス
リ
ム
社
会
の
奴
隷
制
の
在
り
方
を
巡
る
知
的
空
間
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
の
重
要
性
も
明
ら
か
に
な
る
と
思

わ
れ
る
︒
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以
下
で
は
︑
ま
ず
第
一
章
で
︑
奴
隷
に
関
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
規
定
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑﹃
階
梯
﹄
に
お
い
て
奴
隷
身
分
に
関
す
る
原
則

が
如
何
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
整
理
し
て
提
示
す
る
︒
そ
の
内
容
を
受
け
︑
続
く
第
二
章
に
お
い
て
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
が
﹃
階

梯
﹄
を
通
じ
て
提
示
し
た
奴
隷
化
の
論
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う⑨
︒

＊

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
/
0
Ｋ
/
1
0
2
3
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
︒

①

苅
谷
康
太
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教
的
・
知
的
連
関
網
：
ア
ラ
ビ
ア
語
著
作
か
ら

読
み
解
く
西
ア
フ
リ
カ
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
二
年
︶︒

②

ス
ー
ダ
ー
ン
は
︑
ア
ラ
ビ
ア
語
で
﹁
黒
人
﹂
を
意
味
す
る
﹁
ア
ス
ワ
ド
﹂︵
as-

w
ad
︶
の
複
数
形
で
あ
る
と
同
時
に
︑
歴
史
的
に
は
﹁
黒
人
達
の
国
々
﹂
を
意
味

す
る
﹁
ビ
ラ
ー
ド
・
ア
ッ
＝
ス
ー
ダ
ー
ン
﹂︵
bilād
al-sūdān
︶
を
指
す
場
合
に

も
使
用
さ
れ
て
き
た
︒
地
理
概
念
と
し
て
の
ス
ー
ダ
ー
ン
は
︑
サ
ヘ
ル
に
沿
っ
て

帯
状
に
広
が
っ
た
サ
ハ
ラ
以
南
ア
フ
リ
カ
北
部
一
帯
を
漠
然
と
指
す
際
に
使
わ
れ

る
こ
と
が
多
い
が
︑
ア
ラ
ビ
ア
語
の
史
資
料
や
現
代
の
研
究
書
で
の
使
用
例
も
し

く
は
定
義
例
を
幾
つ
か
見
る
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
指
示
す
る
領
域
に
は
少
な
か
ら
ぬ

異
同
が
確
認
さ
れ
る
︒
本
稿
で
検
討
す
る
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
の
著
作
に
お
い

て
主
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
ス
ー
ダ
ー
ン
は
︑
大
凡
︑
今
日
の
西
ア
フ
リ
カ
一
帯

に
相
当
す
る
地
域
で
あ
る
︒

③

ム
ス
リ
ム
社
会
の
歴
史
を
広
く
見
渡
し
た
時
︑
西
ア
ジ
ア
や
北
ア
フ
リ
カ
な
ど

で
は
︑
ト
ル
コ
系
や
ス
ラ
ヴ
系
の
所
謂
﹁
白
人
奴
隷
﹂
が
古
く
か
ら
存
在
し
て
い

た
が
︑
本
稿
で
問
題
と
な
る
ス
ー
ダ
ー
ン
の
奴
隷
は
︑
言
う
ま
で
も
な
く
﹁
黒
人

奴
隷
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒

④

以
下
に
続
く
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
の
略
歴
に
つ
い
て
は
︑
主
に
次
の
文
献
を

参
照
し
た
︒
John
O
.
H
unw
ick,
ʻ̒A
h.m
ad
B
ābā
and
the
M
oroccan

Invasion
of
the
Sudan
(1591),̓̓
Journal
of
the
H
istorical
Society
of

N
igeria
2,
N
o.2
(1962):311-328;
H
unw
ick,
ʻ̒A
N
ew
Source
for
the

B
iography
of
A
h.m
ad
B
ābā
al-T
inbuktī
(1556-1627),̓̓
B
ulletin
of
the

School
of
O
riental
and
A
frican
Studies
27,
N
o.
3
(1964):
568-593;

H
unw
ick,
ʻ̒A
h.m
ad
B
ābā
on
Slavery,̓̓
Sudanic
A
frica
11
(2000):

131-139;
H
unw
ick,
com
p.,
T
he
W
ritings
of
W
estern
Sudanic
A
frica

(Leiden
and
B
oston:B
rill,2003),17-18;T
im
othy
C
leaveland,̒
A̒
hm
ad

B
aba
al-T
im
bukti
and
H
is
Islam
ic
C
ritique
of
R
acial
Slavery
in
the

M
aghrib,̓̓
T
he
Journal
of
N
orth
A
frican
Studies
20,
N
o.1
(2015):

44-48;
E
lias
N
.
Saad,
Social
H
istory
of
T
im
buktu:
T
he
R
ole
of

M
uslim
Scholars
and
N
otables
1400–1900
(C
am
bridge:
C
am
bridge

U
niversity
Press,
1983);
M
ahm
oud
A
.
Zouber,
A
hm
ad
B
ābā
de

T
om
bouctou
(1556-1627):
Sa
vie
et
son
oeuvre
(P
aris:
G
.-P.

M
aisonneuve
et
Larose,1977).

⑤

ア
キ
ー
ト
家
は
︑
サ
ン
ハ
ー
ジ
ャ
も
し
く
は
ズ
ナ
ー
ガ
と
呼
ば
れ
る
ベ
ル
ベ
ル

系
の
集
団
に
そ
の
出
自
を
遡
る
イ
ス
ラ
ー
ム
知
識
人
の
一
族
で
あ
る
︒
一
五
世
紀

半
ば
に
こ
の
一
族
の
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
キ
ー
ト
︵
M
uh.am
m
ad
A
qīt,
歿
年
不

詳
︶
と
い
う
人
物
が
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
に
移
住
し
て
以
降
︑
そ
の
子
孫
は
︑
こ
の
町

の
カ
ー
デ
ィ
ー
︵
qād.in,
al-qād.ī,
イ
ス
ラ
ー
ム
の
裁
判
官
︶
職
や
モ
ス
ク
の
イ

マ
ー
ム
︵
im
ām
,
礼
拝
の
先
導
者
︶
職
を
務
め
る
宗
教
的
・
知
的
権
威
と
し
て
︑

ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
及
び
そ
の
周
辺
地
域
の
政
治
・
経
済
・
社
会
に
大
き
な
影
響
力
を

及
ぼ
す
集
団
へ
と
成
長
し
て
い
っ
た
︒
H
unw
ick,T
he
W
ritings,13;Zouber,

A
hm
ad
B
ābā,14-21.

⑥

サ
ァ
ド
朝
は
︑
一
六
世
紀
初
頭
に
モ
ロ
ッ
コ
で
成
立
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
王
朝
で

あ
る
︒
今
日
の
モ
ロ
ッ
コ
北
部
か
ら
マ
リ
中
部
に
至
る
地
域
を
最
大
版
図
と
し
︑

一七世紀の西アフリカにおける奴隷化の論理（苅谷）
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一
七
世
紀
中
葉
ま
で
存
続
し
た
︒

⑦

ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
﹃
階
梯
﹄
の
中
で
︑
こ
の
質
問
状
が
サ
ハ
ラ
沙
漠
西

部
の
ト
ゥ
ワ
ー
ト
と
い
う
地
域
か
ら
届
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
先
行

研
究
の
中
に
は
︑
質
問
者
の
ジ
ラ
ー
リ
ー
が
ト
ゥ
ワ
ー
ト
に
居
住
し
て
い
た
と
述

べ
る
も
の
と
︑
モ
ロ
ッ
コ
南
部
の
ダ
ル
ア
︵
ド
ラ
ア
︶
に
居
住
し
て
い
た
と
述
べ

る
も
の
が
あ
る
︒
C
houki
E
l
H
am
el,
B
lack
M
orocco:
A
H
istory
of

Slavery,
R
ace,
and
Islam
(N
ew
Y
ork:
C
am
bridge
U
niversity
Press,

2013),80,
footnote
80;
C
leaveland,
ʻ̒A
hm
ad
B
aba
al-T
im
bukti,̓̓
49;

M
arta
G
arcía
N
ovo,
ʻ̒Islam
ic
Law
and
Slavery
in
Prem
odern
W
est

A
frica,̓̓
E
ntrem
ons:
U
P
F
Journal
of
W
orld
H
istory
2
(2011):5.こ
の

ジ
ラ
ー
リ
ー
の
質
問
状
は
︑
既
に
先
行
研
究
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
Sa̒
īd
bn

Ibrāhīm

al-Jirārī,
Istiftā̓

Sa̒
īd
bn
Ibrāhīm

al-Jirārī,
in
M
i̒
rāj

al-S.u̒
ūd:
A
h.m
ad
B
ābā̓
s
R
eplies
on
Slavery,
eds.
John
O
.
H
unw
ick

and
F
atim
a
H
arrak
(R
abat:
Publications
of
the
Institute
of
A
frican

Studies,2000),41-48
(A
rabic
text),13-19
(E
nglish
translation).な
お
︑

ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑﹃
階
梯
﹄
を
執
筆
す
る
以
前
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
滞
在
中
︑

も
し
く
は
マ
ラ
ケ
シ
ュ
か
ら
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
へ
の
帰
路
で
も
︑
ス
ー
ダ
ー
ン
の
奴

隷
に
ま
つ
わ
る
同
様
の
質
問
を
別
の
人
物
か
ら
受
け
︑
そ
れ
に
対
す
る
回
答
状
を

提
示
し
て
い
る
︒
こ
の
回
答
状
も
︑
先
行
研
究
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

A
h.m
ad
B
ābā,
A
jw
iba
A
h.m
ad
B
ābā
h.aw
l
al-istirqāq,
in
M
i̒
rāj

al-S.u̒
ūd:
A
h.m
ad
B
ābā̓
s
R
eplies
on
Slavery,
77-91
(A
rabic
text),

41-53
(E
nglish
translation).
本
稿
で
は
︑
紙
幅
の
都
合
上
︑
こ
の
回
答
状
に

つ
い
て
の
考
察
は
行
わ
な
い
が
︑
以
下
の
先
行
研
究
で
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

H
unw
ick,
ʻ̒A
h.m
ad
B
ābā
on
Slavery̓
;̓
G
arcía
N
ovo,
ʻ̒Islam
ic
Law
.̓̓

⑧

ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
の
生
涯
や
思
想
に
関
す
る
膨
大
な
数
の
論
考
を
こ
こ
で

網
羅
的
に
列
挙
は
し
な
い
が
︑
本
稿
で
分
析
す
る
﹃
階
梯
﹄
の
検
討
に
比
較
的
多

く
の
紙
幅
を
割
い
て
い
る
近
年
︵
二
〇
〇
〇
年
以
降
︶
の
先
行
研
究
と
し
て
は
︑

以
下
の
よ
う
な
論
考
が
あ
る
︒
H
unw
ick,
ʻ̒A
h.m
ad
B
ābā
on
Slavery̓
;̓

G
arcía
N
ovo,̒
I̒slam
ic
Law
ʼ̓;E
lH
am
el,B
lack
M
orocco;C
hris
G
ratien,

ʻ̒R
ace,
Slavery,
and
Islam
ic
Law
in
the
E
arly
M
odern
A
tlantic:

A
hm
ad
B
aba
al-T
inbukti̓s
T
reatise
on
E
nslavem
ent,̓̓
T
he
Journal
of

N
orth
A
frican
Studies
18,
N
o.3
(2013):454-468;C
leaveland,̒
A̒
hm
ad

B
aba
al-T
im
bukti.̓̓

⑨

本
稿
の
参
照
表
記
に
あ
る
﹃
階
梯
﹄
の
頁
数
は
︑
二
〇
〇
〇
年
に
発
表
さ
れ
た

以
下
の
校
訂
版
の
そ
れ
で
あ
る
︒
A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj
al-s.u̒
ūd
ilā

nayl
h.ukm

m
ujallab
al-sūd,
in
M
i̒
rāj
al-S.u̒
ūd:
A
h.m
ad
B
ābā̓
s

R
eplies
on
Slavery,49-70.た
だ
し
︑
一
九
八
五
年
に
発
表
さ
れ
た
別
の
校
訂

版
や
︑
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
所
蔵
の
写
本
も
併
せ
て
参
照
す
る
︒
A
h.m
ad

B
ābā,M
i̒rāj
al-s.u̒
ūd
ilā
nayl
h.ukm
m
ujallab
al-sūd,in
ʻ̒T
he
M
i̒raj:

A
Legal
T
reatise
on
Slavery
by
A
hm
ad
B
aba,̓̓
B
ernard
B
arbour

and
M
ichelle
Jacobs,in
Slaves
and
Slavery
in
M
uslim
A
frica,V
ol.1:

Islam
and
the
Ideology
of
E
nslavem
ent,ed.John
R
alph
W
illis
(O
xon

and
N
ew
Y
ork:
F
rank
C
ass,1985),139-159;
A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj

al-s.u̒
ūd
ilā
nayl
h.ukm
m
ujallab
al-sūd,
m
anuscript,
B
ibliothèque

N
ationale
de
F
rance
(Paris),
A
rabe
5259,
ff.19r-23r.
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第
一
章

奴
隷
身
分
と
不
信
仰

前
述
し
た
よ
う
に
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
は
ム
ス
リ
ム
を
奴
隷
に
す
る
こ
と
が
原
則
的
に
許
さ
れ
て
い
な
い
︒
換
言
す
れ
ば
︑
ム
ス
リ
ム
が
奴

隷
に
し
て
よ
い
の
は
︑
非
ム
ス
リ
ム
︑
つ
ま
り
ム
ス
リ
ム
か
ら
見
た
﹁
不
信
仰
者
﹂︵
kāfir︶
の
み
で
あ
る
︒﹃
階
梯
﹄
の
論
旨
に
お
い
て
︑
こ

の
原
則
は
最
も
重
要
な
軸
と
な
っ
て
お
り
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
こ
の
点
に
関
す
る
ジ
ラ
ー
リ
ー
の
言
葉
に
首
肯
し
て
い
る①
︒

﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
法
上
︑︵
奴
隷
と
し
て
︶
所
有
︵
さ
れ
る
こ
と
︶
の
原
因
は
不
信
仰
で
あ
る
︒
不
信
仰
者
を
購
入
し
た
者
は
︑
そ
の
所
有
が
許
さ
れ
る
が
︑

そ
う
で
な
い
場
合
は
許
さ
れ
な
い
︒
こ
の
条
件
︹
不
信
仰
の
状
態
に
あ
る
奴
隷
の
所
有
︺
が
生
起
し
た
後
で
︵
そ
の
奴
隷
が
︶
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
た

と
し
て
も
︑
そ
れ
は
所
有
の
継
続
を
拒
絶
す
る
も
の
で
は
な
い
﹂
と
い
う
あ
な
た
方
の
︵
質
問
に
あ
る
︶
言
葉
で
あ
る
が
︑
そ
れ
に
対
す
る
回
答
は
︑
そ

れ
は
そ
の
通
り
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
だ
︒
た
だ
し
︑
そ
れ
は
︑
奴
隷
と
し
て
所
有
さ
れ
る
者
が
︵
ム
ス
リ
ム
と
何
ら
か
の
︶
契
約
や
庇
護
契
約
を
交
わ

し
て
い
な
い
場
合
で
あ
る②
︒

更
に
︑﹁
神
は
︑
彼
ら
︹
奴
隷
︺
を
お
前
達
の
支
配
下
に
置
い
た
﹂
と
い
う
ハ
デ
ィ
ー
ス
︵
h.adīth,
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
行
録
︶
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
を
尋
ね
た
ジ
ラ
ー
リ
ー
に
対
し③
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
︒

預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド

彼
に
神
の
祝
福
と
救
済
あ
れ

は
︑︵
奴
隷
と
し
て
︶
所
有
さ
れ
る
原
因
と
な
る
生
来
の
不
信
仰
の
せ
い
で
︵
奴
隷
と
し
て
︶

所
有
さ
れ
た
者

彼
が
そ
の
後
に
ム
ス
リ
ム
に
な
っ
た
場
合
で
あ
れ
︑
不
信
仰
に
と
ど
ま
っ
た
場
合
で
あ
れ

に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
語
っ
た
の
で

あ
る

神
が
最
も
よ
く
御
存
知
で
あ
る
が④
︒
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一
つ
目
の
引
用
の
最
後
に
あ
る
庇
護
契
約
︵
dhim
m
a︶
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
︑
こ
れ
ら
二
つ
の
引
用
か
ら
は
︑
大
き
く
分
け
て
二
つ
の

論
点
を
取
り
出
せ
る
︒
一
つ
目
は
︑
奴
隷
身
分
の
原
因
は
不
信
仰
に
あ
る
と
い
う
原
則
で
あ
り
︑
二
つ
目
は
︑
あ
る
人
物
が
奴
隷
と
な
っ
た
後

に
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
て
も
︑
そ
の
こ
と
は
︑
そ
の
人
物
の
奴
隷
身
分
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
︒

一
つ
目
に
つ
い
て
述
べ
る
と
︑
上
記
の
引
用
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
ム
ス
リ
ム
が
奴
隷
と
し
て
所
有
し
て
よ

い
の
は
不
信
仰
者
の
み
で
あ
る
と
い
う
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
原
則
論
に
同
意
し
︑
そ
れ
を
明
示
し
て
い
る
︒
彼
は
︑﹃
階
梯
﹄
の
別
の
箇
所
に
お

い
て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

奴
隷
身
分
の
原
因
は
不
信
仰
で
あ
る
︒
そ
れ
に
関
し
て
︑
黒
人
の
不
信
仰
者
は
︑
全
て
の
不
信
仰
者
の
う
ち
の
彼
ら
以
外
の
者
達
︑
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト

教
徒
︑
ユ
ダ
ヤ
教
徒
︑
ペ
ル
シ
ア
人
︑
ベ
ル
ベ
ル
人
︑
そ
し
て
そ
の
他
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
な
く
不
信
仰
に
と
ど
ま
り
続
け
て
い
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
た

者
と
同
様
で
あ
る
︒
こ
の
節
の
最
後
に
現
れ
る
﹃
集
成
﹄
の
言
葉

そ
れ
に
関
し
て
全
て
の
不
信
仰
者
の
間
に
差
異
が
な
い
こ
と
を
示
す
証
拠
で
あ
る

に
あ
る
よ
う
に⑤
︒

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
﹃
集
成
﹄
は
︑
マ
グ
リ
ブ
の
カ
イ
ラ
ワ
ー
ン
の
マ
ー
リ
ク
学
派
法
学
者
︑
サ
フ
ヌ
ー
ン
・
ア
ッ
＝
タ
ヌ
ー
ヒ
ー

︵
Sah.nūn
al-T
anūkhī,
八
五
四
年
歿
︶
の
著
作
﹃
大
集
成
﹄︵
al-M
udaw
w
ana
al-kubrā︶
の
こ
と
で
︑
ス
ン
ナ
派
四
大
法
学
派
の
一
つ
で
あ
る

マ
ー
リ
ク
学
派
に
お
い
て
は
大
き
な
権
威
と
影
響
力
を
有
す
る
法
学
書
で
あ
る
︒
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
こ
こ
で
の
説
明
の
通
り
︑﹃
階

梯
﹄
の
末
尾
近
く
に
お
い
て
﹃
大
集
成
﹄
を
参
照
文
献
と
し
て
提
示
し
て
い
る
が
︑
実
際
に
彼
が
引
用
し
て
い
る
文
言
は
︑
ハ
ラ
フ
・
ア
ル
＝

バ
ラ
ー
ズ
ィ
イ
ー
︵
K
halaf
al-B
arādhi̒ī,
一
〇
三
九
年
頃
歿
︶
と
い
う
カ
イ
ラ
ワ
ー
ン
の
マ
ー
リ
ク
学
派
法
学
者
が
ま
と
め
た
﹃
大
集
成
﹄
の
提

要
に
見
ら
れ
る
一
節
で
あ
り⑥
︑
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
ジ
ズ
ヤ
︵
jizya︶
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
︒
ジ
ズ
ヤ
は
︑
一
般
に
︑
ム
ス
リ
ム

の
支
配
下
・
庇
護
下
で
生
命
や
財
産
の
安
全
︑
信
仰
の
自
由
や
慣
習
の
保
持
な
ど
を
保
証
さ
れ
た
非
ム
ス
リ
ム
が
支
払
い
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
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人
頭
税
の
こ
と
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
庇
護
契
約
を
ム
ス
リ
ム
と
交
わ
し
た
非
ム
ス
リ
ム
を
ズ
ィ
ン
ミ
ー
︵
dhim
m
ī︶
と
い
う
︒
ア
フ
マ
ド
・

バ
ー
バ
ー
が
引
用
し
て
い
る
一
節
は
︑
ど
の
よ
う
な
宗
教
・
出
自
の
非
ム
ス
リ
ム
で
あ
っ
て
も
︑
ジ
ズ
ヤ
の
負
担
に
関
し
て
は
同
等
で
あ
る
こ

と
に
言
及
し
た
箇
所
で
あ
る
︒
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
が
こ
れ
を
引
い
て
い
る
の
は
︑
黒
人
の
不
信
仰
者
で
あ
れ
︑
そ
の
他
の
不
信
仰
者
で
あ

れ
︑
そ
の
処
遇
は
皆
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
︑
ひ
い
て
は
︑
如
何
な
る
種
類
の
不
信
仰
者
で
あ
っ
て
も
︑
不
信
仰
者
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば

等
し
く
奴
隷
化
の
対
象
に
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
た
め
で
あ
る
︒

次
に
二
点
目
︑
つ
ま
り
︑
あ
る
人
物
が
奴
隷
に
な
っ
た
後
に
ム
ス
リ
ム
に
な
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
の
こ
と
は
︑
そ
の
人
物
の
奴
隷
身
分
の
解

消
に
は
直
接
的
に
は
繫
が
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
︒
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
お
い
て
︑
奴
隷
の
身
分
は
︑
原
則
と
し
て
親
か
ら
子
へ
と
継
承
さ
れ

る⑦
︒
例
外
と
し
て
︑
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
奴
隷
所
有
者
︵
主
人
︶
と
彼
が
所
有
す
る
女
奴
隷
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
が
主
人
に
よ
っ
て
認
知
さ

れ
れ
ば
自
由
身
分
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
が⑧
︑
そ
れ
以
外
の
場
合
︑
奴
隷
の
子
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
奴
隷
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
非
ム
ス
リ
ム
が

奴
隷
に
な
っ
た
場
合
︑
そ
の
後
で
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
た
と
し
て
も
︑
そ
の
こ
と
は
そ
の
人
物
の
奴
隷
身
分
に
直
接
的
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ

ず
︑
し
か
も
そ
の
身
分
が
次
世
代
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
機
制
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
︒
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
こ
れ
に
関
連
し

た
ジ
ラ
ー
リ
ー
の
問
い
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

﹁
ま
た
同
様
に
︑﹃
奴
隷
身
分
は
不
信
仰
の
徴
で
あ
る
﹄
と
い
う
法
学
者
達
の
言
葉
も
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
で
し
ょ
う
か
﹂
と
い
う
あ
な
た
方
の
言
葉
で

あ
る
が
︑
そ
の
答
え
は
︑
奴
隷
身
分
の
原
因
は
不
信
仰
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
そ
し
て
︑
所
有
さ
れ
た
全
て
の
奴
隷
は
︑
彼
か
彼
の
先
祖
が
捕
虜
に
な

っ
た
者
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る⑨
︒

し
か
し
︑﹃
階
梯
﹄
に
お
い
て
よ
り
重
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑
奴
隷
身
分
の
世
襲
と
い
う
機
制
自
体
で
は
な
く
︑
こ
の
機
制
ゆ
え

に
︑
ス
ー
ダ
ー
ン
の
特
定
の
地
域
の
人
々
を
奴
隷
に
し
て
は
な
ら
な
い

反
対
に
︑
そ
れ
以
外
の
地
域
の
人
々
は
奴
隷
に
な
る
可
能
性
が
あ
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る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

﹁
前
述
し
た
︑
ス
ー
ダ
ー
ン
の
ム
ス
リ
ム
達
の
こ
れ
ら
の
国
々
は
︑
彼
ら
が
不
信
仰
の
状
態
で
奴
隷
化
さ
れ
︑
征
服
さ
れ
︑
彼
ら
の
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
改
宗

が
︵
そ
の
後
に
︶
起
こ
っ
た
の
で
︑︵
彼
ら
を
奴
隷
と
し
て
所
有
し
て
も
︶
何
の
弊
害
も
な
い
の
で
し
ょ
う
か
︑
そ
れ
と
も
そ
う
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う

か
﹂
と
い
う
あ
な
た
方
の
言
葉
で
あ
る
が
︑
そ
の
答
え
は
︑
彼
ら
は
︑
カ
ノ
や
カ
ツ
ィ
ナ
︑
ボ
ル
ヌ
︑
ソ
ン
ガ
イ
の
人
々
の
よ
う
に
︑
誰
か
に
征
服
さ
れ

る
こ
と
な
し
に
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
た
の
で
あ
る
︒
我
々
は
︑
彼
ら
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
す
る
前
に
誰
か
に
征
服
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
た

め
し
が
な
い
︒
彼
ら
の
中
に
は
︑
ボ
ル
ヌ
や
ソ
ン
ガ
イ
の
人
々
の
よ
う
に
︑
古
く
か
ら
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
者
も
い
る⑩
︒

﹁
彼
ら
︹
ス
ー
ダ
ー
ン
の
ム
ス
リ
ム
︺
の
地
は
︑︵
他
地
域
の
ム
ス
リ
ム
に
よ
っ
て
︶
力
尽
く
で
支
配
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
︑
そ
れ
と
も
合
意
に
基
づ
い

て
支
配
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
﹂
と
い
う
あ
な
た
方
の
言
葉
で
あ
る
が
︑
そ
の
答
え
と
し
て
︑
イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
や
そ
の
他
の
人
物
の
言
葉
か
ら

明
ら
か
に
な
る
の
は
︑
彼
ら
は
自
ら
の
意
志
で
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る⑪
︒

一
つ
目
の
引
用
に
あ
る
﹁
前
述
し
た
︑
ス
ー
ダ
ー
ン
の
ム
ス
リ
ム
達
の
こ
れ
ら
の
国
々
﹂
と
は
︑
ジ
ラ
ー
リ
ー
が
質
問
状
の
別
の
箇
所
で
言

及
し
た
カ
ノ
︑
カ
ツ
ィ
ナ
︑
ア
フ
ヌ
ー
︑
ボ
ル
ヌ
︑
ガ
オ
の
こ
と
で
︑
い
ず
れ
も
西
ア
フ
リ
カ
の
王
国
名
︑
地
域
名
も
し
く
は
都
市
名
で
あ
る
︒

カ
ノ
と
カ
ツ
ィ
ナ
は
︑
ハ
ウ
サ
と
呼
ば
れ
る
民
族
集
団
の
集
住
地
で
あ
る
ハ
ウ
サ
ラ
ン
ド
︵
今
日
の
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
北
部
及
び
ニ
ジ
ェ
ー
ル
南
部
に

相
当
す
る
地
域
︶
の
地
方
も
し
く
は
王
国
も
し
く
は
そ
の
中
心
都
市
の
名
称
で
あ
る
︒
ハ
ウ
サ
ラ
ン
ド
に
は
︑
か
つ
て
ハ
ウ
サ
人
の
治
め
る
七

つ
の
王
国
が
存
在
し
︑
そ
れ
ら
は
一
般
に
ハ
ウ
サ
七
国
︵
H
ausa
B
akw
ai︶
と
呼
ば
れ
る
が
︑
カ
ノ
も
カ
ツ
ィ
ナ
も
こ
の
七
国
を
構
成
す
る
王

国
で
あ
る
︒
ア
フ
ヌ
ー
に
つ
い
て
は
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
そ
の
場
所
を
知
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
︑
カ

ヌ
リ
語
と
い
う
言
語
で
特
に
東
部
の
ハ
ウ
サ
を
指
す
﹁
ア
フ
ノ
﹂︵
A
fno︶
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め⑫
︑
文
脈
上
︑
ハ
ウ
サ
ラ
ン
ド
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東
部
も
し
く
は
ハ
ウ
サ
ラ
ン
ド
一
帯
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
ボ
ル
ヌ
は
︑
ハ
ウ
サ
ラ
ン
ド
の
東
側
に
接
す
る
国
も
し
く
は
地

域
の
名
称
で
あ
り
︑
ガ
オ
は
︑
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
の
東
方
の
ニ
ジ
ェ
ー
ル
川
沿
い
に
位
置
す
る
町
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
に
加
え
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー

バ
ー
は
ソ
ン
ガ
イ
に
言
及
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
今
日
の
マ
リ
東
部
及
び
ニ
ジ
ェ
ー
ル
西
部
に
相
当
す
る
地
域
の
ニ
ジ
ェ
ー
ル
川
流
域
に
居
住

し
て
き
た
民
族
集
団
で
あ
る
︒
一
五

一
六
世
紀
に
絶
頂
期
を
迎
え
て
西
ア
フ
リ
カ
一
帯
に
広
大
な
版
図
を
築
い
た
ソ
ン
ガ
イ
帝
国
は
彼
ら
が

中
心
と
な
っ
て
成
立
し
た
国
で
あ
り
︑
前
出
の
ガ
オ
は
こ
の
国
の
都
で
も
あ
っ
た
︒

こ
れ
ら
二
つ
の
引
用
に
お
い
て
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
が
主
張
し
て
い
る
の
は
︑
つ
ま
り
︑
ス
ー
ダ
ー
ン
の
特
定
の
民
族
集
団
や
地
域
の

人
々
は
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
の
生
き
る
時
代
の
遙
か
以
前
に
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
た
と
い
う
こ
と
︑
ま
た
そ
の
改
宗
は
︑
他
の
ム
ス
リ

ム
に
征
服
さ
れ
て
奴
隷
に
な
っ
た
後
に
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
自
由
身
分
の
状
態
で
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
︑
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
と
同
じ
時
代
に
生
き
る
彼
ら
の
子
孫
の
奴
隷
化
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
奴
隷
化
の
可
否
の
判
断
基
準
に
関
す
る
問
題
と
し
て
次
章
で
改
め
て
詳
述
す
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
以
上
の
よ
う
に

ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
奴
隷
身
分
に
関
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
原
則
を
前
提
と
し
な
が
ら
︑
そ
の
原
則
に
ス
ー
ダ
ー
ン
の
歴
史
的
状
況
を

照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
自
ら
の
見
解
を
構
築
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
︑
彼
が
依
拠
し
た
ス
ー
ダ
ー
ン
に

関
す
る
歴
史
情
報
が
︑
彼
の
身
近
に
い
た
ス
ー
ダ
ー
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
知
識
人
や
そ
の
先
達
に
よ
る
叙
述
で
は
な
く
︑
マ
グ
リ
ブ
の
イ
ブ
ン
・

ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
︵
Ibn
K
haldūn,
一
四
〇
六
年
歿
︶
の
叙
述
に
よ
っ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
︒
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
が
参
照
し
て
い
る
イ
ブ
ン
・

ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
の
著
作
は
︑﹃
階
梯
﹄
の
脱
稿
か
ら
二
〇
〇
年
以
上
も
前
に
書
か
れ
た
著
名
な
歴
史
書
︑﹃
実
例
の
書
﹄︵
K
itāb
al-̒ibar,﹃
イ
バ

ル
の
書
﹄︶
で
あ
る
︒
以
下
に
示
す
よ
う
に
︑
ス
ー
ダ
ー
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
知
識
人
の
中
に
は
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
の
主
張
と
は
反
対
に
︑

上
述
の
民
族
集
団
や
地
域
の
人
々
の
祖
先
が
そ
も
そ
も
奴
隷
で
あ
っ
た

そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
子
孫
は
奴
隷
に
な
り
得
る

と
主
張
す
る
者

も
お
り
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
そ
れ
に
反
論
す
る
た
め
の
﹁
正
し
い
﹂
情
報
が
︑
こ
の
北
ア
フ
リ
カ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
知
識
人
の
著
作
に

記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
︒
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﹁
あ
る
ス
ー
ダ
ー
ン
の
カ
ー
デ
ィ
ー
が
伝
え
た
と
こ
ろ
で
は
︑
彼
ら⑬
が
不
信
仰
者
で
あ
っ
た
頃
に
彼
ら
を
征
服
し
︵
奴
隷
に
し
︶
た
イ
マ
ー
ム
︹
カ
リ
フ
︺

は
︑
彼
ら
を
そ
の
︹
奴
隷
の
︺
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
を
選
ん
だ
﹂
と
い
う
あ
な
た
方
の
言
葉
で
あ
る
が
︑
私
は
言
お
う
︑
こ
れ
は
︑
我
々
が
全
く
聞
い

た
こ
と
も
な
け
れ
ば
︑
我
々
に
伝
わ
っ
て
き
た
こ
と
も
な
い
事
柄
で
あ
る
︒
そ
の
イ
マ
ー
ム
が
一
体
誰
で
︑
彼
ら
の
国
々
を
征
服
し
た
の
が
い
つ
で
︑
ど

の
国
を
征
服
し
た
の
か
︑
こ
れ
ら
全
て
に
つ
い
て
あ
な
た
方
に
明
示
す
る
よ
う
︑
そ
の
ス
ー
ダ
ー
ン
の
カ
ー
デ
ィ
ー
に
求
め
て
み
な
さ
い
︒
彼
の
言
葉
は

真
実
の
欠
如
に
よ
り
近
く
︑
も
し
今
あ
な
た
方
が
調
査
を
す
れ
ば
︑
彼
の
述
べ
た
こ
と
の
正
し
さ
を
あ
な
た
方
に
伝
え
る
よ
う
な
者
を
誰
一
人
と
し
て
見

出
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
︒
ゆ
え
に
︑
彼
の
言
葉
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
事
柄
は
︑
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る

い
と
高
き
神
が
最
も

よ
く
御
存
知
で
あ
る
︒
ワ
リ
ー
・
ア
ッ
＝
デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
師
の
ボ
ル
ヌ
の
人
々
に
関
す
る
言
葉

い
と
高
き
神
が
望
め
ば
︵
こ

の
後
に
続
く
箇
所
で
︶
現
れ
る
が

を
見
る
が
よ
い⑭
︒

こ
れ
に
続
く
箇
所
で
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑﹃
実
例
の
書
﹄
に
見
ら
れ
る
ボ
ル
ヌ
の
歴
史
に
関
す
る
叙
述
や
︑
ソ
ン
ガ
イ
帝
国
に
先

立
っ
て
西
ア
フ
リ
カ
の
広
域
を
支
配
し
た
ガ
ー
ナ
帝
国
や
マ
リ
帝
国
に
関
す
る
記
述
を
長
文
で
引
用
し
︑
ボ
ル
ヌ
や
マ
リ
の
人
々
が
古
く
か
ら

ム
ス
リ
ム
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
ジ
ラ
ー
リ
ー
は
︑
マ
グ
リ
ブ
も
し
く
は
サ
ハ
ラ
沙
漠
西
部
に
住
む
自

分
達
よ
り
も
ス
ー
ダ
ー
ン
に
住
む
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
の
方
が
同
地
の
実
状
に
精
通
し
て
い
る
と
考
え
て
彼
に
質
問
を
投
げ
か
け
た
の
だ
が⑮
︑

ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
が
そ
の
回
答
の
た
め
に
依
拠
し
た
知
識
は
︑
イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
の
よ
う
な
マ
グ
リ
ブ

別
の
言
い
方
を
す
れ

ば
ス
ー
ダ
ー
ン
の
外
部

の
イ
ス
ラ
ー
ム
知
識
人
が
編
集
し
た
情
報
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
お
り
︑
同
時
に
︑
そ
の
知
識
を
背
景
に
︑
当
の

ス
ー
ダ
ー
ン
出
身
の
カ
ー
デ
ィ
ー
が
語
っ
た
と
い
う
歴
史
情
報
を
誤
り
だ
と
切
り
捨
て
て
い
る
の
で
あ
る
︒

更
に
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
こ
う
し
た
北
方
か
ら
流
入
し
た
知
識
に
依
拠
す
る
こ
と
で
︑
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た
ス
ー
ダ
ー
ン
の
人
々

と
奴
隷
身
分
と
の
関
係
に
つ
い
て
︑﹃
旧
約
聖
書
﹄
の
﹁
創
世
記
﹂
第
九
章
に
端
を
発
す
る
所
謂
﹁
ハ
ム
の
呪
い
﹂
の
問
題
に
も
言
及
し
て
い

る
︒﹃
旧
約
聖
書
﹄
に
出
て
く
る
ハ
ム
は
黒
人
の
祖
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
が
︑
あ
る
時
︑
彼
が
酒
に
酔
っ
た
父
親
ノ
ア
の
醜
態
を
目
に
し
︑
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そ
れ
を
兄
弟
に
告
げ
て
し
ま
う
︒
こ
れ
に
怒
っ
た
ノ
ア
は
︑
ハ
ム
の
息
子
カ
ナ
ー
ン
が
兄
弟
達
の
下
僕
と
な
る
よ
う
呪
い
の
言
葉
を
発
し
た
︒

こ
の
﹃
旧
約
聖
書
﹄
の
一
節
を
一
つ
の
源
と
し
て
︑
ハ
ム
の
子
孫
と
さ
れ
る
黒
人
に
本
質
的
な
奴
隷
性
を
見
出
す
様
々
な
言
説
が
生
ま
れ
︑
歴

史
上
︑
例
え
ば
北
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
奴
隷
制
を
正
当
化
す
る
根
拠
な
ど
と
し
て
も
し
ば
し
ば
利
用
さ
れ
て
き
た⑯
︒
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
の
書
物
に

お
い
て
も
︑
こ
の
﹁
ハ
ム
の
呪
い
﹂
の
逸
話
は
古
く
か
ら
言
及
の
対
象
に
な
っ
て
お
り⑰
︑﹃
階
梯
﹄
で
も
︑
人
間
の
肌
の
色
と
奴
隷
身
分
と
の

間
に
因
果
関
係
は
あ
る
の
か

ス
ー
ダ
ー
ン
の
地
の
黒
人
は
本
源
的
に
奴
隷
と
な
る
べ
き
存
在
で
あ
る
の
か

が
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
ア

フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
こ
の
議
論
に
際
し
て
も
︑
イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
の
﹃
実
例
の
書
﹄
や
︑
エ
ジ
プ
ト
の
碩
学
ア
ブ
ド
・
ア
ッ
＝
ラ

フ
マ
ー
ン
・
ア
ッ
＝
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
︵
A̒
bd
al-R
ah.m
ān
al-Suyūt.ī,
一
五
〇
五
年
歿
︒
以
下
︑
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
と
略
記
︶
の
﹃
ア
ビ
シ
ニ
ア
人
の
状

態
の
引
き
上
げ
﹄︵
R
af̒
sha̓
n
al-H.ubshān
︶
と
い
っ
た
ス
ー
ダ
ー
ン
の
外
部
の
イ
ス
ラ
ー
ム
知
識
人
の
著
作
に
依
拠
し
︑
彼
ら
の
文
言
を
長

文
で
引
用
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
核
は
︑
人
間
の
肌
の
色
と
奴
隷
身
分
と
の
間
に
は
何
ら
因
果
関
係
が
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
先
達
の
見
解
を
紹
介
し
た
後
で
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
人
種
に
よ
っ
て
奴
隷
か
否
か
が
決
ま
る
わ
け
で
は
な

い
こ
と
︑
そ
し
て
奴
隷
身
分
の
原
因
は
あ
く
ま
で
不
信
仰
に
あ
る
こ
と
を
以
下
の
よ
う
に
確
認
し
て
い
る
︒

ハ
ム
の
子
孫
に
は
︑
奴
隷
性
と
い
う
特
質
は
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
ハ
ム
の
子
孫
で
あ
れ
︑
そ
れ
以
外
で
あ
れ
︑
全
て
の
不
信
仰
者
は
︑
そ
の
生
来
の

不
信
仰
に
と
ど
ま
る
限
り
︵
奴
隷
と
し
て
︶
所
有
さ
れ
る
の
で
あ
り
︑︵
そ
の
点
に
関
し
て
︶
あ
る
人
種
と
別
の
人
種
と
の
間
に
差
異
は
な
い
︒
ノ
ア
の
発

し
た
呪
い
の
言
葉
は
︑︵
神
に
よ
っ
て
︶
も
し
か
し
た
ら
多
く
の
ハ
ム
の
子
孫
に
関
し
て
叶
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
の
全
て
に
関
し
て
︵
叶
え

ら
れ
た
わ
け
︶
で
は
な
い⑱
︒

以
上
︑
本
章
で
は
︑﹃
階
梯
﹄
に
お
い
て
奴
隷
身
分
が
如
何
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
き
た
︒
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
の
主
張
の

要
点
は
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
大
原
則
に
従
い
︑
不
信
仰
の
み
を
奴
隷
身
分
の
原
因
と
見
做
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
主
張
は
︑
そ
の
裏
面
と
し
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て
︑
人
間
を
弁
別
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
他
の
あ
ら
ゆ
る
基
準
が
奴
隷
身
分
の
原
因
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
の
主
張
に
な
り
︑
そ
れ
ゆ
え
︑
ア

フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
ジ
ラ
ー
リ
ー
が
提
示
し
た
﹁
ハ
ム
の
呪
い
﹂
に
ま
つ
わ
る
質
問
へ
の
回
答
の
中
で
特
に
肌
の
色
や
人
種
と
い
っ
た
基

準
を
取
り
上
げ
︑
黒
人
で
あ
る
こ
と
と
奴
隷
で
あ
る
こ
と
と
は
全
く
別
の
問
題
で
あ
る
と
論
じ
た
の
で
あ
る⑲
︒
ま
た
︑
知
の
連
関
網
の
観
点
か

ら
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
が
ス
ー
ダ
ー
ン
の
奴
隷
に
ま
つ
わ
る
自
ら
の
主
張
の
正
当
性
を
裏
づ
け
る
根
拠
と
し
て
︑
西
ア

フ
リ
カ
内
部
か
ら
発
し
た
知
識
で
は
な
く
︑
イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
や
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
と
い
っ
た
北
方
の
知
的
権
威
の
見
解
を
採
用
し
て
い

た
点
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
外
部
と
の
繫
が
り
の
中
で
獲
得
さ
れ
た
情
報
を
土
台
に
﹃
階
梯
﹄
の
議
論
が
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
次

章
に
お
い
て
よ
り
明
瞭
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

①

近
年
刊
行
さ
れ
た
研
究
の
中
に
は
︑
不
信
仰
者
に
対
す
る
奴
隷
狩
り
の
正
当
性

の
問
題
や
︑
ジ
ハ
ー
ド
︵
jihād,
聖
戦
︶
や
奴
隷
に
関
す
る
マ
ー
リ
ク
学
派
の
諸

裁
定
を
考
慮
し
︑﹃
階
梯
﹄
に
お
け
る
法
学
的
議
論
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
た
も
の
も
あ
る
︒
E
l
H
am
el,B
lack
M
orocco,79-85.し
か
し
︑
本
稿
の

目
的
は
︑
そ
う
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
と
し
て
の
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
の
議

論
の
質
を
問
う
こ
と
で
は
な
く
︑
奴
隷
身
分
の
原
因
を
不
信
仰
の
み
に
求
め
る
イ

ス
ラ
ー
ム
法
の
大
原
則
か
ら
彼
が
ど
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
︑
ス
ー
ダ
ー
ン
の

人
々
の
奴
隷
身
分
や
奴
隷
化
の
問
題
を
如
何
に
扱
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で

あ
る
︒
な
お
︑
マ
ー
リ
ク
学
派
は
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
の
多
数
派
で
あ
る
ス
ン
ナ
派
の

四
大
法
学
派
の
一
つ
で
︑
ア
ン
ダ
ル
ス
︵
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
ム
ス
リ
ム
支
配
地

域
︶
か
ら
マ
グ
リ
ブ
︑
サ
ハ
ラ
沙
漠
西
部
︑
西
ア
フ
リ
カ
ま
で
の
広
域
で
歴
史
的

に
影
響
力
を
有
し
て
き
た
学
派
で
あ
る
︒
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
も
マ
ー
リ
ク
学

派
の
法
学
者
で
あ
る
︒

②

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,53.
な
お
︑
本
稿
に
お
け
る
引
用
で
は
︑
引
用
者
が

語
を
補
う
場
合
は
丸
括
弧
を
︑
直
前
の
語
の
言
い
換
え
や
説
明
を
付
す
場
合
は
亀

甲
括
弧
を
使
用
す
る
︒
ま
た
︑
読
み
易
さ
を
考
慮
し
︑
代
名
詞
な
ど
を
指
示
対
象

の
名
詞
に
適
宜
置
き
換
え
る
︒

③

こ
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
︵
ja̒
ala-hum
A
llāh
tah.t
aydī-kum
︶
は
よ
く
知
ら
れ
て

お
り
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ル
＝
ブ
ハ
ー
リ
ー
︵
M
uh.am
m
ad
al-B
ukhārī,
八
七

〇
年
歿
︶
と
ム
ス
リ
ム
・
ブ
ン
・
ア
ル
＝
ハ
ッ
ジ
ャ
ー
ジ
ュ
︵
M
uslim
bn
al-

H.ajjāj,
八
七
五
年
歿
︶
の
﹃
真
正
集
﹄︵
S.ah.īh.︶
を
始
め
︑
多
く
の
ハ
デ
ィ
ー

ス
集
に
見
ら
れ
る
︒

④

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,66.

⑤

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,57.

⑥

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,
68-69;
K
halaf
al-B
arādhi̒ī,
al-T
ahdhīb
fī

ikhtis.ār
al-M
udaw
w
ana,
V
ol.
1
(4
vols.,
D
ubai:
D
ār
al-B
uh.ūth
li-l-

D
irāsāt
al-Islām
īya
w
a-Ih.yā̓
al-T
urāth,1999-2002),430;V
ol.2,76-77;

Sah.nūn
al-T
anūkhī,
al-M
udaw
w
ana
al-kubrā,
V
ol.1
(4
vols.,
B
eirut:

D
ār
al-F
ikr,1986),241-243,406-407.

⑦

イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
お
け
る
奴
隷
の
規
定
の
概
要
は
以
下
を
参
照
︒
R
.

B
runschvig,
ʻ̒̒A
bd,̓̓
in
T
he
E
ncyclopaedia
of
Islam
,
N
ew
E
dition,

V
ol.1
(12
vols.,
Leiden:
B
rill,1960-2004),24-40;
John
R
alph
W
illis,

ʻ̒T
he
Ideology
of
E
nslavem
ent
in
Islam
,̓̓
in
Slaves
and
Slavery
in

M
uslim
A
frica,
V
ol.
1,
1-15;
Joseph
Schacht,
A
n
Introduction
to
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Islam
ic
L
aw
(O
xford:O
xford
U
niversity
Press,1982),127-130;M
ajid

K
hadduri,W
ar
and
P
eace
in
the
L
aw
of
Islam
(1955;C
lark,N
J:T
he

Law
book
E
xchange,2010),130-132.

⑧

こ
う
し
た
親
子
関
係
を
通
じ
た
自
由
身
分
の
獲
得
以
外
に
︑
主
人
に
よ
る
奴
隷

の
解
放
と
い
う
手
続
き
も
存
在
し
た
︒
奴
隷
の
解
放
は
一
般
に
善
行
の
一
つ
と
し

て
推
奨
さ
れ
て
き
た
が
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
の
歴
史
に
お
い
て
は
︑
解
放
奴
隷
が
元
の

主
人
に
奉
仕
し
︑
庇
護
さ
れ
る
関
係
︵
w
alā̓
︶
を
維
持
す
る
場
合
が
多
く
見
ら

れ
た
︒
B
runschvig,
ʻ̒̒A
bd.̓̓

⑨

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,69.

⑩

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,53-54.

⑪

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,56.

⑫

H
unw
ick
and
H
arrak,
M
i̒rāj
al-S.u̒
ūd:
A
h.m
ad
B
ābā̓
s
R
eplies
on

Slavery,13,
footnote
9.

⑬

ジ
ラ
ー
リ
ー
の
同
時
代
の
ス
ー
ダ
ー
ン
に
お
い
て
ム
ス
リ
ム
と
見
做
さ
れ
る

人
々
を
指
し
て
お
り
︑
具
体
的
に
は
前
出
の
ボ
ル
ヌ
や
カ
ノ
︑
カ
ツ
ィ
ナ
︑
ガ
オ
︑

ア
フ
ヌ
ー
な
ど
の
人
々
で
あ
る
︒

⑭

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,54.

⑮

al-Jirārī,
Istiftā̓
,44.

⑯

Larry
E
.T
ise,P
roslavery:
A
H
istory
of
the
D
efense
of
Slavery
in

A
m
erica,
1701–1840
(A
thens
and
L
ondon:
T
he
U
niversity
of

G
eorgia
Press,1987),118,189.

⑰

例
え
ば
︑
以
下
の
よ
う
な
一
〇
世
紀
の
著
名
な
歴
史
書
に
も
見
ら
れ
る
︒

M
uh.am
m
ad
al-T.abarī,
T
a̓
rīkh
al-T.abarī
al-m
a̒
rūf
bi-T
a̓
rīkh
al-

um
am
w
a-al-m
ulūk,
V
ol.1
(8
vols.,
B
eirut:
M
u̓
assasa
al-A
l̒am
ī
li-l-

M
at.bū̒
āt,1989),139.

⑱

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,64.

⑲

先
行
研
究
も
指
摘
す
る
通
り
︑
ベ
ル
ベ
ル
系
の
集
団
を
父
系
の
出
自
と
す
る
ア

フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
の
言
説
か
ら
は
︑
彼
が
ス
ー
ダ
ー
ン
の
﹁
黒
人
﹂
に
本
質
的

な
劣
等
性
を
見
出
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
C
leaveland,
ʻ̒A
hm
ad
B
aba

al-T
im
bukti,̓
5̓1.そ
れ
ゆ
え
︑
先
行
研
究
に
も
あ
る
よ
う
に
︑﹁
ハ
ム
の
呪
い
﹂

を
彼
が
否
定
し
た
一
つ
の
理
由
と
し
て
︑﹁
彼
の
法
的
思
考
︵
legal
m
ind
︶
が

黒
人
性
と
奴
隷
身
分
と
の
単
純
な
等
価
を
拒
絶
し
た
﹂
の
だ
と
考
え
る
こ
と
は
で

き
る
だ
ろ
う
︒
John
O
.
H
unw
ick,
ʻ̒Islam
ic
Law
and
Polem
ics
over

R
ace
and
Slavery
in
N
orth
and
W
est
A
frica
(16th-19th
C
entury),̓̓
in

Slavery
in
the
Islam
ic
M
iddle
E
ast,ed.Shaun
E
.M
arm
on
(Princeton,

N
J:
M
arkus
W
iener
Publishers,1999),51.

第
二
章

奴

隷

化

の

論

理

奴
隷
身
分
の
原
因
を
不
信
仰
の
み
に
見
出
す
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
の
主
張
は
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
あ
る
人
物
の
奴
隷
化
の
可
否
の
判
断
基

準
が
そ
の
人
物
の
宗
教
的
属
性

ム
ス
リ
ム
で
あ
る
か
否
か

の
み
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
非
ム
ス
リ
ム
だ
け
が
奴
隷
化
の
対
象
に
な
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
基
準
は
︑
戦
争
や
奴
隷
狩
り
に
よ
る
奴
隷
の
生
産
や
獲
得
︑
獲
得
し
た
奴
隷
の
売
買
・
所
有
と
い
う

実
践
の
場
に
お
い
て
は
︑
必
ず
し
も
そ
こ
に
関
わ
る
ム
ス
リ
ム
に
明
確
な
判
断
の
指
針
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
こ
れ
は
ひ
と
え
に
︑
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ム
ス
リ
ム
と
非
ム
ス
リ
ム
と
を
峻
別
す
る
﹁
客
観
的
﹂
な
指
標
の
設
定
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
が
︑﹃
階
梯
﹄
は
︑
こ
の
困
難
が
奴

隷
を
巡
る
一
つ
の
社
会
問
題
に
繫
が
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
具
体
的
に
は
︑
奴
隷
と
し
て
扱
わ
れ
た
人
々
の
中
に
︑
自
ら
が

自
由
身
分
の
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と
訴
え
︑
奴
隷
と
し
て
売
買
さ
れ
た
り
所
有
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
異
議
を
申
し
立
て
る
者
が
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
訴
え
を
起
こ
し
た
者
の
身
元
調
査
を
す
べ
き
か
否
か
︑
す
べ
き
で
あ
れ
ば
そ
の
責
を
一
体
誰
が
負
う
べ
き

な
の
か
︑﹃
階
梯
﹄
で
は
こ
の
点
に
多
く
の
紙
幅
が
割
か
れ
て
お
り
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
ジ
ラ
ー
リ
ー
か
ら
の
以
下
の
質
問
を
起
点

に
︑
先
達
の
見
解
を
複
数
列
挙
し
な
が
ら
詳
し
い
検
討
を
行
っ
て
い
る①
︒

ま
た
同
様
に
︑︵
帰
属
す
る
︶
国
が
分
か
ら
ず
︑
そ
の
状
態
も
不
明
で
︑
そ
れ
ゆ
え
奴
隷
身
分
が
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
改
宗
に
先
立
っ
て
い
た
の
か
否
か
が
分

か
ら
な
い
者
に
つ
い
て
は
︑
何
ら
︵
身
元
の
︶
調
査
も
せ
ず
に
売
却
や
購
入
に
乗
り
出
し
て
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
と
も
︑
調
査
は
義
務
な
の
で

し
ょ
う
か
︑
も
し
く
は
推
奨
さ
れ
る
行
為
な
の
で
し
ょ
う
か②
︒

こ
の
問
い
に
対
し
て
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
奴
隷
身
分
の
根
拠
は
不
信
仰
の
み
で
あ
り
︑
如
何
な
る
不
信
仰
者
も
そ
の
間
に
差
異
は

な
く
︑
彼
ら
を
奴
隷
と
し
て
所
有
す
る
こ
と
は
合
法
で
あ
る
と
述
べ
た
後
︑
イ
ブ
ン
・
サ
フ
ル
︵
Ibn
Sahl,
一
〇
九
三
年
歿
︒
ア
ブ
ー
・
ア
ル
＝
ア

ス
バ
グ
・
イ
ー
サ
ー
・
ブ
ン
・
サ
フ
ル
︹
A
bū
al-A
s.bagh
Ī̒sā
bn
Sahl︺︶
と
い
う
ア
ン
ダ
ル
ス
出
身
の
マ
ー
リ
ク
学
派
法
学
者
の
言
葉
を
提
示
す

る
︒

ア
ブ
ー
・
ア
ル
＝
ア
ス
バ
グ
・︵
イ
ー
サ
ー
・
︶
ブ
ン
・
サ
フ
ル
の
﹃
諸
事
案
﹄
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︒﹁
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
見
解
は
︑
以
下
の
通

り
で
あ
る
︒︵
自
ら
の
︶
自
由
身
分
を
訴
え
︑
自
由
身
分
の
者
が
売
り
払
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
頻
繁
に
起
こ
る
国
か
ら
や
っ
て
き
た
と
述
べ
る
者
が
い
て
︑

購
入
者
も
彼
を
そ
の
国
か
ら
購
入
し
た
こ
と
に
関
し
て
彼
に
同
意
し
て
い
る
場
合
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ブ
ン
・
ア
ル
＝
ワ
リ
ー
ド③
と
ヤ
フ
ヤ
ー
・
ブ
ン
・
ア
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ブ
ド
・
ア
ル
＝
ア
ズ
ィ
ー
ズ④
曰
く
︑
彼
の
奴
隷
身
分
の
証
明
は
購
入
者
に
課
さ
れ
る
︒
サ
フ
ヌ
ー
ン
︵
・
ア
ッ
＝
タ
ヌ
ー
ヒ
ー⑤
︶
も
︵
そ
う
︶
言
っ
た
︒

し
か
し
︑
イ
ブ
ン
・
ル
バ
ー
バ⑥
は
︑﹃
証
拠
︵
の
提
示
︶
は
自
由
身
分
を
訴
え
る
者
に
課
さ
れ
る
︒
ア
ブ
ド
・
ア
ル
＝
ア
ァ
ラ
ー⑦
は
︑
時
代
の
頽
廃
の
た
め
︑

我
々
の
同
輩
ら⑧
が
述
べ
る
こ
と
を
フ
ァ
ト
ワ
ー
と
し
て
発
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
私
は
そ
の
よ
う
な
見
解
を
持
た
な
い
﹄
と
言
っ
た
︒
イ
ブ
ン
・
ザ
ル
ブ⑨

は
︑﹃︵
奴
隷
の
︶
主
人
に
は
︑
以
前
の
所
有
者
か
ら
彼
を
購
入
す
る
こ
と
の
合
法
性
の
証
明
が
課
さ
れ
る
︒
彼
ら
は
︑
イ
ブ
ン
・
ハ
フ
ス
ー
ン
の
内
乱
の

間⑩
︑
そ
の
よ
う
に
フ
ァ
ト
ワ
ー
を
発
し
た
﹄
と
言
っ
た
﹂︒︵
以
上
で
引
用
は
︶
終
わ
る⑪
︒

こ
の
問
答
は

そ
し
て
︑
こ
う
し
た
問
答
が
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は

︑
奴
隷
の
中
に
自
ら
が
自
由
身
分
の
ム
ス
リ
ム
で
あ
る

と
訴
え
︑
奴
隷
と
し
て
売
買
・
所
有
さ
れ
る
こ
と
に
異
を
唱
え
る
者
が
少
な
か
ら
ず
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
イ
ブ
ン
・
サ
フ
ル
の
著
作
か

ら
の
引
用
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑
そ
う
し
た
訴
え
が
あ
っ
た
時
に
︑
そ
の
奴
隷
と
見
做
さ
れ
て
い
る
人
物
の
身
元
を
明
ら
か
に
す
る
義

務
が
本
人
に
課
さ
れ
る
の
か
︑
彼
を
購
入
し
た
主
人
に
課
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
︒
法
学
者
の
間
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
こ
と
が
窺

え
る
も
の
の
︑
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
法
学
者
の
中
で
は
︑
イ
ブ
ン
・
ル
バ
ー
バ
の
み
が
奴
隷
の
側
に
身
元
の
立
証
責
任
を
課
す
と
の
見
解
を
示

し
て
い
る
︒

ま
た
知
の
連
関
網
の
面
か
ら
言
う
と
︑
こ
こ
で
イ
ブ
ン
・
サ
フ
ル
が
列
挙
し
て
い
る
法
学
者

こ
の
引
用
を
介
し
て
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー

バ
ー
が
参
照
し
て
い
る
法
学
者
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
が

は
皆
︑
九

一
〇
世
紀
の
ア
ン
ダ
ル
ス
も
し
く
は
マ
グ
リ
ブ
の
知
識
人
で
あ
り
︑

前
章
で
も
言
及
し
た
通
り
︑
サ
ハ
ラ
以
北
の
知
的
空
間
が
﹃
階
梯
﹄
の
議
論
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
大
き
さ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒

イ
ブ
ン
・
サ
フ
ル
に
続
き
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑﹃
階
梯
﹄
に
お
い
て
は
唯
一
︑
ス
ー
ダ
ー
ン
の
法
学
者
の
裁
定
を
引
い
て
い
る
︒

こ
の
法
学
者
︑
マ
フ
ム
ー
ド
・
ブ
ン
・
ウ
マ
ル
・
ブ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
キ
ー
ト
︵
M
ah.m
ūd
bn
U̒
m
ar
bn
M
uh.am
m
ad
A
qīt,一
五
四
八
年

歿
︒
以
下
︑
マ
フ
ム
ー
ド
と
略
記
︶
は
︑
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
の
カ
ー
デ
ィ
ー
職
に
つ
い
た
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
の
大
お
じ
で
︑
一
六
世
紀
の
ア

キ
ー
ト
家
を
代
表
す
る
知
識
人
の
一
人
で
あ
る
︒
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上
述
の
︵
ア
ン
ダ
ル
ス
や
マ
グ
リ
ブ
の
法
学
者
達
の
︶
集
団
が
述
べ
た
こ
と
を
︑
我
々
の
主
人
で
あ
り
︑
模
範
で
も
あ
る
法
学
者
の
マ
フ
ム
ー
ド
・
ブ

ン
・
ウ
マ
ル
・
ブ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
キ
ー
ト
は
︑
彼
の
時
代
に
︑
彼
ら
︹
奴
隷
︺
の
う
ち
の
自
由
身
分
を
訴
え
る
者
に
対
し
て
裁
定
と
し
て
下
し
︑

所
有
権
が
立
証
さ
れ
る
ま
で
は
︑
彼
を
所
有
す
る
者
の
手
か
ら
彼
を
取
り
上
げ
︑
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
︹
所
有
権
が
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
︺︑
彼
の
自
由

身
分
の
裁
定
を
下
し
た
の
で
あ
っ
た⑫
︒

つ
ま
り
︑
こ
の
マ
フ
ム
ー
ド
の
見
解
に
よ
れ
ば
︑
あ
る
奴
隷
が
自
由
身
分
の
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
た
場
合
︑
そ
の
所
有
者
に
正
当

な
所
有
権
の
立
証
義
務
が
生
じ
︑
当
然
そ
の
義
務
の
中
に
は
当
該
の
奴
隷
が
合
法
的
に
所
有
で
き
る
よ
う
な
出
自
で
あ
る
の
か
と
い
う
身
元
調

査
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
︑
上
述
し
た
イ
ブ
ン
・
サ
フ
ル
の
引
用
か
ら
は
︑
自
由
身
分
を
訴
え
る
奴
隷
の
側
に
有
利
な
見
解
を
示
す

法
学
者
が
九

一
〇
世
紀
頃
の
ア
ン
ダ
ル
ス
や
マ
グ
リ
ブ
に
お
け
る
多
数
派
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
た
が
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
と
同
じ
ア

キ
ー
ト
家
の
知
的
伝
統
の
中
に
い
た
マ
フ
ム
ー
ド
も
︑
こ
う
し
た
北
方
の
法
学
的
見
解
の
蓄
積
に
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

し
か
し
︑
奴
隷
の
身
元
調
査
が
必
要
に
な
る
状
況
が
実
際
に
生
じ
て
い
た
こ
と
は
分
か
っ
た
が
︑
そ
れ
で
は
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑

こ
の
身
元
調
査
に
際
し
て
一
体
何
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
そ
の
人
物
の
宗
教
的
属
性
が
定
ま
り
︑
奴
隷
化
の
合
法
性
・
非
合
法
性
を
確
定
で
き
る

と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
答
え
は
︑
上
記
の
マ
フ
ム
ー
ド
の
見
解
に
続
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
︑
サ
ハ
ラ
沙
漠
北
西
部
の
タ
バ
ル

バ
ラ
出
身⑬
の
法
学
者
︑
マ
フ
ル
ー
フ
・
ア
ル
＝
バ
ル
バ
ー
リ
ー
︵
M
akhlūf
al-B
albālī,
一
五
三
三
／
四
年
以
降
歿
︒
以
下
︑
バ
ル
バ
ー
リ
ー
と
略
記
︶

の
以
下
の
フ
ァ
ト
ワ
ー
に
現
れ
る⑭
︒

︵
バ
ル
バ
ー
リ
ー
は
次
の
よ
う
に
︶
言
っ
た
︒﹁
奴
隷
身
分
の
根
源
は
不
信
仰
で
あ
る
︒
ス
ー
ダ
ー
ン
の
不
信
仰
者
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
同
様
︵
に
不
信

仰
者
︶
で
あ
る
が
︑
彼
ら
は
マ
ジ
ュ
ー
ス⑮
で
あ
る
と
い
う
だ
け
だ
︒
彼
ら
︹
ス
ー
ダ
ー
ン
の
人
々
︺
の
う
ち
︑
カ
ノ
や
カ
ツ
ィ
ナ
︑
ボ
ル
ヌ
︑
ゴ
ビ
ル⑯
の

人
々
︑
そ
し
て
ソ
ン
ガ
イ
の
全
て
の
人
々
の
よ
う
な
ム
ス
リ
ム
は
︑︵
奴
隷
と
し
て
︶
所
有
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
が
︑
彼
ら
の
一
部
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は
︑
自
由
身
分
の
ム
ス
リ
ム
を
攻
撃
し
て
不
正
に
売
却
す
る
ア
ラ
ブ
の
よ
う
に
︑
不
正
に
互
い
を
襲
撃
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
彼
ら
︹
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と

さ
れ
る
上
記
の
人
々
︺
を
︵
奴
隷
と
し
て
︶
所
有
す
る
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
︒
イ
ス
ラ
ー
ム
︵
が
根
づ
い
て
い
る
こ
と
︶
で
知
ら
れ
る
こ
れ
ら
の

国
の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
︑
自
身
が
こ
れ
ら
の
国
の
出
身
で
あ
る
と
述
べ
た
者
に
関
し
て
は
︑
彼
を
解
放
し
︑
彼
に
自
由
身
分
の
裁
定
を
下
す

︵
べ
き
で
あ
る
︶

イ
ブ
ン
・
ア
ッ
タ
ー
ブ⑰
を
始
め
と
し
た
ア
ン
ダ
ル
ス
の
法
学
者
達
が
そ
の
よ
う
に
フ
ァ
ト
ワ
ー
を
発
し
︑
イ
ブ
ン
・
ル
バ
ー
バ
以
外

は
そ
れ
に
異
を
唱
え
な
か
っ
た
よ
う
に
︒
そ
し
て
︑
フ
ェ
ズ
の
法
官
達
も
こ
れ
と
同
様
の
裁
定
を
下
し
︑
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
の
カ
ー
デ
ィ
ー
で
あ
る
我
が
主

人
マ
フ
ム
ー
ド

彼
は
︑
彼
ら
︹
自
由
身
分
の
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
奴
隷
︺
に
彼
ら
自
身
が
こ
れ
ら
の
国
の
出
身
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
義
務
を
課
さ
ず
に
彼
ら
の
訴
え
を
︵
そ
の
ま
ま
︶
受
け
入
れ
た

も
こ
れ
と
同
様
の
裁
定
を
下
し
た
︒
従
っ
て
︑
自
身
が
︵
罪
か
ら
︶
免
れ
る
こ
と

を
望
む
者
は
︑
彼
ら
の
う
ち
︑
自
ら
の
国
の
名
を
述
べ
︑
こ
れ
ら
の
︹
上
記
の
︺
国
の
出
身
で
あ
る
の
か
否
か

つ
ま
り
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
の
国
の
出
で

あ
る
の
か
︑
不
信
仰
者
の
国
の
出
で
あ
る
の
か

が
吟
味
さ
れ
た
者
以
外
を
︵
奴
隷
と
し
て
︶
購
入
す
べ
き
で
は
な
い
︒
こ
れ
︹
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
反

し
て
ム
ス
リ
ム
が
奴
隷
と
し
て
売
買
さ
れ
る
こ
と
︺
は
︑
今
の
時
代
︑
国
々
に
不
幸
が
蔓
延
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
大
き
な
災
厄
で
あ
る⑱
﹂︒

バ
ル
バ
ー
リ
ー
は
︑
マ
グ
リ
ブ
︑
サ
ハ
ラ
沙
漠
西
部
︑
ス
ー
ダ
ー
ン
を
広
く
渡
り
歩
い
て
修
学
と
教
育
に
勤
し
ん
だ
人
物
で
あ
る
︒
ト
ン
ブ

ク
ト
ゥ
で
は
ア
キ
ー
ト
家
の
マ
フ
ム
ー
ド
の
兄
弟
に
師
事
し
︑
こ
の
西
ア
フ
リ
カ
の
中
心
的
な
学
問
都
市
や
カ
ノ
︑
カ
ツ
ィ
ナ
に
お
い
て
教
鞭

を
執
っ
た
と
言
わ
れ
る
︒
バ
ル
バ
ー
リ
ー
の
フ
ァ
ト
ワ
ー
に
は
注
目
す
べ
き
点
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
大
き
く
二
点
を
確
認
し

て
お
こ
う
︒

一
つ
目
は
︑
バ
ル
バ
ー
リ
ー
の
知
的
源
泉
と
な
っ
た
先
達
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
一
五

一
六
世
紀
の
マ
グ
リ
ブ
か
ら
西
ア
フ
リ
カ
ま
で
を
広

く
移
動
し
続
け
た
バ
ル
バ
ー
リ
ー
の
フ
ァ
ト
ワ
ー
に
あ
っ
て
も
︑
奴
隷
の
所
有
や
売
買
に
関
す
る
裁
定
に
関
し
て
は
︑
ア
ン
ダ
ル
ス
や
マ
グ
リ

ブ
の
法
学
者
の
見
解
が
主
た
る
参
照
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
こ
で
も
イ
ブ
ン
・
ル
バ
ー
バ
の
み
が
奴
隷
所
有
者
に
有
利
な
裁
定

を
下
し
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
バ
ル
バ
ー
リ
ー
は
︑
上
述
の
通
り
ア
キ
ー
ト
家
と
縁
の
深
い
人
物
で
︑
ト
ン
ブ
ク
ト
ゥ
の
カ
ー
デ
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ィ
ー
で
あ
っ
た
マ
フ
ム
ー
ド
の
下
し
た
裁
定
も
参
照
し
て
い
る
︒

二
つ
目
は
︑
ス
ー
ダ
ー
ン
の
ム
ス
リ
ム
と
非
ム
ス
リ
ム
と
を
峻
別
す
る
基
準
で
あ
る
︒
バ
ル
バ
ー
リ
ー
は
︑
ス
ー
ダ
ー
ン
の
特
定
の
地
域
や

民
族
集
団
に
帰
属
す
る
人
々
は
無
条
件
に
ム
ス
リ
ム
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
奴
隷
化
の
対
象
に
な
ら
な
い
︑
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑

こ
の
バ
ル
バ
ー
リ
ー
が
提
示
す
る
︑
地
域
や
民
族
集
団
に
基
づ
い
て
宗
教
的
属
性
を
決
定
す
る
論
理
こ
そ
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
が
﹃
階

梯
﹄
の
中
で
ス
ー
ダ
ー
ン
の
人
々
の
奴
隷
化
を
巡
る
議
論
の
核
に
据
え
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る⑲
︒
以
下
で
は
︑
こ
の
点
を
確
認
し
て
い
く
︒

﹃
階
梯
﹄
に
お
け
る
質
問
者
の
ジ
ラ
ー
リ
ー
は
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
に
対
し
て
複
数
の
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
る
が
︑
そ
の
一
番
目
の

問
い
は
︑
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
︒

イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
仰
が
我
々
の
許
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
人
々
の
う
ち
︑
ボ
ル
ヌ
や
ア
フ
ヌ
ー
︑
カ
ノ
︑
ガ
オ
︑
カ
ツ
ィ
ナ
な
ど
の
よ
う
に
︑
そ
こ
の

人
々
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
仰
が
確
証
さ
れ
て
い
る
国
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
奴
隷
に
関
し
て
︑
あ
な
た
方
は
何
を
述
べ
る
で
し
ょ
う
か
︹
ど
の
よ
う
な
見
解

を
持
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
︺

神
が
あ
な
た
方
を
助
け
︑
あ
な
た
方
の
眼
識
を
照
ら
し
ま
す
よ
う
に
︒
彼
ら
を
所
有
し
︑
自
由
に
売
買
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
︑
許
さ
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
が
許
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
︑
我
々
に
そ
の
証
拠
の
本
質
を
明
示
し
て
下
さ
い⑳
︒

複
数
の
質
問
の
最
初
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
恐
ら
く
ジ
ラ
ー
リ
ー
が
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
に
最
も
問
い
質
し
た
か
っ
た
の
は
こ

の
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
ジ
ラ
ー
リ
ー
が
住
ん
で
い
た
マ
グ
リ
ブ
も
し
く
は
サ
ハ
ラ
沙
漠
西
部
に
ス
ー
ダ
ー
ン
か
ら
奴
隷
と
し

て
運
ば
れ
て
き
た
人
々
の
中
に
ム
ス
リ
ム
と
思
わ
れ
る
者
が
複
数
確
認
さ
れ
る
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
︑
彼
ら
の
実
際
の
宗
教
的
属
性
と
︑

彼
ら
を
奴
隷
と
し
て
売
買
し
た
り
所
有
し
た
り
す
る
こ
と
の
可
否
を
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
に
尋
ね
よ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
言

う
ま
で
も
な
く
︑
ム
ス
リ
ム
は
ム
ス
リ
ム
を
奴
隷
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
を
念
頭
に
置
い
た
問
い
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
ア
フ
マ

ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
次
の
よ
う
な
回
答
を
提
示
し
て
い
る
︒
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次
の
こ
と
を
知
り
な
さ
い

い
と
高
き
神
が
我
々
と
あ
な
た
方
に
成
功
を
与
え
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
︒
あ
な
た
方
が
述
べ
た
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
の
国

の
人
々
は
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
が
︑
ア
フ
ヌ
ー
は
別
で
︑
私
は
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
知
ら
な
い
し
︑
そ
れ
に
つ
い
て
聞
い
た
こ
と
も
な
い
︒
し
か
し
︑

こ
れ
ら
全
て
の
国
の
近
く
に
は
不
信
仰
者
の
住
む
国
が
あ
り
︑
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
そ
れ
ら
の
国
の
人
々
は
︑
彼
ら
︹
近
隣
の
不
信
仰
者
︺
を
襲
撃
す
る
の

で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
我
々
に
伝
わ
っ
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
ム
ス
リ
ム
の
庇
護
下
に
あ
る
一
部
の
不
信
仰
者
は
︑
税

を
納
め
て
い
る㉑
︒︵
そ
の
一
方
で
︶
こ
れ
ら
の
国
の
ス
ル
タ
ー
ン
︹
君
主
︑
政
治
権
力
者
︺
が
別
の
︵
ム
ス
リ
ム
の
︶
国
の
ス
ル
タ
ー
ン
と
対
立
す
る
こ
と

の
何
と
多
い
こ
と
か
︒
こ
れ
ら
の
国
の
ス
ル
タ
ー
ン
は
︑
別
の
ス
ル
タ
ー
ン
に
攻
撃
を
し
か
け
︑
そ
の
国
を
襲
撃
し
︑︵
そ
の
国
の
︶
ム
ス
リ
ム
を
能
う
限

り
捕
虜
に
す
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
捕
虜
は
自
由
身
分
の
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
の
だ
が
︑︵
奴
隷
と
し
て
︶
売
却
さ
れ
る
の
で
あ
る㉒
︒

奴
隷
身
分
の
原
因
が
不
信
仰
の
み
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
で
あ
る
が
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
て
こ
の
引
用
を
見
る
と
︑
ま

ず
ボ
ル
ヌ
︑
カ
ノ
︑
カ
ツ
ィ
ナ
︑
ガ
オ
な
ど
の
人
々
は
総
じ
て
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と
断
言
し
て
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
︑
こ
の
引
用
箇
所
で
は
明
確

に
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
当
然
奴
隷
化
の
対
象
外
と
な
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
実
際
に
は
こ
れ
ら
の
国
々
は
交
戦
し
︑
略
奪
し
合
い
︑
そ
の
中

で
自
由
身
分
の
ム
ス
リ
ム
を
捕
虜
に
し
︑
奴
隷
と
し
て
売
却
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
ス
ー
ダ
ー

ン
の
特
定
の
地
域
の
人
々
は
無
条
件
に
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
の
だ
が
︑
同
時
に
︑
そ
う
し
た
地
域
の
ム
ス
リ
ム

が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
原
則
を
蔑
ろ
に
し
て
同
胞
で
あ
る
は
ず
の
ム
ス
リ
ム
を
奴
隷
と
し
て
売
却
し
て
い
る
現
状
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

わ
け
で
あ
る
︒

﹃
階
梯
﹄
で
は
︑
こ
れ
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
も
︑
特
定
の
地
域
の
人
々
や
民
族
集
団
が
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と
具
体
的
に
述
べ
て
お
り
︑
例

え
ば
︑
ボ
ル
ヌ
に
つ
い
て
の
ジ
ラ
ー
リ
ー
の
問
い
に
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
︒

﹁
そ
れ
︹
奴
隷
で
あ
る
の
か
否
か
︺
は
︑
ボ
ル
ヌ
の
人
々
に
つ
い
て
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
︒
ボ
ル
ヌ
は
︑
彼
ら
の
ス
ル
タ
ー
ン
の
統
治
領
域
で
あ
り
︑
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彼
ら
の
許
か
ら
︵
人
々
が
奴
隷
と
し
て
︶
我
々
の
許
に
運
ば
れ
て
く
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
︒︵
運
ば
れ
て
き
た
︶
彼
ら
は
奴
隷
な
の
で
し
ょ
う
か
︹
奴
隷

と
見
做
し
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
︺︑
そ
う
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
﹂
と
い
う
あ
な
た
方
の
言
葉
で
あ
る
が
︑
そ
の
答
え
は
︑
彼
ら
は
古
く
に
イ
ス
ラ
ー

ム
に
改
宗
し
た
自
由
身
分
の
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ㉓
︒

前
章
で
述
べ
た
通
り
︑
ボ
ル
ヌ
の
人
々
が
古
く
か
ら
ム
ス
リ
ム
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
の
見
解
を

根
拠
と
し
て
お
り
︑
こ
の
引
用
箇
所
の
後
に
︑
前
章
で
言
及
し
た
﹃
実
例
の
書
﹄
か
ら
の
長
文
引
用
が
続
く
︒

こ
の
他
に
も
︑
ム
ス
リ
ム
と
見
做
さ
れ
る
人
々
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

そ
れ
が
誰
で
あ
れ
︑
不
信
仰
の
状
態
で
捕
虜
と
な
っ
た
者
を
︵
奴
隷
と
し
て
︶
所
有
す
る
こ
と
は
合
法
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
々
の
う

ち
︑
ボ
ル
ヌ
や
カ
ノ
︑
ソ
ン
ガ
イ
︑
カ
ツ
ィ
ナ
︑
ゴ
ビ
ル
︑
マ
リ
の
人
々
︑
そ
し
て
ザ
ク
ザ
ク
の
一
部
の
人
々
の
よ
う
に
︑
自
ら
の
意
志
で
イ
ス
ラ
ー
ム

に
改
宗
し
た
者
は
別
で
あ
る
︒
彼
ら
は
︑
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
も
︵
奴
隷
と
し
て
︶
所
有
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
自
由
身
分
の
ム
ス
リ
ム
で
あ

る
︒
ま
た
︑
フ
ル
ベ
の
大
半
も
同
様
︵
に
ム
ス
リ
ム
︶
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ジ
ェ
ン
ネ
の
向
こ
う
側
に
住
む
︵
フ
ル
ベ
の
︶
集
団
に
つ
い
て
我
々
に
伝
え

ら
れ
た
と
こ
ろ
で
は
︑
彼
ら
は
不
信
仰
者
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
彼
ら
が
生
来
の
不
信
仰
者
で
あ
る
の
か
︑︵
イ
ス
ラ
ー
ム
を
棄
て
て
︶
背

教
し
た
の
か
︑
我
々
は
知
ら
な
い㉔
︒

ザ
ク
ザ
ク
︵
ザ
ッ
ザ
ウ
︑
ザ
ー
リ
ア
︶
は
︑
カ
ノ
や
カ
ツ
ィ
ナ
︑
ゴ
ビ
ル
と
同
様
︑
ハ
ウ
サ
七
国
の
一
つ
で
あ
り
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑

そ
こ
に
住
む
人
々
の
一
部
は
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
ジ
ェ
ン
ネ
は
︑
今
日
の
マ
リ
中
部
に
相
当
す
る
地
域
に
古
く
か
ら
存
在

し
て
き
た
都
市
の
名
称
で
あ
る
︒
そ
し
て
フ
ル
ベ
は
︑
牛
牧
畜
を
主
た
る
生
業
と
し
て
西
ア
フ
リ
カ
の
広
域
に
居
住
し
て
き
た
民
族
集
団
で
あ

る
︒
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
︑
彼
ら
に
つ
い
て
は
ジ
ェ
ン
ネ
を
境
界
と
し
て
︑
ム
ス
リ
ム
の
住
む
地
域
と
非
ム
ス
リ
ム
の
住
む
地
域
と
が
分
か
れ
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る
こ
と
に
な
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
地
域
や
民
族
集
団
の
人
々
は
︑
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
て

お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
奴
隷
に
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒

更
に
興
味
深
い
の
は
︑
バ
ル
バ
ー
リ
ー
が
ム
ス
リ
ム
と
見
做
さ
れ
る
特
定
の
民
族
集
団
や
地
域
の
人
々
を
列
挙
し
な
が
ら
︑
非
ム
ス
リ
ム
と

見
做
さ
れ
る
民
族
集
団
や
地
域
の
人
々
を
明
示
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
上
記
の
ザ
ク
ザ
ク
や
フ
ル
ベ
の
一
部
以

外
に
も
︑
非
ム
ス
リ
ム
と
見
做
さ
れ
る
集
団
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
な
極
め
て
具
体
的
な
言
及
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

今
︑
あ
な
た
の
許
に
モ
シ
や
グ
ル
マ
︑
ブ
サ
︑
ボ
ル
グ
︑
ダ
ゴ
ン
バ
︑
コ
ト
コ
リ
︑
ヨ
ル
バ
︑
ト
ン
ボ
︑
ボ
ボ
︑
ｋ
-ｒ
-ｍ
と
い
っ
た
集
団
か
ら
︵
奴
隷

と
し
て
︶
あ
な
た
方
の
許
に
や
っ
て
き
た
者
は
皆
︑
現
在
ま
で
不
信
仰
に
と
ど
ま
り
続
け
る
不
信
仰
者
で
あ
る
︒
ク
ン
ベ
ー
も
︑
脆
弱
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の

状
態
に
あ
る
ホ
ン
ボ
リ
や
ダ
ァ
ナ
カ
ー
の
人
々
の
う
ち
の
少
数
を
除
け
ば
同
様
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
如
何
な
る
質
問
も
せ
ず
に
彼
ら
を
︵
奴
隷
と
し
て
︶

所
有
し
て
も
︑
あ
な
た
に
と
っ
て
は
些
か
の
問
題
も
な
い㉕
︒

個
別
の
詳
し
い
説
明
は
省
く
が
︑
こ
こ
で
言
及
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑
西
ア
フ
リ
カ
の
民
族
集
団
で
あ
り㉖
︑
こ
れ
ら
の
民
族
集
団
の

人
間
で
あ
る
こ
と
が
分
か
れ
ば
︑﹁
如
何
な
る
質
問
も
せ
ず
に
﹂︑
つ
ま
り
そ
れ
以
上
の
身
元
調
査
な
ど
を
一
切
せ
ず
に
︑
合
法
的
に
奴
隷
化
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
例
え
ば
上
記
の
フ
ル
ベ
人
の
場
合
︑
民
族
集
団
が
判
明
し
て
も
︑
そ
れ
だ
け
で
は
そ
の
宗
教
的

属
性
は
明
ら
か
に
な
ら
ず
︑
帰
属
す
る
地
域
が
判
明
し
て
初
め
て
奴
隷
化
の
可
否
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

ま
た
︑
上
記
の
ボ
ル
ヌ
や
カ
ノ
︑
ガ
オ
︑
カ
ツ
ィ
ナ
な
ど
の
よ
う
に
︑
周
辺
の
非
ム
ス
リ
ム
へ
の
襲
撃
や
略
奪
と
同
時
に
︑
ム
ス
リ
ム
に
対

す
る
襲
撃
や
略
奪
を
行
っ
て
い
る
事
例
に
関
し
て
も
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

こ
う
し
た
こ
と
︹
ム
ス
リ
ム
が
他
の
ム
ス
リ
ム
を
襲
撃
し
︑
捕
虜
に
し
て
奴
隷
と
し
て
売
却
す
る
こ
と
︺
は
彼
ら
の
国
︹
ボ
ル
ヌ
︑
カ
ノ
︑
カ
ツ
ィ
ナ
︑
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ガ
オ
な
ど
︺
で
広
く
見
ら
れ
︑︵
例
え
ば
︶
カ
ツ
ィ
ナ
の
人
々
が
カ
ノ
を
襲
撃
し
︑
そ
の
他
の
︵
ム
ス
リ
ム
の
国
の
︶
人
々
も
同
様
︵
の
こ
と
を
し
て
い
る

の
︶
で
あ
る
︒
彼
ら
の
言
葉
は
単
一
で
︑
そ
の
言
語
も
一
つ
︑
そ
の
状
態
も
互
い
に
似
通
っ
て
い
る
︵
の
で
︶︑
彼
ら
の
う
ち
の
あ
る
者
と
別
の
者
と
を
区

別
す
る
の
は
︑
あ
る
者
は
生
来
の
ム
ス
リ
ム
で
あ
り
︑
あ
る
者
は
生
来
の
不
信
仰
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
だ
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑︵
奴
隷
と
し

て
︶
彼
ら
の
許
に
運
ば
れ
て
き
た
者
の
状
態
は
判
然
と
せ
ず
︑
彼
ら
は
︑
運
ば
れ
て
き
た
者
の
実
状
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る㉗
︒

ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
彼
ら
の
言
語
の
単
一
性
や
状
態

文
化
や
生
活
様
式
の
こ
と
で
あ
ろ
う

の
相
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑

こ
れ
は
直
前
で
具
体
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
カ
ツ
ィ
ナ
と
カ
ノ
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
カ
ツ
ィ
ナ
も
カ
ノ
も
ハ
ウ
サ
ラ
ン
ド

の
王
国
で
あ
り
︑
支
配
的
な
民
族
集
団
は
い
ず
れ
も
ハ
ウ
サ
語
を
話
す
ハ
ウ
サ
人
で
あ
る
︒
既
出
の
引
用
に
あ
っ
た
よ
う
に
︑
彼
ら
は
近
隣
の

﹁
不
信
仰
者
の
住
む
国
﹂
に
対
す
る
襲
撃
や
略
奪
も
行
っ
て
お
り
︑
こ
う
し
た
﹁
不
信
仰
者
﹂
も
ハ
ウ
サ
ラ
ン
ド
の
ハ
ウ
サ
人
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
︒
そ
う
な
る
と
︑
カ
ノ
や
カ
ツ
ィ
ナ
に
よ
る
襲
撃
や
略
奪
に
よ
っ
て
捕
虜
と
な
り
︑
奴
隷
と
な
っ
た
ハ
ウ
サ
人
の
中
に
は
︑
ム
ス
リ

ム
と
非
ム
ス
リ
ム
の
双
方
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
彼
ら
の
話
す
言
語
は
単
一
で
あ
り
︑
生
活
様
式
も
互
い
に
似
通
っ
て
い
る
た

め
︑
そ
れ
ら
の
事
項
か
ら
彼
ら
の
宗
教
的
属
性
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
難
し
い
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒

更
に
ボ
ル
ヌ
に
つ
い
て
も
︑
ボ
ル
ヌ
か
ら
サ
ハ
ラ
沙
漠
交
易
を
通
じ
て
運
ば
れ
て
く
る
人
々
を
奴
隷
と
し
て
扱
っ
て
よ
い
の
か
を
問
う
ジ

ラ
ー
リ
ー
に
対
し
て
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
前
述
の
通
り
︑
ボ
ル
ヌ
の
人
々
は
間
違
い
な
く
自
由
身
分
の
ム
ス
リ
ム
で
あ
る

ゆ
え

に
奴
隷
に
す
べ
き
で
は
な
い

と
答
え
て
い
た
が
︑
同
時
に
︑﹁
し
か
し
な
が
ら
︑
先
述
し
た
よ
う
に
︑
彼
ら
の
︵
国
の
︶
縁
辺
の
近
く
に

は
不
信
仰
者
が
お
り
︑
ボ
ル
ヌ
の
ム
ス
リ
ム
は
︑
そ
の
不
信
仰
者
を
襲
撃
し
︑
捕
ら
え
︑︵
奴
隷
と
し
て
︶
売
却
す
る
の
で
あ
る㉘
﹂
と
も
述
べ
て

い
る
︒
こ
れ
は
つ
ま
り
︑
ボ
ル
ヌ
の
人
々
は
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と
確
証
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
彼
ら
は
周
辺
に
住
む
非
ム
ス
リ
ム
を
襲
撃
し
︑

捕
虜
と
し
た
者
を
奴
隷
と
し
て
売
却
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
換
言
す
る
と
︑
ボ
ル
ヌ
か
ら
北
へ
運
ば
れ
る
人
々
の
中
に
は
︑
ム
ス
リ

ム
が
合
法
的
に
奴
隷
と
し
て
売
買
・
所
有
で
き
る
者
も
含
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
︒
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こ
の
よ
う
に
︑
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
の
か
否
か
の
判
断
に
特
別
な
配
慮
を
要
す
る
事
例
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
を
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー

バ
ー
は
認
め
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
う
し
た
認
識
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
ス
ー
ダ
ー
ン
の
人
々
の
宗
教
的
属
性
を
そ
れ
ぞ
れ
の
帰
属
す
る
地
域

も
し
く
は
民
族
集
団
か
ら
導
き
出
す
論
理

換
言
す
れ
ば
︑
個
人
の
宗
教
的
属
性
を
地
域
や
民
族
集
団
に
置
き
換
え
る
論
理

は
︑
バ
ル

バ
ー
リ
ー
の
見
解
を
土
台
に
構
築
さ
れ
た
﹃
階
梯
﹄
の
特
徴
的
な
主
張
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
が
広
く
根
づ
い
て

い
る
と
判
断
さ
れ
た
地
域
や
民
族
集
団
に
帰
属
す
る
人
々
は
一
括
し
て
ム
ス
リ
ム
と
判
断
さ
れ
︑
彼
ら
の
奴
隷
化
は
禁
止
さ
れ
る
︒
反
対
に
︑

イ
ス
ラ
ー
ム
が
広
く
根
づ
い
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
地
域
や
民
族
集
団
の
人
々
は
一
括
し
て
不
信
仰
者
と
判
断
さ
れ
︑
そ
の
奴
隷
化
が
全
的

に
認
め
ら
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
実
際
に
そ
れ
ら
の
地
域
や
民
族
集
団
の
出
身
者
を
奴
隷
と
し
て
購
入
す
る
際
に
は
︑
そ
の
人
物
の
宗
教
的
属
性

を
わ
ざ
わ
ざ
精
査
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る㉙
︒

そ
れ
で
は
︑
当
時
の
西
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
奴
隷
売
買
の
実
状
を
踏
ま
え
た
時
︑
こ
う
し
た
論
理
の
提
起
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
︒
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
自
身
が
そ
の
点
を
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
︑
あ
く
ま
で
も
推
察
の
域
を
出
な
い

が
︑
仮
に
奴
隷
と
し
て
運
ば
れ
て
き
た
人
物
の
宗
教
的
属
性
を
地
域
や
民
族
集
団
と
一
義
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば

ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
の
発
し
た
フ
ァ
ト
ワ
ー
は
︑
彼
の
知
的
権
威
を
背
景
に
こ
れ
を
許
し
て
い
る
の
で
あ
る
が

︑
イ
ス
ラ
ー
ム
法

の
原
則
に
も
と
る
こ
と
な
く
︑
以
下
の
よ
う
な
理
由
か
ら
︑
取
引
は
一
層
の
効
率
化
が
図
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
西
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
奴
隷
生
産
に
は
幾
つ
か
の
手
段
が
あ
っ
た
が
︑
一
度
に
最
も
多
く
の
奴
隷
が
生
産
さ
れ
た
の
は
︑
武
力
衝
突

の
場
で
の
捕
虜
の
獲
得
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
に
は
国
家
間
や
共
同
体
間
で
の
様
々
な
権
力
を
巡
る
戦
争
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
戦
争
捕
虜
の
場
合

も
あ
れ
ば
︑
よ
り
明
確
に
奴
隷
の
獲
得
を
目
的
と
し
た
軍
事
遠
征
︑
す
な
わ
ち
奴
隷
狩
り
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
捕
虜
の
場
合
も
あ
る
が
︑
い

ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
れ
ら
の
暴
力
活
動
は
︑
短
期
間
に
非
常
に
多
く
の
奴
隷
を
市
場
に
供
給
し
得
る
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
奴
隷
一
人
一
人
に
関

し
て
宗
教
的
属
性
を
精
査
し
よ
う
と
す
れ
ば
︑
そ
こ
に
は
間
違
い
な
く
多
大
な
時
間
と
労
力
が
必
要
に
な
る
︒
何
故
な
ら
︑
本
章
の
冒
頭
で
も

述
べ
た
よ
う
に
︑
そ
も
そ
も
個
々
人
の
宗
教
的
属
性
を
﹁
客
観
的
﹂
に
見
極
め
る
こ
と
に
は
大
き
な
困
難
が
つ
き
ま
と
う
か
ら
で
あ
る
︒
例
え
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ば
前
述
の
よ
う
に
︑
ム
ス
リ
ム
に
よ
る
奴
隷
売
買
の
対
象
と
な
っ
た
人
物
が
自
由
身
分
の
ム
ス
リ
ム
を
自
称
す
る
場
合
は
往
々
に
し
て
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
の
際
に
︑
そ
の
人
物
が
ム
ス
リ
ム
で
は
な
い
と
断
じ
る
た
め
の
﹁
客
観
的
﹂
基
準
の
設
定
は
極
め
て
難
し
い
︒
ア
フ
マ

ド
・
バ
ー
バ
ー
は
︑
自
身
が
罪
か
ら
免
れ
る
こ
と
を
望
む
者
は
︑
出
自
が
吟
味
さ
れ
︑
不
信
仰
者
の
国
の
出
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

奴
隷
以
外
を
購
入
す
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
バ
ル
バ
ー
リ
ー
の
言
葉
を
引
用
し
た
後
︑
こ
の
引
用
を
も
っ
て
自
由
身
分
の
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
こ

と
を
訴
え
る
奴
隷
の
言
葉
を
受
け
入
れ
る
べ
き
か
否
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
た
め㉚
︑
基
本
的
に
は
彼
ら
の
言
葉
を
真
実
と
し
て

受
け
入
れ
て
そ
の
後
の
行
動
を
選
択
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る㉛
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
同
時
に
︑
奴
隷
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
ム
ス
リ

ム
が
現
実
的
に
な
す
べ
き
は
︑
そ
の
奴
隷
が
帰
属
す
る
地
域
や
民
族
集
団
に
焦
点
を
絞
っ
て
情
報
を
得
る
こ
と
で
あ
る
と
の
主
張
で
も
あ
り
︑

そ
の
情
報
さ
え
得
ら
れ
れ
ば
︑
そ
の
奴
隷
の
宗
教
的
属
性
は
自
ず
と
導
き
出
さ
れ
る

そ
し
て
ム
ス
リ
ム
で
な
け
れ
ば
合
法
的
に
奴
隷
化
で

き
る

と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒

人
々
の
宗
教
的
属
性
と
い
う
も
の
は
︑
他
者
に
は
測
り
き
れ
な
い
個
々
人
の
内
面
の
在
り
方
や
︑
日
常
生
活
に
お
け
る
継
続
的
・
習
慣
的
な

振
る
舞
い
な
ど
と
密
接
に
関
係
す
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
を
地
域
や
民
族
集
団
に
置
換
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
れ
ば

無
論
︑
地
域
や

民
族
集
団
と
い
う
基
準
で
文
字
通
り
の
﹁
客
観
性
﹂
を
確
保
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が

︑
売
買
の
許
さ
れ
る
人
間
と
そ
う
で
な
い
人
間
と

の
選
り
分
け
は
よ
り
容
易
に
な
り
︑
神
の
言
葉
を
究
極
的
な
源
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
規
定
を
蔑
ろ
に
す
る
こ
と
な
く
︑
よ
り
円
滑
な
奴
隷

交
易
を
実
現
し
得
る
の
で
あ
る
︒
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
自
身
は
︑
勿
論
︑
奴
隷
交
易
の
円
滑
化
の
た
め
に
こ
う
し
た
フ
ァ
ト
ワ
ー
を
発
し
た

な
ど
と
は
述
べ
て
い
な
い㉜
︒
し
か
し
︑
こ
こ
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
こ
と
か
ら
︑
彼
の
フ
ァ
ト
ワ
ー
が
︑
宗
教
的
属
性
を
奴
隷
化
の
可
否
の
判

断
基
準
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
原
則
を
保
持
し
な
が
ら
︑
現
実
的
に
は
そ
の
基
準
を
地
域
や
民
族
集
団
に
置
き
換
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
点
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
ム
ス
リ
ム
と
非
ム
ス
リ
ム
が
︑
ま
た
無
数
の
民
族
集
団
が
入
り
交
じ
っ
て
暮
ら
す
西
ア

フ
リ
カ
に
お
い
て
︑
ム
ス
リ
ム
に
よ
る
よ
り
効
率
的
で
活
発
な
奴
隷
交
易
を
可
能
に
す
る
仕
組
み
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
︒

以
上
︑
本
章
で
は
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
が
﹃
階
梯
﹄
の
中
で
展
開
し
た
奴
隷
化
に
関
す
る
論
理
を
追
っ
て
き
た
が
︑
最
後
に
︑
こ
う
し
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た
彼
の
見
解
が
同
時
代
も
し
く
は
後
世
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
短
く
触
れ
て
お
こ
う
︒
同
時
代
の
マ
グ
リ
ブ
及
び
ス
ー
ダ
ー
ン
に
お
い
て

彼
が
有
し
た
法
学
者
と
し
て
の
権
威
や
名
声
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
︑
そ
の
法
学
的
見
解
が
現
実
の
ス
ー
ダ
ー
ン
の
奴
隷
制
や
サ
ハ
ラ
沙
漠
を
舞

台
と
し
た
奴
隷
交
易
の
在
り
方
に
全
く
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
い
う
推
測
は
︑
恐
ら
く
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
史
料
の
制

約
上
︑
そ
の
影
響
の
具
体
的
な
有
り
様
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い㉝
︒
た
だ
し
︑
少
な
く
と
も
後
世
の
イ
ス
ラ
ー
ム

知
識
人
に
限
っ
て
言
え
ば
︑
マ
グ
リ
ブ
に
お
い
て
も
︑
ま
た
ス
ー
ダ
ー
ン
に
お
い
て
も
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
の
展
開
し
た
奴
隷
制
を
巡
る

議
論
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
︒
マ
グ
リ
ブ
で
は
︑
特
に
自
由
身
分
の
ム
ス
リ
ム
を
奴
隷
に
す
る
こ
と
や
︑
黒
人
の
奴
隷

化
を
正
当
化
す
る
た
め
に
人
種
の
差
異
を
持
ち
出
す
こ
と
に
対
す
る
非
難
と
い
っ
た
点
で
︑﹃
階
梯
﹄
が
書
か
れ
た
一
七
世
紀
以
降
︑
ア
フ
マ

ド
・
バ
ー
バ
ー
の
見
解
は
繰
り
返
し
引
用
の
対
象
と
な
っ
て
い
る㉞
︒
ま
た
ス
ー
ダ
ー
ン
に
目
を
向
け
る
と
︑
一
九
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
ソ
コ

ト
・
カ
リ
フ
国
の
統
治
者
︑
ウ
ス
マ
ー
ン
・
ブ
ン
・
フ
ー
デ
ィ
ー
︵
U̒
thm
ān
bn
F
ūdī,
一
八
一
七
年
歿
︒
以
下
︑
ウ
ス
マ
ー
ン
と
略
記
︶
や
︑
そ

の
息
子
で
あ
り
︑
後
継
者
で
も
あ
る
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ベ
ッ
ロ
︵
M
uh.am
m
ad
B
ello,
一
八
三
七
年
歿
︶
の
事
例
が
注
目
に
値
す
る
︒
フ
ル
ベ
の
イ

ス
ラ
ー
ム
知
識
人
で
あ
っ
た
ウ
ス
マ
ー
ン
を
中
心
と
す
る
勢
力
は
︑
一
八
〇
四
年
以
降
︑
ハ
ウ
サ
ラ
ン
ド
の
既
存
の
王
権
や
周
辺
の
諸
勢
力
に

対
す
る
ジ
ハ
ー
ド
を
展
開
し
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
施
政
の
基
盤
に
置
く
ソ
コ
ト
・
カ
リ
フ
国
を
成
立
さ
せ
た
︒
こ
の
国
家
は
︑
イ
ギ
リ
ス
の
侵

略
に
よ
っ
て
一
九
〇
三
年
に
実
質
的
な
崩
壊
を
迎
え
る
ま
で
︑
お
よ
そ
一
世
紀
の
間
︑
ハ
ウ
サ
ラ
ン
ド
を
中
心
と
す
る
広
大
な
版
図
の
支
配
を

実
現
し
た
が
︑
そ
の
礎
を
築
い
た
ウ
ス
マ
ー
ン
や
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ベ
ッ
ロ
は
︑
自
ら
の
著
作
の
中
で
繰
り
返
し
﹃
階
梯
﹄
を
引
い
て
い
る㉟
︒
彼

ら
が
参
照
し
て
い
る
の
は
︑
ま
さ
に
本
稿
で
注
目
し
て
き
た
﹃
階
梯
﹄
の
議
論
︑
す
な
わ
ち
︑
い
ず
れ
の
地
域
・
民
族
集
団
の
人
々
が
ム
ス
リ

ム
も
し
く
は
非
ム
ス
リ
ム
と
見
做
さ
れ
る
の
か
を
論
じ
た
箇
所
で
あ
り
︑
ソ
コ
ト
・
カ
リ
フ
国
の
指
導
者
は
︑
時
代
の
推
移
に
よ
る
状
況
の
変

化
を
考
慮
し
つ
つ
も
︑
お
よ
そ
二
〇
〇
年
前
に
書
か
れ
た
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
の
著
作
に
依
拠
す
る
こ
と
で
︑
ジ
ハ
ー
ド
に
お
け
る
﹁
敵
﹂

と
﹁
味
方
﹂
を
峻
別
し
︑
自
ら
の
武
力
行
使
の
合
法
性
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
な
事
例
か
ら
︑
マ
グ
リ
ブ
及
び

ス
ー
ダ
ー
ン
の
奴
隷
制
や
そ
れ
に
深
く
関
わ
る
ジ
ハ
ー
ド
を
巡
る
言
説
空
間
に
お
い
て
︑﹃
階
梯
﹄
の
議
論
は
間
違
い
な
く
一
定
の
影
響
力
を

一七世紀の西アフリカにおける奴隷化の論理（苅谷）
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持
ち
続
け
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
︒

①

言
う
ま
で
も
な
く
︑
西
ア
フ
リ
カ
の
奴
隷
市
場
に
は
︑
ム
ス
リ
ム
の
奴
隷
も
数

多
く
供
給
さ
れ
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
後
述
す
る
よ
う
な
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
原
則
を

顧
み
な
い
ム
ス
リ
ム
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
︑
ま
た
︑

﹃
階
梯
﹄
で
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
そ
も
そ
も
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
原
則
に
縛

ら
れ
る
こ
と
の
な
い
非
ム
ス
リ
ム
は
︑
奴
隷
狩
り
な
ど
に
よ
る
奴
隷
の
生
産
や
︑

市
場
へ
の
奴
隷
の
供
給
に
際
し
て
︑
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
宗
教
的
属

性
を
考
慮
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

②

al-Jirārī,
Istiftā̓
,44.

③

恐
ら
く
︑
コ
ル
ド
バ
の
ア
ブ
ー
・
ア
ブ
ド
・
ア
ッ
ラ
ー
フ
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ブ

ン
・
ワ
リ
ー
ド
︵
A
bū
A̒
bd
A
llāh
M
uh.am
m
ad
bn
W
alīd,九
二
二
年
歿
︶

と
い
う
法
学
者
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
Ibn
al-F
arad.ī,
T
a̓
rīkh

u̒lam
ā̓
al-A
ndalus,
V
ol.
2
(2
vols.,
T
unis:
D
ār
al-G
harb
al-Islām
ī,

2008),46;Ibn
Sahl,D
īw
ān
al-ah.kām
al-kubrā
aw
al-i̒lām
bi-naw
āzil

al-ah.kām
w
a-qit.r
m
in
siyar
al-h.ukkām
(C
airo:
D
ār
al-H.adīth,2007),

744.

④

コ
ル
ド
バ
の
法
学
者
︑
ア
ブ
ー
・
ザ
カ
リ
ー
ヤ
ー
・
ヤ
フ
ヤ
ー
・
ブ
ン
・
ア
ブ

ド
・
ア
ル
＝
ア
ズ
ィ
ー
ズ
︵
A
bū
Zakarīyā
Y
ah.yā
bn
A̒
bd
al-̒A
zīz,九
〇

七
／
八
年
歿
︶
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
Ibn
al-F
arad.ī,
T
a̓
rīkh,
V
ol.
2,

230-231;
Ibn
Sahl,
D
īw
ān,744.

⑤

こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
︑﹃
大
集
成
﹄
の
著
者
と
し
て
前
章
で
言
及
し
た
︒

⑥

コ
ル
ド
バ
の
法
学
者
︑
ア
ブ
ー
・
ア
ブ
ド
・
ア
ッ
ラ
ー
フ
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ブ

ン
・
ウ
マ
ル
・
ブ
ン
・
ル
バ
ー
バ
︵
A
bū
A̒
bd
A
llāh
M
uh.am
m
ad
bn

U̒
m
ar
bn
Lubāba,
九
二
六
年
歿
︶
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
Ibn
al-F
arad.ī,

T
a̓
rīkh,V
ol.2,49-50;Ibn
Sahl,D
īw
ān,744;Ibn
F
arh.ūn,al-D
ībāj
al-

m
udhahhab
fī
m
a̒
rifa
a̒
yān
u̒lam
ā̓
al-m
adhhab
(B
eirut:
D
ār
al-

K
utub
al-̒Ilm
īya,1996),343-344.

⑦

﹃
階
梯
﹄
の
二
〇
〇
〇
年
校
訂
版
で
は
﹁
ア
ブ
ー
・
ア
リ
ー
﹂︵
A
bū
A̒
lī︶
と

あ
る
が
︑
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
の
写
本
や
︑
こ
の
箇
所
の
文
言
が
記
さ
れ
た
別

の
著
作
︵
Ibn
Sahl,
D
īw
ān,169;
al-H.at.t.āb
al-R
u̒
aynī,
M
aw
āhib
al-jalīl

fī
sharh.
M
ukhtas.ar
al-shaykh
K
halīl,V
ol.6
[7
vols.,N
ouakchott:D
ār

al-R
id.w
ān,2010],52︶
で
は
﹁
ア
ブ
ド
・
ア
ル
＝
ア
ァ
ラ
ー
﹂
と
あ
り
︑
恐
ら

く
九
世
紀
の
コ
ル
ド
バ
の
法
学
者
︑
ア
ブ
ー
・
ワ
フ
ブ
・
ア
ブ
ド
・
ア
ル
＝
ア
ァ

ラ
ー
・
ブ
ン
・
ワ
フ
ブ
︵
A
bū
W
ahb
A̒
bd
al-A
l̒ā
bn
W
ahb,八
七
四
年
歿
︶

で
あ
ろ
う
︒
Ibn
al-F
arad.ī,
T
a̓
rīkh,
V
ol.1,370-372;
Ibn
F
arh.ūn,
al-

D
ībāj,274.

⑧

マ
ー
リ
ク
学
派
の
法
学
者
︑
も
し
く
は
も
う
少
し
限
定
的
に
ア
ン
ダ
ル
ス
や
コ

ル
ド
バ
の
マ
ー
リ
ク
学
派
法
学
者
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

⑨

コ
ル
ド
バ
の
法
学
者
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ブ
ン
・
ヤ
ブ
カ
ー
・
ブ
ン
・
ム
ハ
ン
マ

ド
・
ブ
ン
・
ザ
ル
ブ
︵
M
uh.am
m
ad
bn
Y
abqā
bn
M
uh.am
m
ad
bn
Zarb,

九
九
一
年
歿
︶
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
Ibn
al-F
arad.ī,
T
a̓
rīkh,
V
ol.
2,

126-127;
Ibn
Sahl,
D
īw
ān,744;
Ibn
F
arh.ūn,
al-D
ībāj,364.

⑩

イ
ブ
ン
・
ハ
フ
ス
ー
ン
︵
Ibn
H.afs.ūn,
九
一
七
年
歿
︶
は
︑
コ
ル
ド
バ
の
ウ

マ
イ
ヤ
朝
に
対
し
て
叛
乱
を
起
こ
し
た
ム
ス
リ
ム
で
︑
後
に
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗

し
た
人
物
で
あ
る
︒

⑪

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,57-58.

⑫

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,58.

⑬

現
在
の
モ
ー
リ
タ
ニ
ア
南
東
部
に
相
当
す
る
地
域
に
あ
る
ワ
ラ
ー
タ
の
出
身
と

す
る
先
行
研
究
も
あ
る
︒
G
arcía
N
ovo,
ʻ̒Islam
ic
Law
,̓̓
4.

⑭

こ
の
フ
ァ
ト
ワ
ー
も
既
に
先
行
研
究
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
M
akhlūf
al-

B
albālī,
Fatw
ā
M
akhlūf
al-B
albālī
h.aw
l
raqīq
al-Sūdān,
in
M
i̒rāj
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al-S.u̒
ūd:
A
h.m
ad
B
ābā̓
s
R
eplies
on
Slavery,95
(A
rabic
text),11-12

(E
nglish
translation).

⑮

マ
ジ
ュ
ー
ス
は
︑
も
と
も
と
は
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
を
指
す
語
で
あ
っ
た
が
︑

後
に
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
い
っ
た
啓
典
の
民
で
は
な
い
非
ム
ス
リ
ム

を
指
す
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
西
ア
フ
リ
カ
で
書
か
れ
た
ア
ラ

ビ
ア
語
の
歴
史
書
や
宗
教
書
に
お
い
て
も
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
は

な
い
現
地
の
非
ム
ス
リ
ム
を
指
す
場
合
に
こ
の
語
が
し
ば
し
ば
使
用
さ
れ
て
い
る
︒

H
unw
ick
and
H
arrak,
M
i̒rāj
al-S.u̒
ūd:
A
h.m
ad
B
ābā̓
s
R
eplies
on

Slavery,
11,
footnote
3;
H
unw
ick,
T
im
buktu
and
the
Songhay

E
m
pire:
A
l-Sa̒
dī̓s
T
a̓
rīkh
al-Sūdān
dow
n
to
1613
and
O
ther

C
ontem
porary
D
ocum
ents
(L
eiden
and
B
oston:
B
rill,
2003),
20,

footnote
16.

⑯

ゴ
ビ
ル
は
︑
カ
ノ
や
カ
ツ
ィ
ナ
と
同
様
︑
ハ
ウ
サ
七
国
を
構
成
し
た
王
国
で
あ

る
︒

⑰

コ
ル
ド
バ
の
法
学
者
︑
ア
ブ
ド
・
ア
ッ
＝
ラ
フ
マ
ー
ン
・
ブ
ン
・
ム
ハ
ン
マ

ド
・
ブ
ン
・
ア
ッ
タ
ー
ブ
︵
A̒
bd
al-R
ah.m
ān
bn
M
uh.am
m
ad
bn
A̒
ttāb,

一
一
二
六
年
歿
︶
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
Ibn
F
arh.ūn,
al-D
ībāj,246.

⑱

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,58.

⑲

イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
基
本
的
な
考
え
方
で
は
︑
世
界
は
大
き
く
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
の

館
﹂︵
dār
al-islām
︶
と
﹁
戦
争
の
館
﹂︵
dār
al-h.arb
︶
も
し
く
は
﹁
不
信
仰

の
館
﹂︵
dār
al-kufr︶
と
に
分
か
れ
る
︒
原
則
と
し
て
︑
前
者
は
ム
ス
リ
ム
が

イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
基
づ
い
て
支
配
し
て
い
る
土
地
で
あ
り
︑
後
者
は
そ
れ
以
外
の

土
地
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
の
原
則
に
加
え
︑
多
数
派
が
ム
ス
リ
ム
で
あ
る

よ
う
な
土
地
を
イ
ス
ラ
ー
ム
の
館
と
見
做
す
考
え
方
も
あ
る
︒
A
.
A
bel,
ʻ̒D
ār

al-Islām
,̓̓
in
T
he
E
ncyclopaedia
of
Islam
,
N
ew
E
dition,
V
ol.2,127

-128;
A
bel,
ʻ̒D
ār
al-H.arb,̓̓
in
T
he
E
ncyclopaedia
of
Islam
,
N
ew

E
dition,
V
ol.2,126;
John
R
alph
W
illis,
ʻ̒Jihad
and
the
Ideology
of

E
nslavem
ent,̓̓
in
Slaves
and
Slavery
in
M
uslim
A
frica,V
ol.1,17-18.

イ
ス
ラ
ー
ム
諸
学
に
通
じ
た
バ
ル
バ
ー
リ
ー
も
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
も
︑
更
に

は
ジ
ラ
ー
リ
ー
も
︑
当
然
こ
う
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
基
本
的
な
規
定
を
知
っ
て

い
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
彼
ら
は
︑
そ
の
質
問
状
や
フ
ァ
ト
ワ
ー
に
お
い
て
︑

イ
ス
ラ
ー
ム
の
館
や
戦
争
の
館
に
関
す
る
詳
し
い
言
及
は
行
っ
て
お
ら
ず
︑
よ
り

素
朴
に
︑﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
で
知
ら
れ
た
そ
れ
ら
の
国
々
﹂︵
tilka
al-bilād
al-

m
a̒
rūfa
bi-al-islām
︶
や
︑﹁
そ
こ
の
人
々
の
イ
ス
ラ
ー
ム
が
確
立
さ
れ
た

国
々
﹂︵
al-bilād
allatī
taqarrara
islām
ahl-hā︶︑﹁
あ
な
た
方
が
述
べ
た
よ

う
に
︑
こ
れ
ら
の
国
の
人
々
は
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
﹂︵
hādhihi
al-bilād
ka-m
ā

qultum
ahl-hā
m
uslim
ūn
︶
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
を
用
い
つ
つ
︑
特
定
の
地
域

や
民
族
集
団
の
宗
教
的
属
性
が
画
一
的
に
定
ま
る
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
︒

⑳

al-Jirārī,
Istiftā̓
,43.

㉑

ム
ス
リ
ム
の
庇
護
下
に
あ
っ
て
税
を
支
払
っ
て
い
る
不
信
仰
者
と
は
︑
前
章
で

触
れ
た
ズ
ィ
ン
ミ
ー
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
箇
所
で
の
﹁
税
﹂
に
あ
た
る
原
語

は
︑﹁
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
﹂︵
kharāj︶
で
あ
る
︒
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
と
い
う
語
は
︑
通
常
︑

人
頭
税
の
ジ
ズ
ヤ
と
は
異
な
る
地
租
を
指
す
が
︑
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
税
の
種
類

を
捨
象
し
た
﹁
税
一
般
﹂
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

㉒

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,52-53.

㉓

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,54.

㉔

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,57.

㉕

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,69-70.

㉖

ｋ
-
ｒ
-
ｍ
の
読
み
方
は
判
然
と
し
な
い
︒
先
行
研
究
の
中
に
は
︑﹁
ク
ル
ム
﹂

︵
K
urm
u
︶
と
読
ん
で
い
る
も
の
も
あ
る
︒
W
illis,
ʻ̒Jihad,̓̓
19.

㉗

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,53.

㉘

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,54.

㉙

た
だ
し
︑
不
信
仰
者
で
あ
っ
て
も
ズ
ィ
ン
ミ
ー
は
奴
隷
化
の
対
象
に
な
ら
な
い
︒

㉚

A
h.m
ad
B
ābā,
M
i̒rāj,58.
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㉛

先
行
研
究
で
は
︑
西
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
と
非
ム
ス
リ
ム
と
の
境
界

の
曖
昧
さ
や
流
動
性
が
バ
ル
バ
ー
リ
ー
や
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
な
ど
の
法
学
的

見
解
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
Saad,
Social

H
istory,100-101.

㉜

ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
の
時
代
を
含
め
︑
西
ア
フ
リ
カ
の
ム
ス
リ
ム
社
会
に
お

い
て
︑
奴
隷
交
易
を
始
め
と
し
た
商
業
活
動
に
知
識
人
の
一
族
が
深
く
関
与
し
て

き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
先
行
研
究
の
中
に
は
︑﹁﹃
階

梯
﹄
は
︑
マ
ー
リ
ク
学
派
の
よ
り
厳
格
な
︵
法
学
的
︶
解
釈
が
サ
ハ
ラ
沙
漠
奴
隷

交
易
に
対
し
て
生
じ
さ
せ
得
る
潜
在
的
な
障
碍
を
取
り
除
く
こ
と
を
意
図
し
て
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
述
べ
る
も
の
さ
え
あ
る
︒
G
arcía
N
ovo,
ʻ̒Islam
ic

Law
,̓̓
3-4.

㉝

こ
の
点
に
関
し
て
は
先
行
研
究
も
︑
あ
る
言
説
の
現
実
の
出
来
事
に
対
す
る
影

響
を
測
る
こ
と
の
難
し
さ
を
指
摘
し
︑﹁
個
々
の
行
為
は
︑
ほ
と
ん
ど
常
に
諸
要

素
の
複
雑
な
相
互
作
用
の
産
物
で
あ
り
︑
個
的
な
説
明
は
︑
し
ば
し
ば
︑
真
の
動

機
に
関
し
て
そ
れ
が
明
ら
か
に
す
る
よ
り
も
多
く
を
隠
し
て
し
ま
う
︒
多
数
の
行

為
者
を
巻
き
込
ん
だ
大
き
な
出
来
事
は
︑
そ
の
解
明
が
果
て
し
な
く
困
難
な
の
で

あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
C
leaveland,
ʻ̒A
hm
ad
B
aba
al-T
im
bukti,̓̓
56.

㉞

C
leaveland,
ʻ̒A
hm
ad
B
aba
al-T
im
bukti,̓̓
56-58.

㉟

例
え
ば
︑
以
下
の
よ
う
な
著
作
に
見
ら
れ
る
︒
U̒
thm
ān
bn
F
ūdī,
B
ayān

w
ujūb
al-hijra
a̒lā
al-̒ibād
w
a-bayān
w
ujūb
nas.b
al-im
ām
w
a-iqām
a

al-jihād,
in
B
ayān
W
ujūb
al-H
ijra
a̒la
l̓-̒Ibād,
ed.
F
.
H
.
E
l
M
asri

(K
hartoum
:
K
hartoum
U
niversity
Press;
O
xford:
O
xford
U
niversity

P
ress,
1978);
U̒
thm
ān
bn
F
ūdī,
M
asā̓
il
m
uhim
m
a
yah.tāju
ilā

m
a̒
rifat-hā
ahl
al-Sūdān,
m
anuscript,
K
enneth
D
ike
L
ibrary,

U
niversity
of
Ibadan
(Ibadan),82/258;
M
uh.am
m
ad
B
ello,
Infāq
al-

m
aysūr
fī
ta̓
rīkh
bilād
al-T
akrūr,
in
Infaku̓
l
M
aisuri,
ed.
C
.
E
.
J.

W
hitting
(London:
Luzac
&
C
o,1951);
M
uh.am
m
ad
B
ello,
M
iftāh.
al-

sadād
fī
aqsām
ahl
hādhihi
al-bilād,m
anauscript,N
ational
A
rchives

of
N
igeria,K
aduna
(K
aduna),P/A
R
1/12;M
uh.am
m
ad
B
ello,Q
adh.
al-

zinād
fī
am
r
hādhā
al-jihād,
m
anuscript,
B
ibliothèque
N
ationale
de

F
rance
(Paris),
A
rabe
5576,
ff.1r-14r.

結

語

大
西
洋
奴
隷
貿
易
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
へ
と
送
り
出
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
人
ム
ス
リ
ム
に
関
す
る
考
察
を
行
っ
た
著
名
な
研
究
は
︑
宗
教
的
属

性
の
み
が
奴
隷
化
の
可
否
の
基
準
と
な
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
奴
隷
制
と
︑
黒
い
肌
と
奴
隷
身
分
と
が
密
接
に
結
び
つ
い
た
ア
メ
リ
カ
の
奴
隷
制
と

の
違
い
を
︑
以
下
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
る
︒

ア
フ
リ
カ
の
︵
奴
隷
︶
制
度
と
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
と
の
間
の
そ
の
他
の
根
本
的
な
違
い
の
中
に
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
奴
隷
制
の
基
本
的
な
特
徴
が
あ
る
︒
そ
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れ
は
つ
ま
り
︑
人
種
と
肌
の
色
と
奴
隷
身
分
と
の
結
合
で
あ
り
︑
こ
れ
は
ア
フ
リ
カ
の
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
は
馴
染
み
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
︒
イ
ス

ラ
ー
ム
は
︑﹁
不
信
仰
者
﹂︵
と
い
う
集
団
︶
を
除
け
ば
︑
奴
隷
身
分
と
特
定
の
集
団
と
を
結
び
つ
け
た
こ
と
は
一
度
も
な
い①
︒

西
ア
フ
リ
カ
内
部
に
お
け
る
奴
隷
制
と
の
強
固
な
結
び
つ
き
を
も
視
野
に
入
れ
て
大
西
洋
奴
隷
貿
易
と
ア
メ
リ
カ
の
奴
隷
制

そ
し
て
何

よ
り
も
そ
こ
に
放
り
込
ま
れ
た
ム
ス
リ
ム
奴
隷
の
問
題

を
考
え
よ
う
と
す
る
時
︑
こ
の
指
摘
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
︒
し

か
し
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
は
宗
教
的
属
性
に
基
づ
く
集
団
以
外
の
﹁
特
定
の
集
団
﹂
と
奴
隷
身
分
と
が
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
上
記
の
主

張
は
︑
本
稿
で
検
討
し
た
内
容
を
振
り
返
る
と
︑
少
な
く
と
も
実
質
的
な
次
元
で
は
正
確
と
は
言
い
難
い
︒
つ
ま
り
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー

は
︑
奴
隷
化
が
許
さ
れ
る
人
間
を
不
信
仰
者
の
み
に
限
定
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
原
則
を
踏
襲
し
つ
つ
も
︑
特
定
の
地
域
や
民
族
集
団
の
人
々

の
宗
教
的
属
性
が
一
義
的
に
決
定
さ
れ
る
と
い
う
別
の
論
理
を
新
た
に
持
ち
出
す
こ
と
で
こ
の
原
則
を
相
対
化
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ

れ
を
通
じ
て
︑
実
質
的
に
地
域
や
民
族
集
団
を
奴
隷
化
の
可
否
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
機
能
さ
せ
︑
個
々
人
の
奴
隷
化
の
可
否
を
よ
り
容
易

に
決
定
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑﹃
階
梯
﹄
の
内
容
を
分
析
し
た
近
年
の
先
行
研
究
の
中
に
は
︑
一
定
の
限
界
を
抱
え
つ
つ
も
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
が
人
種
に
基
づ

く
奴
隷
身
分
や
奴
隷
制
を
鋭
く
批
判
し
た
点
を
強
調
す
る
も
の
が
あ
る②
︒
本
稿
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
︑
確
か
に
︑﹁
ハ
ム
の
呪
い
﹂
の
言
説

に
端
を
発
す
る
よ
う
な
黒
人
性
と
奴
隷
身
分
と
を
安
易
に
結
び
つ
け
る
思
考
を
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
は
明
確
に
批
判
し
て
お
り
︑
こ
う
し
た

先
行
研
究
の
見
解
に
は
首
肯
で
き
る
部
分
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
本
稿
で
こ
こ
ま
で
に
説
明
し
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
︑
も
う
一
歩
踏
み
込
ん

だ
議
論
を
す
る
な
ら
ば
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
の
﹃
階
梯
﹄
は
確
か
に
﹁
人
種
﹂
と
﹁
奴
隷
﹂
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
を
否
定
し
た
の
だ
が
︑

そ
の
際
︑﹁
人
種
﹂
の
代
わ
り
に
﹁
地
域
﹂
や
﹁
民
族
集
団
﹂
を
持
ち
出
し
︑
そ
れ
を
﹁
宗
教
的
属
性
﹂
と
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に

よ
っ
て
﹁
ム
ス
リ
ム
の
地
域
や
民
族
集
団
﹂
の
中
に
も
間
違
い
な
く
存
在
し
た
は
ず
の
非
ム
ス
リ
ム
や
︑﹁
非
ム
ス
リ
ム
の
地
域
や
民
族
集
団
﹂

の
中
に
も
存
在
し
た
は
ず
の
ム
ス
リ
ム
は
︑
そ
の
宗
教
的
属
性
を
書
き
換
え
ら
れ
︑
特
に
後
者
は
︑
ム
ス
リ
ム
で
あ
り
な
が
ら
否
応
な
し
に
奴
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隷
化
の
対
象
に
分
類
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
最
後
に
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
︑
こ
う
し
た
一
七
世
紀
の
西
ア
フ
リ
カ
と
い
う
特
定
の
時
間
と
空
間
に
お
け
る
議
論
が
︑
同
時

代
・
同
地
域
の
内
側
に
閉
じ
ら
れ
た
知
的
活
動
か
ら
で
は
な
く
︑
過
去
と
外
部
に
広
が
る
知
の
連
関
網
を
通
じ
て
生
成
し
た
と
い
う
事
実
で
あ

る
︒
つ
ま
り
︑
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
︑﹃
階
梯
﹄
で
提
示
さ
れ
た
西
ア
フ
リ
カ
の
奴
隷
制
に
関
す
る
議
論
は
︑
北
ア
フ
リ
カ
や
イ
ベ

リ
ア
半
島
︑
西
ア
ジ
ア
と
い
っ
た
北
方
世
界
で
蓄
積
さ
れ
た
法
学
的
見
解
や
歴
史
情
報
︑
ア
フ
マ
ド
・
バ
ー
バ
ー
自
身
が
帰
属
し
た
ト
ン
ブ
ク

ト
ゥ
の
学
者
一
族
で
あ
る
ア
キ
ー
ト
家
の
知
的
伝
統
︑
更
に
は
︑
北
ア
フ
リ
カ
か
ら
西
ア
フ
リ
カ
ま
で
を
渡
り
歩
い
て
広
域
の
知
を
吸
収
し
た

先
達
の
見
解
と
い
っ
た
︑
広
大
な
時
間
と
空
間
で
展
開
さ
れ
た
知
的
活
動
の
産
物
を
そ
の
源
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
サ
ハ
ラ
沙
漠
と
大
西
洋

を
通
っ
て
外
部
へ
と
運
ば
れ
て
い
っ
た
膨
大
な
数
の
奴
隷
の
存
在
を
考
慮
し
た
時
︑
言
う
ま
で
も
な
く
︑
西
ア
フ
リ
カ
史
に
お
け
る
奴
隷
制
の

問
題
を
︑
こ
の
地
域
の
内
側
の
み
に
閉
じ
ら
れ
た
歴
史
的
問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
し
て
︑
そ
う
し
た
奴
隷
制
の
正
当
性
を
保

証
し
︑
時
に
そ
れ
を
促
進
し
た
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
知
的
基
盤
に
関
す
る
問
題
も
ま
た
︑
西
ア
フ
リ
カ
と
他
地
域
と
の
密
接
な
連
関
の
中
で
考

え
る
べ
き
事
項
な
の
で
あ
る
︒

①

Sylviane
A
.D
iouf,Servants
of
A
llah:
A
frican
M
uslim
s
E
nslaved
in

the
A
m
ericas
(1998;15th
A
nniversary
E
dition,N
ew
Y
ork:N
ew
Y
ork

U
niversity
Press,2013),31.

②

C
leaveland,
ʻ̒A
hm
ad
B
aba
al-T
im
bukti,̓̓
58-59.

︵
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
准
教
授
︶
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地図：西アフリカ・サハラ沙漠西部・北アフリカ西部・イベリア半島南部

（Nehemia Levtzion and John F. P. Hopkins, eds., Corpus of Early Arabic Sources for West

African History [Markus Wiener Publishers Edition, Princeton: Markus Wiener Publishers,

2000], p. xxの地図をもとに筆者作成）
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such a media strategy by the scholars in the tradition of Lu Xiangshan

obviously went against his teachings, and in competing with the scholars in

the tradition of Zhu Xi, they were unable to expand as a school or to write

new books due to their self-discipline and effort to purify themselves as a

school without “written language”. In short, the scholars of the Lu Xiangshan

school abandoned the way of compiling writings that the scholars of Zhu xi

school had done in producing the Collective Commentaries. As a result, their

influence never equaled that of the followers of Zhu Xi.

Given the above argument, it was novices who could not comprehend Zhu

Xiʼs Sishu zhangju jizhu who first called for the Collective Commentaries.

The Southern Song is said to be an era when the bottom rung of the

intellectual class expanded. During such a period, a considerable number of

novices whether they were scholars of the tradition of Zhu Xi or that of Lu

Xiangshan, could not comprehend the teachings well unless clear

explanations were provided. Accordingly, the scholars of Zhu Xiʼs school

responded to such demands with the Collective Commentaries and thereby

increased the number of students in their school. In contrast, it was likely

the case that the scholars of Lu Xiangshanʼs school failed to take in new

disciples due to their loyalty to the teachings of their teacher.

The Logic of Enslavement in Seventeenth-Century West Africa : An

Analysis of Ah. mad Bābāʼs Miʻrāj

by

KARIYA Kota

After completing his fifteen-year exile and returning from Marrakech to

his native town, Timbuktu, Ah. mad Bābā (d. 1627) one of the most

influential and well-known Islamic jurisprudents in the history of West

Africa composed in 1615 a text on issues related to slavery in Muslim

society. This work was a fatwa answering questions addressed by a

Maghribi Muslim, Saʻīd bn Ibrāhīm al-Jirārī, and entitled Mi‘rāj al-s.u‘ūd ilā

nayl h.ukm mujallab al-sūd (“The Ladder of Ascent towards Grasping the

Law Concerning Transported Black People”). As is well known, Islamic law

generally prohibits Muslims from enslaving other Muslims. In keeping with
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this principle, and quoting many views presented by preceding Muslim

intellectual authorities across a vast area spreading from West Africa to

West Asia, Ah. mad Bābā discussed in Mi‘rāj matters relating to slavery in

Muslim society. For example, on the grounds of works written by

distinguished Muslim scholars such as Ibn Khaldūn (d. 1406) and ʻAbd al-

Rah. mān al-Suyūt. ī (d. 1505), he strongly argued that the only reason for

servitude was unbelief. He also criticized discourses that attributed

fundamental servitude to black people on the basis of the story of “the Curse

of Ham.” Moreover, quoting multiple views of preceding Muslim intellectuals

from al-Andalus, Maghrib and the Sudan, he clarified his negative position

against the trade in slaves whose religious affiliation (i.e. whether Muslims

or not) was not verified.

Despite these views, Ah. mad Bābā presented in the same work a logic that

the religious affiliation of a person could be decided by the region or ethnic

group to which he/she belonged based on a fatwa issued by a Muslim

scholar from Tabalbala, Makhlūf al-Balbālī (d. after 1533/4). That is,

according to his argument, people belonging to regions or ethnic groups

recognized as those in which the faith of Islam was broadly well established

are judged to be collectively Muslims and are exempt from enslavement by

other Muslims. Contrarily, people belonging to regions or ethnic groups

recognized as those in which Islam was not well established are judged to

be collectively unbelievers and become lawful targets of enslavement.

Therefore, when buying people from these “non-Muslim regions” or “non-

Muslim ethnic groups,” Muslims may avoid the trouble of examining a

personʼs religious affiliation. It can be assumed that in cases where a great

number of slaves were supplied to the market in a relatively short period of

time as in the cases of war or slave hunting, Ah. mad Bābāʼ s logic that

religious affiliation of an individual was unambiguously derived from his/her

ethnic group or region could considerably decrease a slave traderʼs labor and

other difficulties. To verify the slaveʼs religious affiliation must have been

fairly difficult in practice because it was essentially related to a captiveʼs

inner state of being and his/her continued behavior in everyday life. In this

respect, we can say that this logic would facilitate the slave trade performed

by Muslims.

As is mentioned in previous studies, it is a noteworthy point in Mi‘rāj that

Ah. mad Bābā sharply criticized racial slavery and controverted opinions that

connected the “Black race” to fundamental “servitude.” However, we should

not overlook the fact that, in the same work, he presented the above-
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mentioned logic that connected “region” or “ethnic group” to “religious

affiliation.” With this logic, non-Muslims who may have lived in regions or

among ethnic groups that he had identified as “Muslim regions” or “Muslim

ethnic groups” could be branded as “Muslims,” and conversely, Muslims who

may have lived in “non-Muslim regions” or among “non-Muslim ethnic

groups” could be branded as “unbelievers”; and the latter could be

categorized as enslavable people by Muslims even though they were in fact

Muslims.

The Russian ʻUlamāʼ and Their Islamic Educational Network

Before the Mid-Nineteenth Century

by

ISOGAI Masumi

This paper illustrates various aspects of study journeys and the formation

of networks made by the ʻulamā ʼ (Islamic scholars) of Russiaʼs Volga-Ural

region before the mid-nineteenth century, based on the Āthār by Rid. āʼal-Dīn

b. Fakhr al-Dīn (1858-1936）. The Āthār is a biographical dictionary of the

ulama in the region written in Turkic, and its author, Rid. āʼal-Dīn, was

prominent among the ulama in the region.

By the end of the eighteenth century, or the beginning of the nineteenth

century at the latest, some Turkic Muslims in the Volga-Ural region were

traveling to Dagestan to study. After returning home, they were more likely

to work as imāms or mudarrises in villages in the region of Zakazanʼe,

located to the northeast of Kazan. Although the ulama with experience of

studying in Dagestan were small in number, they played an important part

in Islamic education in the Volga-Ural region because they trained in turn

many disciples as mudarrises. Moreover, in the late eighteenth century

scholars who had studied in Bukhara and preserved the intellectual tradition

of the Bukharan ulama gradually increased in Zakazanʼe. Some students

pursued acquisition of knowledge in Bukhara even after studying in

Dagestan under the ulama. Such people also taught students Islamic

disciplines as mudarrises on the basis of the Bukharan educational tradition

after returning home. Somewhat later, people who had studied in the village
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