
ロ
ー
マ
帝
国
の
﹁
後
継
者
﹂
に
な
る
こ
と

七
世
紀
の
地
中
海
世
界
と
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
︑
ア
ラ
ブ
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【
要
約
】

六
三
〇
年
代
以
降
︑
ア
ラ
ブ
が
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
領
域
へ
の
侵
攻
を
開
始
し
︑
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
や
エ
ジ
プ
ト
な
ど
が
短
期
間
に

ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
手
か
ら
奪
わ
れ
た
︒
当
初
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
人
び
と
は
︑
ア
ラ
ビ
ア
半
島
か
ら
の
侵
攻
者
が
ど
の
よ
う
な
人
び
と
で
あ
る
の
か
︑
十
分

に
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
︒
だ
が
ア
ラ
ブ
国
家
が
安
定
し
︑
彼
ら
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
交
渉
が
進
む
に
つ
れ
て
︑
ア
ラ
ブ
が
ど
の
よ
う
な
人
び
と
で

あ
る
の
か
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
人
び
と
も
徐
々
に
理
解
し
て
い
く
︒
そ
し
て
ア
ラ
ブ
と
の
対
峙
が
続
く
中
で
︑
自
ら
を
﹁
神
の
加
護
を
得
て
い
る
皇
帝
が

支
配
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
共
同
体
・
地
域
＝
ロ
ー
マ
帝
国
﹂
と
み
な
す
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
再
確
認
さ
れ
て
い
っ
た
︒
一
方
ア
ラ
ブ
も
ビ
ザ
ン
ツ
帝

国
を
滅
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
︑
﹁
ロ
ー
マ
帝
国
の
後
継
者
﹂
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
と
の
併
存
が
確
定

的
と
な
っ
た
七
世
紀
末
以
降
︑
独
自
の
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
を
形
成
し
て
い
く
道
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
︒

史
林

一
〇
二
巻
一
号

二
〇
一
九
年
一
月

は

じ

め

に

七
世
紀
︑
地
中
海
世
界
で
は
大
き
な
政
治
的
変
動
が
進
展
し
た
︒
そ
れ
ま
で
長
期
に
わ
た
っ
て
対
立
し
て
い
た
ロ
ー
マ
～
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
と

パ
ル
テ
ィ
ア
～
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
は
︑
七
世
紀
初
頭
の
最
後
の
衝
突
に
よ
っ
て
と
も
に
大
き
く
疲
弊
し
た
が
︑
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
急
速

に
勢
力
を
拡
大
さ
せ
た
の
が
︑
ア
ラ
ビ
ア
半
島
西
部
の
ヒ
ジ
ャ
ー
ズ
地
方
を
拠
点
と
し
た
ム
ハ
ン
マ
ド
が
率
い
る
集
団
で
あ
っ
た
︒
ム
ハ
ン
マ

ド
と
そ
の
支
持
者
た
ち
は
オ
リ
エ
ン
ト
地
域
や
ア
ラ
ビ
ア
半
島
に
お
け
る
一
神
教
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ①
︑
古
代
末
期
に
流
行
し
た
終
末
論
の
影
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響
を
も
強
く
受
け
つ
つ②
︑
新
た
な
宗
教
的
運
動
を
は
じ
め
て
い
た
︒
彼
ら
は
政
治
的
・
軍
事
的
に
も
成
長
し
︑
ア
ラ
ビ
ア
半
島
で
着
実
に
勢
力

を
拡
大
し
て
い
っ
た
︒
そ
し
て
ム
ハ
ン
マ
ド
が
六
三
二
年
に
没
す
る
前
後
か
ら
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
︑
そ
し
て
イ
ラ
ク
地
域
へ
の
攻

撃
を
開
始
す
る
︒

こ
の
新
た
な
勢
力
＝
ア
ラ
ブ③
に
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
も
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
も
敗
北
を
重
ね
た
︒
六
三
〇
年
代
に
は
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ

が
ア
ラ
ブ
の
支
配
下
に
入
り
︑
六
四
〇
年
代
ま
で
に
エ
ジ
プ
ト
と
イ
ラ
ク
も
そ
の
後
を
追
っ
た
︒
そ
し
て
六
五
一
／
五
二
年
に
は
︑
サ
サ
ン
朝

ペ
ル
シ
ア
が
滅
亡
し
︑
ア
ラ
ブ
は
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
キ
レ
ナ
イ
カ
地
方
︵
現
リ
ビ
ア
東
部
沿
岸
部
︶
に
い
た
る
地
域
を
支
配
下
に
収
め
る
大
国
家

に
成
長
し
た
︒

ア
ラ
ブ
国
家
の
出
現
は
︑
﹁
大
国
家
の
出
現
﹂
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
︑
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
︒
彼
ら
は
﹃
ク
ル

ア
ー
ン
﹄
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
信
仰
体
系
の
整
備
に
加
え
︑
新
た
な
貨
幣
や
度
量
衡
︑
そ
し
て
法
制
度
な
ど
を
徐
々
に
整
備
し
て
い
っ
た
︒

つ
ま
り
彼
ら
は
︑
古
代
地
中
海
世
界
や
オ
リ
エ
ン
ト
の
文
明
の
後
継
者
と
い
う
側
面
も
持
つ
も
の
の
︑
独
自
の
文
明
を
新
た
に
創
造
し
た
の
で

あ
る
︒
ア
ラ
ブ
国
家
・
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
の
出
現
に
よ
っ
て
︑
地
中
海
世
界
・
中
近
東
の
光
景
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒

ア
ラ
ブ
国
家
に
完
全
に
併
呑
さ
れ
た
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
と
は
異
な
り
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
や
エ
ジ
プ
ト
と
い
っ

た
重
要
な
領
域
を
失
う
も
の
の
︑
小
ア
ジ
ア
か
ら
南
イ
タ
リ
ア
・
シ
チ
リ
ア
島
ま
で
を
支
配
す
る
国
家
と
し
て
︑
八
世
紀
以
降
も
存
続
し
た
︒

だ
が
隣
接
す
る
地
域
に
自
ら
よ
り
も
は
る
か
に
強
力
な
国
家
︑
そ
し
て
新
た
な
文
明
が
出
現
し
た
こ
と
の
影
響
は
は
か
り
し
れ
な
い
︒
ビ
ザ
ン

ツ
帝
国
に
と
っ
て
ア
ラ
ブ
と
の
対
峙
は
︑
自
ら
の
生
き
残
り
を
か
け
た
戦
い
を
意
味
し
た
︒
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
︑
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
新
た

な
文
明
と
対
峙
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
︒

六
三
〇
年
代
︑
最
初
に
ア
ラ
ブ
が
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
に
侵
入
し
て
き
た
時
期
に
は
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
人
び
と
は
侵
入
者
に
つ

い
て
﹁
ア
ラ
ビ
ア
半
島
か
ら
や
っ
て
き
た
人
び
と
﹂
程
度
の
知
識
し
か
な
か
っ
た④
︒
し
か
し
時
の
経
過
と
と
も
に
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
人
び
と

︵
お
よ
び
キ
リ
ス
ト
教
徒
︶
も
徐
々
に
︑
彼
ら
が
何
者
で
あ
る
の
か
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
初
期
か
ら
繰
り
返
し
て
起
き
た

ローマ帝国の「後継者」になること（小林）
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軍
事
的
衝
突
だ
け
で
な
く
︑
人
び
と
の
移
動
や
交
渉
な
ど
に
よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
て
い
っ
た
︒
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
や
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
て

得
ら
れ
た
情
報
や
知
識
を
蓄
積
し
︑
理
解
・
解
釈
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は
︑
ア
ラ
ブ
国
家
が
き
わ
め
て
強
大
な
国
家
で
あ

り
︑
彼
ら
と
軍
事
的
・
政
治
的
に
対
峙
し
て
い
く
こ
と
の
困
難
さ
を
痛
感
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

ア
ラ
ブ
に
対
す
る
認
識
の
変
化
は
︑
政
治
的
・
軍
事
的
な
観
点
で
の
み
起
き
た
の
で
は
な
い
︒
ア
ラ
ブ
が
自
分
た
ち
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
は
異

な
る
信
仰
を
持
っ
た
人
び
と
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
︑
徐
々
に
認
識
さ
れ
て
い
く
︒
ア
ラ
ブ
が
政
治
的
・
軍
事
的
に
敵
対
す
る
だ
け
で
な
く
︑
宗

教
的
に
も
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
は
大
き
く
異
な
る
立
場
に
あ
る
国
家
・
集
団
で
あ
る
こ
と
が
︑
彼
ら
と
の
対
峙
の
結
果
︑

明
確
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
︒
換
言
す
れ
ば
︑
自
分
た
ち
の
す
ぐ
近
く
に
︑
自
分
た
ち
よ
り
も
は
る
か
に
強
力
な
軍
事
力
を
持
ち
︑
自
分
た
ち
と

は
異
な
る
信
仰
を
持
つ
他
者
が
存
続
し
︑
共
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
人
び
と
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

突
如
と
し
て
出
現
し
た
強
力
な
他
者
︒
彼
ら
が
何
者
で
あ
る
の
か
認
識
す
る
こ
と
が
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
人
び
と
に
と
っ
て
き
わ
め
て
大
き

な
意
味
を
持
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
︒
だ
が
そ
れ
は
同
時
に
︑
﹁
自
分
た
ち
は
何
者
か
﹂
と
い
う
こ
と
を
自
省
す
る
こ
と
を
も
促
し
た
だ
ろ
う
︒

ゆ
え
に
本
稿
で
は
︑
七
世
紀
に
突
如
現
れ
た
ア
ラ
ブ
が
︑
自
分
た
ち
と
は
異
な
る
信
仰
を
持
つ
人
び
と
で
あ
る
こ
と
を
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
人

び
と
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
っ
た
の
か
︑
ま
ず
分
析
す
る
︒
そ
し
て
そ
れ
を
踏
ま
え
て
︑
自
分
た
ち
＝
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
を
ど
の
よ
う
に

︵
再
︶
認
識
し
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
︑
検
討
し
て
い
く
︒

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
ア
ラ
ブ
は
大
国
家
を
新
た
に
形
成
し
た
だ
け
で
な
く
︑
新
た
な
文
明
を
も
創
造
し
た
︒
七
世
紀
中
盤
は
新
た
な
文

明
が
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
く
初
期
段
階
と
い
え
る
︒
し
た
が
っ
て
本
稿
で
の
分
析
は
︑
ア
ラ
ブ
国
家
・
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
と
の
対
峙
に
よ
っ
て

ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
︑
そ
の
発
端
を
か
い
ま
み
る
試
み
で
あ
る
︒

①

cf.
徳
永
里
砂
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
成
立
前
の
諸
宗
教
﹄
国
書
刊
行
会
︑
二
〇
一
二

年
︒
蔀
勇
造
﹃
物
語
ア
ラ
ビ
ア
の
歴
史

知
ら
れ
ざ
る
三
〇
〇
〇
年
の
伝
統

﹄

中
公
新
書
︑
二
〇
一
八
年
︒
P.C
rone
&
M
.C
ook,H
agarism
:
the
m
aking

of
the
Islam
ic
W
orld,
C
am
bridge,1977
︵
以
下
︑
H
agarism
と
略
︶.

②

S.J.Shoem
aker,““T
he
R
eign
of
G
od
H
as
C
om
e”:E
schatology
and

E
m
pire
in
Late
A
ntiquity
and
E
arly
Islam
”,A
rabica
61-5
(2014),pp.

42 ( 42 )



514-558.

③

ヒ
ジ
ャ
ー
ズ
地
方
を
最
初
の
拠
点
と
し
︑
六
三
〇
年
代
以
降
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス

テ
ィ
ナ
や
イ
ラ
ク
な
ど
に
侵
入
し
て
国
家
を
形
成
し
て
い
っ
た
勢
力
・
集
団
の
信

仰
が
︑
明
確
な
教
義
を
持
ち
独
自
の
宗
教
＝
イ
ス
ラ
ー
ム
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い

く
ま
で
に
は
︑
か
な
り
の
時
間
を
要
す
る
︒
し
た
が
っ
て
本
稿
で
扱
う
七
世
紀
の

大
半
の
期
間
︑
﹁
ム
ス
リ
ム
﹂
と
い
う
自
意
識
は
ま
だ
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
︒

ま
た
初
期
の
彼
ら
の
集
団
に
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
な
ど
も
多
数
参
加

し
て
い
た
上
に
︑
﹁
ア
ラ
ブ
人
﹂
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
確
立
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
︒
P.W
ebb,Im
agining
the
A
rabs:
A
rab
Identity
and
the

R
ise
of
Islam
,
E
dinburgh,2016
︵
以
下
︑
W
ebb
(2016)
と
略
︶;
フ
レ
ッ

ド
・
Ｍ
・
ド
ナ
ー
︵
後
藤
明
監
訳
︶
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
の
誕
生

信
仰
者
か
ら
ム
ス

リ
ム
へ

﹄
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
四
年
︵
以
下
︑
ド
ナ
ー
﹃
イ
ス

ラ
ー
ム
の
誕
生
﹄
と
略
︶
︒
本
稿
で
は
彼
ら
を
﹁
ア
ラ
ブ
﹂
と
表
記
す
る
が
︑
あ

く
ま
で
も
便
宜
上
の
呼
称
で
あ
る
︒

④

ア
ラ
ブ
の
侵
入
・
攻
撃
に
対
し
て
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
が
効
果
的
な
対
応
を
と
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
︑
﹁
侵
入
者
が
何
者
か
わ
か
ら
な
か
っ

た
﹂
こ
と
も
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

一

七
世
紀
の
地
中
海
世
界
と
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
︑
ア
ラ
ブ

本
章
で
は
議
論
の
前
提
と
し
て
︑
ア
ラ
ブ
が
出
現
し
た
七
世
紀
の
地
中
海
世
界
・
中
近
東
地
域
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
か
︑
概
観

し
て
お
く
︒
七
世
紀
の
こ
の
地
域
の
状
況
に
つ
い
て
は
近
年
急
速
に
研
究
が
進
展
し
て
お
り
︑
そ
の
結
果
従
来
の
定
説
や
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
に
つ

い
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
修
正
︑
あ
る
い
は
再
検
討
が
必
要
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
︒
本
章
で
は
︑
か
か
る
新
た
な
研
究
状
況
を
踏
ま
え
て
述

べ
て
い
く
︒

ア
ラ
ブ
が
ア
ラ
ビ
ア
半
島
外
へ
の
本
格
的
な
進
出
を
開
始
し
た
の
は
︑
六
三
〇
年
代
前
半
で
あ
る
︒
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
内
陸
部
か
ら
徐
々
に
北

進
し
た
ア
ラ
ブ
軍
は
︑
六
三
六
年
の
ヤ
ル
ム
ー
ク
河
畔
で
の
戦
い
な
ど
を
通
じ
て
︑
六
三
〇
年
代
末
ま
で
に
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
の

ほ
ぼ
全
域
を
制
圧
し
た①
︒
ア
ラ
ブ
は
エ
ジ
プ
ト
に
は
︑
六
四
〇
年
か
ら
本
格
的
な
侵
入
を
開
始
す
る②
︒
そ
し
て
六
四
一
年
一
一
月
の
︑
カ
ル
ケ

ド
ン
派
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
総
主
教
キ
ュ
ロ
ス
と
︑
ア
ラ
ブ
軍
の
指
揮
官
で
あ
っ
た
ア
ム
ル
・
ブ
ン
・
ア
ル
・
ア
ー
ス
と
の
協
定
に
よ
っ
て
︑

ビ
ザ
ン
ツ
軍
は
六
四
二
年
に
エ
ジ
プ
ト
か
ら
撤
退
し
た
︒
ア
ラ
ブ
の
勢
力
は
六
四
〇
年
代
前
半
に
キ
レ
ナ
イ
カ
地
方
に
ま
で
達
す
る③
︒

だ
が
六
四
〇
年
代
に
入
る
と
︑
ア
ラ
ブ
と
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
と
の
戦
い
は
膠
着
状
態
に
陥
っ
た
︒
ア
ラ
ブ
の
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
対
す
る
攻
撃
も
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散
発
的
で
あ
っ
た
︒
別
稿④
で
も
検
討
し
た
北
ア
フ
リ
カ
へ
の
攻
撃
は
︑
そ
の
一
例
で
あ
る
︒
ア
ラ
ブ
軍
は
六
四
七
年
に
北
ア
フ
リ
カ
を
攻
撃
し
︑

当
時
帝
位
を
僭
称
し
て
い
た
カ
ル
タ
ゴ
総
督
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
軍
を
ス
フ
ェ
ト
ゥ
ラ
︵
ス
ベ
イ
ト
ラ
︶
で
撃
破
し
︑
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
を
も
敗

死
さ
せ
た⑤
︒
だ
が
ア
ラ
ブ
は
こ
の
好
機
に
も
か
か
わ
ら
ず
北
ア
フ
リ
カ
を
征
服
せ
ず
︑
現
地
の
住
民
か
ら
多
額
の
貢
納
を
得
た
後
︑
エ
ジ
プ
ト

に
撤
退
し
て
い
る⑥
︒

こ
の
時
期
ア
ラ
ブ
は
︑
東
方
で
の
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
と
の
戦
い
に
注
力
し
て
い
た
︒
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
は
六
三
八
年
の
カ
ー
デ
ィ
シ
ー

ヤ
や
六
四
二
年
の
ニ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
ド
な
ど
で
ア
ラ
ブ
に
大
敗
を
喫
し
て
い
た
が
︑
そ
の
後
も
ヤ
ズ
ド
ギ
ル
ド
三
世
︵
在
位
六
三
二

六
五
一
／
五

二
年
︶
が
殺
さ
れ
る
ま
で
︑
イ
ラ
ン
高
原
で
の
抵
抗
を
続
け
た⑦
︒
そ
し
て
六
五
一
／
五
二
年
に
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
を
滅
ぼ
し
て
よ
う
や
く
︑

ア
ラ
ブ
は
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
滅
亡
を
目
的
と
し
た
軍
事
行
動
の
準
備
を
本
格
化
さ
せ
た
︒
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
と
ア
ラ
ブ
は
六
五
一
年
頃
に
三
年
間

の
休
戦
協
定
を
締
結
す
る⑧
︒
ア
ラ
ブ
は
こ
の
期
間
中
に
︑
地
中
海
に
お
け
る
大
艦
隊
の
構
築
や
︑
東
方
で
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
と
の
戦
い
に
従

事
し
て
い
た
軍
事
力
を
西
方
へ
転
進
さ
せ
る
な
ど
︑
十
分
な
準
備
を
お
こ
な
っ
た
︒
ま
た
別
稿
で
分
析
し
た
よ
う
に
︑
ア
ル
メ
ニ
ア
で
ビ
ザ
ン

ツ
帝
国
へ
の
離
反
を
促
す
工
作
を
お
こ
な
っ
た⑨
︒

二
〇
世
紀
末
ま
で
︑
ア
ラ
ブ
が
は
じ
め
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
本
格
的
に
攻
撃
し
た
の
は
六
七
〇
年
代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き

た
︒
だ
が
近
年
で
は
ア
ラ
ブ
軍
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
は
じ
め
て
攻
撃
し
た
の
は
六
五
四
年
だ
っ
た
こ
と
が
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
攻
撃
は
暴
風
雨
に
よ
っ
て
失
敗
し⑩
︑
そ
の
後
六
五
六
年
か
ら
ア
ラ
ブ
で
は
第
一
次
内
戦
が
勃
発
す
る
︒
だ
が
ム
ア
ー
ウ

ィ
ヤ
︵
在
位
六
六
一

六
八
〇
年
︶
が
単
独
の
カ
リ
フ
と
な
る
と
︑
彼
は
再
び
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
攻
略
・
併
呑
を
め
ざ
し
て
連
年
の
よ
う
に
ビ

ザ
ン
ツ
領
へ
の
攻
撃
を
お
こ
な
っ
た
︒
そ
の
頂
点
と
な
っ
た
の
が
︑
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
の
息
子
で
後
に
カ
リ
フ
と
な
る
ヤ
ジ
ー
ド
の
指
揮
下
に
お

そ
ら
く
六
六
七

六
六
九
年
に
お
こ
な
わ
れ
た
︑
二
回
目
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
攻
撃
で
あ
っ
た⑪
︒

だ
が
六
七
〇
年
代
に
入
る
と
︑
一
転
し
て
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
が
反
撃
に
転
じ
る
︒
六
七
四
年
に
小
ア
ジ
ア
南
部
沖
で
ア
ラ
ブ
艦
隊
に
勝
利
し
た⑫

の
を
は
じ
め
と
し
て
︑
シ
リ
ア
に
対
す
る
攻
撃
な
ど
も
お
こ
な
わ
れ
た⑬
︒
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
が
没
し
た
六
八
〇
年
以
降
︑
戦
い
は
小
康
状
態
と
な
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り
︑
お
そ
ら
く
六
八
五
年
に
休
戦
協
定
が
結
ば
れ
た⑭
︒
六
八
〇
年
代
に
は
ア
ラ
ブ
で
第
二
次
内
戦
が
起
き
る
た
め
︑
ア
ラ
ブ
の
攻
撃
は
再
び
停

滞
す
る
が
︑
六
九
〇
年
代
以
降
︑
混
乱
を
収
拾
し
た
ア
ブ
ド
・
ア
ル
・
マ
リ
ク
︵
在
位
六
八
五

七
〇
五
年
︶
と
ワ
リ
ー
ド
一
世
︵
在
位
七
〇
五

七
一
五
年
︶
の
治
世
に
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
へ
の
ア
ラ
ブ
の
攻
撃
は
再
び
激
化
し
た
︒
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は
七
一
〇
年
代
初
頭
ま
で
に
北
ア
フ
リ
カ

や
キ
リ
キ
ア
地
方
︵
小
ア
ジ
ア
半
島
南
東
部
︶
︑
上
部
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
な
ど
を
失
っ
た⑮
︒
そ
し
て
七
一
七

七
一
八
年
に
︑
三
回
目
の
コ
ン
ス
タ

ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
攻
撃
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
︒

①

シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
の
ア
ラ
ブ
に
よ
る
征
服
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た

っ
て
︑
W
.
E
.
K
aegi,
B
yzantium
and
the
early
Islam
ic
conquests,

C
am
bridge,1992.
な
お
︑
決
定
的
な
敗
北
は
六
三
六
年
で
は
な
く
︑
六
三
八
年

に
起
き
た
と
い
う
見
解
も
あ
る
︒
D
.
W
oods,“Jew
s,
R
ats,
and
the
B
attle

of
Y
arm
ūk”,in:A
.S.Lew
in
&
P.Pellegrini
(eds.),T
he
L
ate
R
om
an

A
rm
y
in
the
N
ear
E
ast
from
D
iolcletian
to
the
A
rab
C
onquest:

P
roceedings
of
a
C
olloquium
H
eld
at
P
otenza,
A
cerenza
and
M
atera,

Italy
(M
ay
2005),
O
xford,2016,
pp.367-376.

②

ア
ラ
ブ
の
エ
ジ
プ
ト
攻
撃
に
つ
い
て
は

W
.
E
.
K
aegi,“E
gypt
on
the
eve

of
the
M
uslim
conquest”,
in:
C
.
F
.
Petry
(ed.),
T
he
C
am
bridge

H
istory
of
E
gypt
vol.
1:
Islam
ic
E
gypt,
640-1517,C
am
bridge,1998,

pp.34-61;Ph.B
ooth,“T
he
M
uslim
conquest
of
E
gypt
reconsidered”,

T
ravaux
et
M
ém
oires
17
(2013),
pp.639-670.

③

拙
稿
﹁
北
ア
フ
リ
カ
と
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
﹂
井
上
浩
一
・
根
津
由
喜
夫
︵
編
︶

﹃
ビ
ザ
ン
ツ

交
流
と
共
生
の
千
年
帝
国
﹄
昭
和
堂
︑
二
〇
一
三
年
︑
四
七

七

〇
頁
︵
以
下
︑
拙
稿
﹁
北
ア
フ
リ
カ
﹂
と
略
︶
︑
六
〇

六
一
頁
;
V
.
C
hristides,

B
yzantine
L
ibya
and
the
M
arch
of
the
A
rabs
tow
ards
the
W
est
of

N
orth
A
frica,
O
xford,2000,
pp.38-39.

④

拙
稿
﹁
北
ア
フ
リ
カ
﹂
︒

⑤

T
heophanes
C
onfessor,
C
hronographia,
L
eipzig,
1883
︵
以

下
︑

T
heophanes
と
略
︶,
p.343.

⑥

T
heophanes,
p.343.

⑦

P.
Pourshariati,
D
ecline
and
Fall
of
the
Sasanian
E
m
pire:
T
he

Sasanian-P
arthian
C
onfederacy
and
the
A
rab
C
onquest
of
Iran,

London,2008,
pp.240-281.

⑧

こ
の
休
戦
協
定
に
つ
い
て
は
︑
第
三
章
で
触
れ
る
︒

⑨

拙
稿
﹁
首
都
を
離
れ
る
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝

コ
ン
ス
タ
ン
ス
}
世
と
ア
ル
メ
ニ
ア

﹂
服
部
良
久
︵
編
︶
﹃
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
読
む
中
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

史

紛
争
と
秩
序
の
タ
ペ
ス
ト
リ
ー

﹄
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
一
五
年
︑
一

〇
八

一
二
八
頁
︵
以
下
︑
拙
稿
﹁
首
都
を
離
れ
る
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
﹂
と
略
︶
︑

一
一
七
頁
︒

⑩

R
.
W
.
T
hom
son
(tr.),
T
he
A
rm
enian
H
istory
attributed
to
Sebeos

P
art
I.
T
ranslation
and
N
otes,Liverpool,1999
︵
以
下
︑
Sebeos
と
略
︶,

ch.50
(pp.144-146).

⑪

六
七
〇
年
代
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
攻
撃
・
包
囲
が
お
こ
な
わ
れ
た
と

す
る
従
来
の
説
に
は
︑
強
い
疑
念
が
呈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
M
.

Jankow
iak,“T
he
F
irst
A
rab
Siege
of
C
onstantinople”,
T
ravaux
et

M
ém
oires
17
(2013),
pp.237-320.
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⑫

T
heophanes,
p.354;
R
.
G
.
H
oyland
(tr.),
T
heophilus
of
E
dessa̓
s

C
hronicle
and
the
C
irculation
of
H
istorical
K
now
ledge
in
L
ate

A
ntiquity
and
E
arly
Islam
,
Liverpool,2011,
pp.166-168.

⑬

M
.
Jankow
iak,
op.
cit.,
p.274.

⑭

そ
れ
よ
り
早
く
︑
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
の
生
前
に
休
戦
協
定
が
結
ば
れ
た
と
す
る

﹃
テ
オ
フ
ァ
ネ
ス
年
代
記
﹄
の
記
述

(T
heophanes,
pp.355-356.)
を
︑
ヤ
ン

コ
ヴ
ィ
ア
ク
は
否
定
し
て
い
る
︒
M
.
Jankow
iak,
op.
cit.,
pp.255-256.

⑮

北
ア
フ
リ
カ
で
は
六
九
八
年
に
カ
ル
タ
ゴ
を
喪
失
し
た
後
︑
最
後
の
拠
点
と
な

っ
て
い
た
セ
プ
テ
ム
︵
現
在
の
セ
ウ
タ
︶
を
七
一
〇
年
に
失
っ
た
︒
拙
稿
﹁
北
ア

フ
リ
カ
﹂
︒
小
ア
ジ
ア
東
部
・
上
部
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
で
は
︑
フ
ィ
リ
ッ
ピ
コ
ス
帝

︵
在
位
七
一
一

七
一
三
年
︶
時
代
に
属
州
第
四
ア
ル
メ
ニ
ア
に
支
配
が
及
ん
で

い
た
こ
と
が
﹃
テ
オ
フ
ァ
ネ
ス
年
代
記
﹄
か
ら
わ
か
る
ほ
か

(T
heophanes,
p.

382.)︑
後
述
す
る
ゲ
ニ
コ
ス
・
コ
ン
メ
ル
キ
ア
リ
オ
ス
の
印
章
か
ら
も
︑
七
一
〇

年
代
初
頭
ま
で
キ
リ
キ
ア
や
第
四
ア
ル
メ
ニ
ア
で
徴
税
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
示
唆
さ
れ
る
︒
F
.M
ontinaro,“Les
prem
iers
com
m
erciaires
byzan-

tins”,
T
ravaux
et
M
ém
oires
17
(2013),
pp.351-538,
pp.494,498-499.

二

﹁
サ
ラ
ケ
ノ
イ
﹂
へ
の
ま
な
ざ
し

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
六
三
〇
年
代
に
は
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
人
び
と
に
は
﹁
ア
ラ
ビ
ア
半
島
か
ら
や
っ
て
き
た
侵
入
者
﹂
と
し
か
︑
ア

ラ
ブ
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
人
び
と
は
彼
ら
の
こ
と
を
﹁
サ
ラ
ケ
ノ
イ
︵
サ
ラ
セ
ン
人
︶
﹂
と
呼
ん

だ
︒
サ
ラ
ケ
ノ
イ
は
︑
古
代
末
期
に
ア
ラ
ビ
ア
半
島
や
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
の
内
陸
部
に
住
ん
で
い
た
人
び
と
の
こ
と
を
指
す
呼
称

で
あ
る①
︒
よ
り
古
い
時
期
に
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
た
﹁
ア
ラ
ボ
イ
︵
ア
ラ
ブ
人
︶
﹂
と
い
う
呼
称
は
︑
古
代
末
期
に
な
る
と
自
称
と
し
て
も
他

称
と
し
て
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
途
絶
し
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
が
シ
ナ
イ
半
島
や
ヒ
ジ
ャ
ー
ズ
地
方
北
西
部
に
居
住
・
生
活
し
て
い
る
人
び
と
に

対
す
る
名
称
と
し
て
広
く
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た②
︒
そ
の
た
め
︑
六
世
紀
に
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
同
盟
者
と
し
て
現
れ
る
ジ
ャ
フ
ナ
家

︵
い
わ
ゆ
る
ガ
ッ
サ
ン
朝③
︶
に
代
表
さ
れ
る
︑
ア
ラ
ビ
ア
半
島
北
部
か
ら
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
内
陸
部
に
居
住
し
て
い
た
ア
ラ
ブ
系
の
集
団
も
ま
た
︑

サ
ラ
ケ
ノ
イ
と
呼
ば
れ
て
い
た④
︒

サ
ラ
ケ
ノ
イ
は
聖
書
で
言
及
さ
れ
な
い
の
で
︑
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
人
び
と
で
あ
る
か
︑
古
代
末
期
の
人
び
と
に
は
容
易
な
定
義
が
で
き
な

か
っ
た
︒
そ
の
た
め
サ
ラ
ケ
ノ
イ
を
﹁
ア
ガ
レ
ノ
イ
︵
ハ
ガ
ル
の
子
孫
︶
﹂
﹁
イ
ス
マ
エ
リ
タ
イ
︵
イ
シ
ュ
マ
エ
ル
の
子
孫
︶
﹂
と
同
一
視
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
︒
例
え
ば
三
七
〇
年
代
に
サ
ラ
ミ
ス
の
エ
ピ
フ
ァ
ニ
オ
ス
が
著
し
た
﹃
パ
ナ
リ
オ
ン
﹄
に
は
︑
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒
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彼
︵
ア
ブ
ラ
ハ
ム
︶
に
は
八
人
の
子
が
い
た
が
︑
神
に
忠
実
な
る
生
活
を
し
て
い
た
父
の
意
向
に
よ
っ
て
︑
そ
し
て
父
に
示
さ
れ
た
神
の
約
束
に
よ
っ

て
︑
イ
サ
ク
だ
け
が
後
継
者
と
な
っ
た
︒

︵
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
︶
彼
よ
り
先
に
︑
若
い
女
奴
隷
の
ハ
ガ
ル
か
ら
イ
シ
ュ
マ
エ
ル
を
も
う
け
︑
ま
た
ケ
ト
ラ
が
彼
に
六
人
の
子
を
産
ん
だ
︒
彼
ら
は
幸

福
な
る
ア
ラ
ビ
ア
︵
ア
ラ
ビ
ア
・
フ
ェ
リ
ク
ス
︶
と
い
う
地
に
散
ら
ば
っ
た

ゼ
ン
ブ
ラ
ン
︵
ジ
ム
ラ
ン
︶
︑
イ
エ
ザ
ン
︵
ヨ
ク
シ
ャ
ン
︶
︑
イ
エ
ス
ボ
ク

︵
イ
シ
ュ
バ
ク
︶
︑
ソ
ー
ウ
ェ
︵
シ
ュ
ア
︶
︑
エ
マ
デ
ム
︵
メ
ダ
ン
︶
︑
そ
し
て
マ
デ
ィ
ア
ム
︵
ミ
デ
ィ
ア
ン
︶
で
あ
る

︒
そ
し
て
﹁
女
奴
隷
の
子
﹂
︵
上

述
し
た
よ
う
に
︑
彼
の
名
は
イ
シ
ュ
マ
エ
ル
で
あ
る
︶
は
︑
や
っ
て
き
て
荒
野
の
中
に
あ
る
パ
ラ
ン
と
い
う
地
を
創
建
し
た
︒
彼
に
は
一
二
人
の
子
が
い

て
︑
そ
こ
か
ら
ア
ガ
レ
ノ
イ
と
イ
ス
マ
エ
リ
タ
イ
の
諸
部
族

彼
ら
は
今
で
は
サ
ラ
ケ
ノ
イ
と
呼
ば
れ
て
い
る

が
誕
生
し
た⑤
︒

ま
た
同
時
期
に
は
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
も
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
と
ア
ガ
レ
ノ
イ
︑
イ
ス
マ
エ
リ
タ
イ
を
同
一
視
し
て
い
る⑥
︒

た
だ
こ
れ
ら
の
議
論
は
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
が
ど
の
よ
う
な
人
び
と
で
あ
る
の
か
︑
聖
書
の
記
述
に
沿
う
よ
う
に
定
義
し
た
だ
け
で
あ
り
︑
彼
ら

が
ハ
ガ
ル
と
イ
シ
ュ
マ
エ
ル
の
子
孫
で
あ
る
︑
と
い
う
以
上
の
強
い
宗
教
的
な
含
意
は
な
か
っ
た
︒
実
際
古
代
末
期
に
は
ジ
ャ
フ
ナ
家
の
よ
う

に
キ
リ
ス
ト
教
を
受
容
・
信
仰
し
て
い
る
サ
ラ
ケ
ノ
イ
も
数
多
く
い
た
︒
し
た
が
っ
て
ア
ラ
ブ
の
拡
大
の
初
期
段
階
に
お
い
て
︑
彼
ら
の
持
つ

宗
教
的
特
性
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
ア
ラ
ブ
に
対
す
る
ヘ
ラ
ク
レ
イ
オ
ス
︵
在
位
六
一
〇

六
四
一
年
︶
の
対
応
か
ら
も
示

唆
さ
れ
る
︒
ヘ
ラ
ク
レ
イ
オ
ス
帝
は
︑
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
と
の
戦
い
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
敵
に
対
す
る
聖
な
る
戦
い
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し

た⑦
︒
そ
し
て
実
際
に
彼
は
︑
ペ
ル
シ
ア
領
に
侵
入
す
る
と
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
聖
地
で
あ
る
シ
ー
ズ
︵
タ
ク
ト
・
イ
・
ス
ラ
イ
マ
ー
ン
︶
を
攻

略
・
破
壊
し
て
い
る
し⑧
︑
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
に
奪
わ
れ
て
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
か
ら
持
ち
去
ら
れ
て
い
た
﹁
聖
な
る
十
字
架
﹂
の
帰
還
を
盛
大
に

祝
福
す
る⑨
こ
と
で
︑
自
ら
が
﹁
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
守
護
者
﹂
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
主
張
し
た
︒
し
か
し
ヘ
ラ
ク
レ
イ
オ
ス
は
︑
ア
ラ
ブ
に
対

し
て
は
そ
の
よ
う
な
行
動
や
表
象
を
一
切
示
し
て
い
な
い
︒

シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
に
侵
入
し
て
き
た
サ
ラ
ケ
ノ
イ
を
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
人
び
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
認
識
し
た
の
だ
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ろ
う
か
︒
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
伝
え
て
く
れ
る
同
時
代
の
資
料
は
少
な
い
が
︑
既
に
ケ
ー
ギ⑩
や
ホ
イ
ラ
ン
ド⑪
に
よ
っ
て
調
査
・
検
討
が
お
こ
な

わ
れ
て
い
る
︒
特
に
ホ
イ
ラ
ン
ド
の
研
究
は
︑
ギ
リ
シ
ア
語
︑
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
記
述
だ
け
で
な
く
︑
シ
リ
ア
語
や
コ
プ
ト
語
︑
ア
ル
メ
ニ
ア

語
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
に
よ
る
同
時
代
資
料
を
広
く
調
査
し
た
上
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
︒
本
章
で
は
特
に
ホ
イ
ラ
ン
ド
の
分
析
を
参
考
に

し
つ
つ
︑
六
三
〇
年
代
の
ア
ラ
ブ
の
出
現
期
を
中
心
に
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
人
び
と
の
ア
ラ
ブ
に
対
す
る
認
識
を
概
観
し
て
い
く
︒

六
三
〇
年
代
に
ア
ラ
ブ
が
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
へ
の
侵
入
・
攻
撃
を
開
始
し
た
時
期
に
は
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
人
び
と
に
と
っ
て

サ
ラ
ケ
ノ
イ
は
ま
ず
何
を
お
い
て
も
︑
野
蛮
な
侵
入
者
に
他
な
ら
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
や
メ
デ
ィ
ナ
の
カ
リ
フ
の
配
下
に
集
ま

っ
た
人
び
と
は
︑
一
神
教
の
理
念
を
抱
き
︑
実
践
す
る
人
び
と
で
あ
っ
た⑫
︒
し
た
が
っ
て
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
に
侵
入
し
て
き
た
サ

ラ
ケ
ノ
イ
が
一
定
の
宗
教
的
傾
向
を
持
つ
こ
と
が
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
例
え
ば
六

三
四
年
に
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
総
主
教
に
就
任
し
た
修
道
士
ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
は
︑
総
主
教
就
任
時
の
シ
ュ
ノ
デ
ィ
コ
ス⑬
で
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
︒①

憐
れ
み
深
く
人
び
と
を
愛
し
て
お
ら
れ
る
神
は
︑
意
志
と
同
等
の
力
を
お
持
ち
で
す
が
︑
あ
な
た
方
が
神
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
祈
り
を
お
こ
な

う
こ
と
に
よ
っ
て
神
は
怒
り
を
鎮
め
︑
長
年
に
わ
た
っ
て
彼
ら
︵
皇
帝
た
ち
︶
に
満
足
し
て
蛮
族
に
対
す
る
大
い
な
る
勝
利
や
戦
勝
を
与
え
︑
彼
ら
の

子
々
孫
々
に
い
た
る
ま
で
帝
冠
を
も
た
ら
し
︑
神
の
平
和
に
よ
っ
て
守
り
を
固
め
︑
強
力
な
権
限
を
渡
し
す
べ
て
の
蛮
族
︑
と
り
わ
け
サ
ラ
ケ
ノ
イ
を
圧

倒
し
て
そ
の
尊
大
さ
を
打
ち
砕
く
こ
と
で
し
ょ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
今
や
︑
我
々
の
罪
ゆ
え
に
彼
ら
︵
サ
ラ
ケ
ノ
イ
︶
は
突
如
と
し
て
我
々
に
刃
向
か
い
︑

不
敬
虔
な
る
心
根
と
神
に
反
す
る
不
遜
さ
に
よ
っ
て
︑
残
酷
か
つ
獣
の
よ
う
に
獰
猛
に
︑
す
べ
て
を
荒
掠
し
て
お
り
ま
す⑭
︒

六
三
四
年
に
は
既
に
︑
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
近
郊
に
ア
ラ
ブ
の
脅
威
が
迫
っ
て
い
た
︒
同
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
の
説
教
で
は
︑
ア
ラ
ブ
軍
の
存
在
の

た
め
︑
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
な
ど
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
赴
く
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
は
嘆
い
て
い
る⑮
︒
そ
の
た
め
ソ
フ
ロ

48 ( 48 )



ニ
オ
ス
は
ア
ラ
ブ
が
ど
の
よ
う
な
集
団
な
の
か
︑
一
定
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
シ
ュ
ノ
デ
ィ
コ
ス
で
ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
は
︑
サ
ラ

ケ
ノ
イ
を
蛮
族
の
代
表
︵
﹁
す
べ
て
の
蛮
族
︑
と
り
わ
け
サ
ラ
ケ
ノ
イ
﹂
︶
と
し
て
言
及
す
る
一
方
で
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
を
﹁
不
敬
虔
﹂
﹁
神
に
反
す
る
﹂

存
在
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
た
だ
こ
の
表
現
か
ら
は
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
の
宗
教
的
傾
向
に
つ
い
て
ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
が
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て

い
た
の
か
は
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
﹁
我
々
︵
＝
キ
リ
ス
ト
教
徒
︶
の
罪
﹂
を
強
調
す
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
︒

だ
が
︑
お
そ
ら
く
六
三
七
年
一
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
説
教
の
中
で
︑
ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
は
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒
こ
の
時
期
︑
シ
リ

ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
に
お
け
る
ビ
ザ
ン
ツ
支
配
は
終
焉
を
迎
え
よ
う
と
し
て
お
り
︑
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
も
ま
も
な
く
降
伏
す
る
こ
と
と
な
る⑯
︒

②
な
ぜ
︑
我
々
に
と
っ
て
戦
い
が
日
常
の
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
な
ぜ
︑
蛮
族
の
侵
入
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
な
ぜ
︑

サ
ラ
ケ
ノ
イ
の
軍
勢
は
我
々
に
攻
撃
を
し
か
け
て
く
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
な
ぜ
︑
破
壊
行
為
や
略
奪
行
為
が
増
大
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
な
ぜ
︑
人

び
と
の
血
が
絶
え
間
な
く
流
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
な
ぜ
︑
空
の
鳥
は
人
び
と
の
体
を
苦
し
め
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
な
ぜ
︑
教
会
が
破
壊
さ
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
︒
な
ぜ
︑
十
字
架
が
嘲
笑
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
な
ぜ
︑
す
べ
て
の
善
を
く
だ
さ
る
お
方
で
あ
り
︑
喜
ば
し
き
こ
と
を
も
た
ら
し
て
く

だ
さ
る
お
方
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
が
︑
異
教
徒
の
︵ἐθ

ν
ικ
ο
ῖς

︶
舌
に
よ
っ
て
中
傷
さ
れ
︑
ま
っ
た
く
正
当
に
も
我
々
に
対
し
て
﹁
お
ま
え
た
ち
の
せ
い
で
︑

私
の
名
前
が
異
教
徒
に
よ
っ
て
中
傷
さ
れ
て
い
る
の
だ
！
﹂
と
叫
ぶ
の
で
し
ょ
う
か

こ
れ
は
︑
我
々
に
降
り
か
か
っ
て
き
て
い
る
す
べ
て
の
災
厄
の
中

で
も
︑
よ
り
重
荷
と
な
る
こ
と
で
あ
り
ま
す

︒
こ
れ
ら
は
︑
神
を
憎
み
︑
復
讐
の
ご
と
き
悪
事
を
な
す
サ
ラ
ケ
ノ
イ

我
々
に
既
に
預
言
に
よ
っ
て
知

ら
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
︑
彼
ら
は
明
ら
か
に
﹁
荒
廃
を
も
た
ら
す
忌
ま
わ
し
い
者⑰
﹂
な
の
で
す

が
︑
彼
ら
の
も
の
で
は
な
い
場
所
に
侵
入
し
︑
都
市
を

略
奪
し
︑
収
穫
を
奪
い
去
り
︑
村
落
に
火
を
か
け
︑
聖
な
る
教
会
を
焼
き
︑
神
に
捧
げ
ら
れ
た
修
道
院
を
荒
掠
し
︑
ロ
ー
マ
軍
に
対
峙
し
て
戦
い
︑
戦
い

で
勝
利
を
宣
言
し
︑
勝
利
に
つ
ぐ
勝
利
を
あ
げ
︑
我
々
に
対
し
て
は
さ
ら
に
傲
慢
に
ふ
る
ま
う
よ
う
に
な
っ
て
キ
リ
ス
ト
や
教
会
へ
の
中
傷
を
さ
ら
に
増

長
さ
せ
︑
神
に
対
す
る
邪
な
誹
謗
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
す
︒
彼
ら
︑
す
な
わ
ち
神
と
戦
う
者
た
ち
︵θ

εο
µ
ά
χ
ο
ι

︶
は
︑
す
べ
て
の
も
の
を
手
に
入
れ

る
と
慢
心
し
て
い
ま
す
が
︑
自
分
た
ち
の
指
揮
官
で
あ
る
悪
魔
を
常
に
心
か
ら
模
倣
し
︑
そ
の
虚
無
を
手
本
と
し
て
い
ま
す

そ
れ
は
︑
彼
︵
悪
魔
︶
が
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天
上
か
ら
追
放
さ
れ
て
暗
黒
の
暗
闇
の
中
に
お
さ
ま
っ
た
か
ら
な
の
で
す⑱
︒

こ
の
時
点
で
も
ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
は
六
三
四
年
と
同
様
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
を
蛮
族
と
見
な
し
て
い
る
︒
だ
が
同
時
に
ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
は
︑
サ
ラ
ケ

ノ
イ
が
教
会
を
破
壊
し
︑
十
字
架
を
嘲
笑
し
︑
修
道
院
を
荒
掠
す
る
﹁
異
教
徒
﹂
で
あ
る
こ
と
を
も
指
摘
し
て
い
る
︒
ホ
イ
ラ
ン
ド
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
説
教
に
お
い
て
ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
の
主
た
る
関
心
は
ア
ラ
ブ
の
存
在
に
は
な
い⑲
た
め
明
確
に
は
指
摘
し
に
く
い
も
の
の
︑

そ
れ
で
も
ア
ラ
ブ
＝
﹁
異
教
徒
﹂
と
い
う
認
識
が
現
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
看
取
で
き
る
︒

た
だ
︑
こ
の
よ
う
な
認
識
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
六
三
四
年
頃
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る⑳
﹃
新
洗
礼
者
ヤ
コ
ブ

の
教
え
﹄
に
は
︑
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

③
私
の
兄
弟
の
ア
ブ
ラ
メ
ス
が
私
の
と
こ
ろ
に
⁝
偽
預
言
者
が
現
れ
た
こ
と
⁝
に
つ
い
て
手
紙
を
書
い
て
き
た
の
で
す
︒
﹁
カ
ン
デ
ィ
ダ
ト
ス
が
サ
ラ
ケ
ノ

イ
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
時㉑
︑
私

ア
ブ
ラ
メ
ス
の
言
葉
で
す

は
カ
イ
サ
レ
イ
ア
︵
・
マ
リ
テ
ィ
マ
︶
に
い
た
の
で
す
が
︑
船
で
シ
ュ
カ
ミ
ナ
に
立
ち
去

り
ま
し
た
︒
す
る
と
人
び
と
が
こ
う
言
っ
て
い
ま
し
た
︒
﹃
カ
ン
デ
ィ
ダ
ト
ス
は
殺
さ
れ
た
！
我
々
ユ
ダ
ヤ
人
は
大
い
な
る
喜
び
の
中
に
い
る
！
﹄
そ
し
て

彼
ら
は
︑
預
言
者
が
現
れ
て
サ
ラ
ケ
ノ
イ
と
と
も
に
や
っ
て
き
て
︑
メ
シ
ア
に
し
て
救
世
主
が
来
臨
す
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
︑
と
も
言
っ
て
い
ま
し

た
︒
私
は
シ
ュ
カ
ミ
ナ
に
や
っ
て
く
る
と
︑
十
分
な
学
識
の
あ
る
と
あ
る
老
人
の
と
こ
ろ
に
滞
在
し
て
︑
彼
に
こ
う
言
い
ま
し
た
︒
﹃
サ
ラ
ケ
ノ
イ
と
と
も

に
現
れ
た
預
言
者
に
つ
い
て
︑
⁝
あ
な
た
は
何
を
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
か
？
﹄
す
る
と
彼
は
大
声
で
嘆
き
つ
つ
私
に
こ
う
言
い
ま
し
た
︒
﹃
あ
れ
は
偽
者

だ
！
剣
や
武
器
を
装
備
し
た
預
言
者
が
や
っ
て
く
る
︑
な
ん
て
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？㉒
﹄
﹂

こ
の
報
告
か
ら
は
︑
﹁
サ
ラ
ケ
ノ
イ
の
中
に
︑
︵
偽
︶
預
言
者
に
率
い
ら
れ
た
武
装
集
団
が
出
現
し
た
﹂
と
い
う
認
識
が
当
時
存
在
し
た
こ
と

が
わ
か
る
︒
だ
が
あ
く
ま
で
も
彼
ら
は
﹁
︵
偽
︶
預
言
者
﹂
に
率
い
ら
れ
た
集
団
で
あ
り
︑
彼
ら
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
信
仰
を
持
っ
て
い
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た
の
か
は
明
確
で
は
な
い
︒
ま
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
一
部
が
喜
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
の
信
仰
に
対
し
て
十
分
な
知
識
が
あ
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
︒
実
際
︑
初
期
の
ア
ラ
ブ
軍
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
な
ど
も
合
流
し
て
形
成
さ
れ
た
重
層
的
な
集
団
・
軍
で
あ
っ

た㉓
か
ら
︑
単
一
の
確
固
た
る
信
仰
を
持
っ
た
集
団
と
し
て
﹁
サ
ラ
ケ
ノ
イ
﹂
を
認
識
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
ろ
う
︒

ま
た
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
の
﹃
簡
約
歴
史
﹄
が
伝
え
て
い
る
︑
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
キ
ュ
ロ
ス
と
ア
ム
ル
・
ブ
ン
・
ア
ル
・
ア
ー
ス
と
の
休
戦
協

定
を
め
ぐ
る
交
渉
︵
六
四
〇
年
頃
︶
に
つ
い
て
の
報
告
も
︑
示
唆
に
富
む
︒

④
す
る
と
キ
ュ
ロ
ス
は
皇
帝
︵
ヘ
ラ
ク
レ
イ
オ
ス
︶
に
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
の
フ
ュ
ラ
ル
コ
ス
で
あ
る
ア
ン
ブ
ロ
ス
︵
ア
ム
ル
・
ブ
ン
・
ア
ル
・
ア
ー
ス
︶
に

貢
納

こ
れ
は
通
行
税
と
し
て
徴
収
さ
れ
︑
皇
帝
に
対
す
る
徴
税
も
こ
れ
ま
で
通
り
お
こ
な
わ
れ
る

を
支
払
う
協
定
を
結
ぶ
つ
も
り
で
あ
る
と
報
告
し

た
︒
さ
ら
に
︑
皇
帝
の
娘
の
一
人
で
あ
る
ア
ウ
グ
ス
タ
の
エ
ウ
ド
キ
ア
を
彼
と
婚
約
さ
せ
︑
そ
の
上
で
聖
な
る
水
盤
で
洗
礼
を
施
し
て
︵
彼
を
︶
キ
リ
ス

ト
教
徒
に
し
よ
う
と
し
た
︒
と
い
う
の
も
ア
ン
ブ
ロ
ス
と
そ
の
軍
は
キ
ュ
ロ
ス
を
信
頼
し
て
お
り
︑
彼
を
深
く
敬
愛
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る㉔
︒

こ
の
報
告
で
注
目
す
べ
き
点
は
二
つ
あ
る
︒
第
一
に
︑
キ
ュ
ロ
ス
は
ア
ム
ル
・
ブ
ン
・
ア
ル
・
ア
ー
ス
の
こ
と
を
︑
﹁
サ
ラ
ケ
ノ
イ
の
フ
ュ

ラ
ル
コ
ス
﹂
と
理
解
し
て
い
る
︒
フ
ュ
ラ
ル
コ
ス
は
六
世
紀
に
ジ
ャ
フ
ナ
家
の
君
侯
な
ど
︑
ア
ラ
ビ
ア
半
島
や
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
内
陸

部
な
ど
に
い
た
ア
ラ
ブ
系
の
部
族
長
・
君
侯
に
対
し
て
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
が
与
え
た
称
号
で
あ
る㉕
︒
つ
ま
り
キ
ュ
ロ
ス
は
ア
ム
ル
・
ブ
ン
・
ア

ル
・
ア
ー
ス
を
︑
古
代
末
期
の
ア
ラ
ブ
系
諸
部
族
の
部
族
長
と
同
様
の
存
在
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
実
際
初
期
の
ア
ラ
ブ
は
︑
ジ

ャ
フ
ナ
家
な
ど
の
ア
ラ
ブ
の
部
族
連
合
体
と
共
通
す
る
性
格
を
持
ち
︑
ま
た
ジ
ャ
フ
ナ
家
と
の
衝
突
か
ら
ア
ラ
ブ
の
征
服
活
動
が
始
ま
っ
た
可

能
性
も
考
え
ら
れ
る㉖
︒

第
二
に
キ
ュ
ロ
ス
は
︑
ア
ム
ル
・
ブ
ン
・
ア
ル
・
ア
ー
ス
や
配
下
の
軍
に
対
し
て
洗
礼
を
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
彼
ら
を
︵
カ
ル
ケ
ド

ン
派
の
︶
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
て
い
る
︒
ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
と
同
様
︑
ア
ラ
ブ
軍
の
侵
攻
を
間
近
で
経
験
し
︑
ア
ラ
ブ
軍
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と
も
直
接
交
渉
を
お
こ
な
っ
て
い
る
キ
ュ
ロ
ス
で
あ
る
が
︑
彼
は
ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
ほ
ど
︑
ア
ラ
ブ
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
敵
と
は
見
な
し
て
い
な

い㉗
︒
キ
ュ
ロ
ス
は
ア
ム
ル
・
ブ
ン
・
ア
ル
・
ア
ー
ス
ら
を
︑
洗
礼
を
通
じ
て
カ
ル
ケ
ド
ン
派
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
る
可
能
性
の
高
い
人
び
と

と
考
え
て
お
り
︑
彼
ら
の
こ
と
を
﹁
異
端
﹂
と
見
な
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い㉘
︒

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
︑
ヘ
ラ
ク
レ
イ
オ
ス
帝
に
も
共
通
し
て
い
る
︒

⑤
だ
が
彼
︵
ヘ
ラ
ク
レ
イ
オ
ス
︶
は
︑
キ
ュ
ロ
ス
を
異
端
と
呼
ん
だ
︒
そ
れ
は
︑
異
端
で
あ
り
神
と
戦
う
者
で
あ
り
キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
敵
対
を
考
え
て

い
る
者
で
あ
る
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
の
フ
ュ
ラ
ル
コ
ス
の
ア
ン
ブ
ロ
ス
に
︑
皇
帝
の
娘
を
婚
約
さ
せ
よ
う
と
企
ん
だ
︑
と
い
う
理
由
か
ら
だ
っ
た㉙
︒

イ
ス
ラ
ー
ム
信
仰
を
﹁
異
端
﹂
と
見
な
す
言
説
は
ダ
マ
ス
ク
ス
の
ヨ
ハ
ネ
ス㉚
な
ど
の
後
代
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
く
が㉛
︑

そ
の
よ
う
な
考
え
方
の
萌
芽
は
ア
ラ
ブ
の
侵
入
の
ご
く
初
期
か
ら
存
在
し
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
＝
ア
ラ
ブ
が
キ
リ
ス
ト
教
と
は
大

き
く
異
な
る
独
自
の
信
仰
を
持
っ
て
い
た
と
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
が
ど
の
よ
う
な
信

仰
を
持
っ
て
い
る
の
か
︑
十
分
な
情
報
が
な
か
っ
た
状
況
下
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
ま
た
キ
ュ
ロ
ス
の
よ
う
に
︑
︵
正
統
な
︶
キ

リ
ス
ト
教
信
仰
に
彼
ら
を
取
り
込
む
こ
と
が
可
能
と
考
え
る
者
が
い
た
こ
と
も㉜
︑
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
︒

﹃
新
改
宗
者
ヤ
コ
ブ
の
教
え
﹄
に
あ
る
︑
以
下
の
記
述
も
注
目
に
値
す
る
︒

⑥
と
い
う
の
も
︑
第
四
の
野
獣
す
な
わ
ち
ロ
ー
マ
帝
国
の
後
退
の
後
に
は
︑
諸
民
族
の
混
乱
を
別
に
す
る
と
︑
一
〇
の
角
と
人
び
と
を
惑
わ
せ
る
瀆
神
の

悪
魔
の
出
現
以
外
に
は
︑
何
も
生
じ
な
い
に
違
い
な
い
か
ら
で
す㉝
︒

こ
の
記
述
は
︑
﹃
旧
約
聖
書
﹄
﹁
ダ
ニ
エ
ル
書
﹂
の
有
名
な
部
分㉞
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
︒
﹁
ダ
ニ
エ
ル
書
﹂
で
言
及
さ
れ
る
﹁
四
頭
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の
野
獣
﹂
が
世
界
を
支
配
す
る
四
つ
の
大
帝
国
を
示
し
︑
第
四
の
野
獣
が
ロ
ー
マ
帝
国
を
示
す
︑
と
い
う
考
え
方
は
広
く
通
用
し
て
い
た
︒
し

た
が
っ
て
こ
こ
で
第
四
の
野
獣
＝
ロ
ー
マ
帝
国
を
打
破
し
た
ア
ラ
ブ
は
︑
終
末
が
来
る
直
前
に
現
れ
る
荒
廃
者
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意

味
す
る㉟
︒
②
で
ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
が
﹁
ダ
ニ
エ
ル
書
﹂
︵
お
よ
び
﹃
新
約
聖
書
﹄
﹁
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書㊱
﹂
︶
を
援
用
し
つ
つ
述
べ
て
い
る
﹁
荒
廃
を

も
た
ら
す
忌
ま
わ
し
い
者
﹂
も
︑
こ
の
見
方
を
前
提
に
し
て
い
る㊲
︒
こ
の
時
期
は
終
末
論
が
非
常
に
広
範
に
影
響
力
を
持
っ
て
お
り㊳
︑
終
末
が

近
い
こ
と
を
当
時
の
人
び
と
が
強
く
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
報
告
で
あ
る
③
で
︑
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
中
に
サ
ラ
ケ
ノ
イ
の
出
現
を
喜
ん
で
い

る
者
た
ち
が
い
る
の
も
︑
こ
の
文
脈
か
ら
理
解
で
き
る
︒
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
︑
ア
ラ
ブ
の
存
在
は
一
時
的
な
も
の
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

ま
た
先
述
し
た
よ
う
に
ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
は
①
で
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
の
出
現
の
理
由
を
﹁
我
々
の
罪
﹂
に
求
め
て
い
る
が
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
の
出
現

の
理
由
が
﹁
我
々
の
罪
﹂
で
あ
る
な
ら
ば
︑
我
々
＝
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
悔
い
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
の
怒
り
は
収
ま
り
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
も
姿

を
消
す
︒
し
た
が
っ
て
ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
も
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
は
い
ず
れ
姿
を
消
す
存
在
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
︒

以
上
要
す
る
に
︑
六
三
〇
年
代
に
ア
ラ
ブ
が
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
へ
の
侵
入
を
開
始
し
た
時
期
か
ら
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
人
び
と

は
侵
入
者
が
﹁
サ
ラ
ケ
ノ
イ
﹂
で
あ
る
と
認
識
し
た
︒
サ
ラ
ケ
ノ
イ
は
ア
ラ
ビ
ア
半
島
や
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
内
陸
部
に
い
る
ア
ラ
ブ
系

の
移
牧
民
な
ど
を
指
す
一
般
的
用
語
で
あ
っ
た
か
ら
︑
こ
の
よ
う
な
認
識
を
持
つ
の
は
当
然
で
あ
っ
た
︒
一
方
古
代
末
期
に
は
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ

が
聖
書
で
言
及
さ
れ
る
ア
ガ
レ
ノ
イ
︑
イ
ス
マ
エ
リ
タ
イ
と
同
義
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
確
立
し
て
い
た
が
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
と
い
う
語
自
体

に
何
ら
か
の
宗
教
的
含
意
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒

だ
が
侵
入
し
て
き
た
サ
ラ
ケ
ノ
イ
は
︑
一
神
教
の
信
仰
を
持
っ
て
い
た
集
団
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
サ
ラ
ケ
ノ
イ
の
持
つ
宗
教
的
特
徴
は
︑

侵
入
の
初
期
か
ら
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
人
び
と
に
あ
る
程
度
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
は
彼
ら
が
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
と
は

異
な
る
独
自
の
信
仰
を
持
つ
集
団
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
わ
け
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
彼
ら
の
こ
と
を
一
時
的
に
出

現
し
た
︑
す
ぐ
に
姿
を
消
す
集
団
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
︒
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こ
の
よ
う
な
認
識
し
か
持
て
な
か
っ
た
の
は
︑
六
三
〇
年
代
の
状
況
を
考
え
る
と
当
然
で
あ
っ
た
︒
そ
も
そ
も
こ
の
時
期
に
は
ま
だ
︑
イ
ス

ラ
ー
ム
の
信
仰
が
確
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
先
述
し
た
よ
う
に
メ
デ
ィ
ナ
の
カ
リ
フ
に
従
っ
て
い
た
人
び
と
が
す
べ
て
同

一
の
信
仰
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
ホ
イ
ラ
ン
ド
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
や
そ
の
後
継
者
た
ち
は
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
の
説

く
信
仰
の
信
者
だ
け
で
な
く
︑
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
な
ど
を
も
一
定
の
合
意
の
も
と
で
重
層
的
な
連
合
体
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
て
い

た
︒
さ
ら
に
混
沌
と
し
た
状
況
に
乗
じ
て
独
自
に
軍
事
的
行
動
や
略
奪
行
を
お
こ
な
っ
た
集
団
︵
後
代
の
ア
ラ
ビ
ア
語
資
料
で
﹁
偽
預
言
者
﹂
と
さ

れ
る
人
び
と
︶
も
い
た
︒
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
不
利
を
知
っ
て
メ
デ
ィ
ナ
の
カ
リ
フ
に
寝
返
っ
た
集
団
︵
境
域
部
の
移
牧
民
や
︑

ビ
ザ
ン
ツ
支
配
下
の
諸
都
市
・
軍
な
ど
︶
も
い
た㊴
︒
サ
ラ
ケ
ノ
イ
の
信
仰
や
宗
教
に
対
す
る
ビ
ザ
ン
ツ
側
の
認
識
が
漠
然
と
し
て
い
る
の
も
︑
こ

の
時
点
で
は
当
然
だ
っ
た
︒

ま
た
六
三
〇
年
代
に
は
︑
モ
レ
ッ
リ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
に
対
す
る
劇
的
な
勝
利
の
記
憶
が
強
烈
に
残
っ
て
い
た㊵
︒
サ

サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
は
六
一
〇
年
代
に
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
と
エ
ジ
プ
ト
を
征
服
し
た
︒
だ
が
彼
ら
の
勢
力
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
オ
ス
帝
に

よ
っ
て
両
地
域
か
ら
一
掃
さ
れ
︑
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
で
も
エ
ジ
プ
ト
で
も
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
支
配
が
復
活
し
た
︒
同
様
の
こ
と
が
︑

ア
ラ
ブ
に
対
し
て
も
起
き
る
と
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い
︒
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
と
長
年
に
わ
た
っ
て
対
立
を
続
け
て
き
た
大
帝
国
サ
サ
ン
朝
ペ

ル
シ
ア
で
す
ら
︑
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
や
エ
ジ
プ
ト
を
支
配
で
き
た
の
は
き
わ
め
て
短
期
間
で
あ
っ
た
︒
姿
を
現
し
た
ば
か
り
の
ア

ラ
ブ
な
ら
ば
な
お
さ
ら
︑
そ
の
勢
い
が
す
ぐ
に
衰
え
る
と
予
期
す
る
こ
と
は
無
理
も
な
い
︒
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
人
び
と
が
ア
ラ
ブ
の
急
速
な
勢

力
拡
大
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
︑
短
期
間
で
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
支
配
が
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
や
エ
ジ
プ
ト
に
復
活
す
る
と
考
え
る

の
も
︑
こ
の
時
期
に
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
︒
④
で
挙
げ
た
よ
う
な
︑
キ
ュ
ロ
ス
と
ア
ム
ル
・
ブ
ン
・
ア
ル
・
ア
ー
ス
と
の
交
渉
も
︑

ア
ラ
ブ
の
強
大
さ
が
長
続
き
し
な
い
と
い
う
見
通
し
を
キ
ュ
ロ
ス
が
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
で
︑
そ
の
意
図
が
よ
り
理
解
で
き
る
︒

①

G
.F
isher
et
al.,“A
rabs
and
C
hristianity”,in:G
.F
isher
(ed.),A
rabs

and
E
m
pires
before
Islam
,
O
xford,2015,
pp.276-372
︵
以
下
︑
F
isher

et
al.(2015)
と
略
︶,
p.368.

②

W
ebb
(2016),
pp.46-49;
O
.
N
icholson
(ed.),
T
he
O
xford
D
ictionary
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of
L
ate
A
ntiquity,
O
xford,2018,
pp.115-117.

③

ジ
ャ
フ
ナ
家
や
関
連
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
︑
最
近
論
文
集
が
刊
行
さ
れ
た
︒

D
.G
enequand
&
C
h.J.R
obin
(eds.),L
es
Jafnids:
D
es
rois
arabes
au

service
de
B
yzance,
Paris,2015.

④

例
え
ば
プ
ロ
コ
ピ
ウ
ス
は
︑
ナ
ス
ル
家
︵
い
わ
ゆ
る
ラ
フ
ム
朝
︶
を
﹁
ペ
ル
シ

ア
に
い
る
サ
ラ
ケ
ノ
イ
﹂
︑
ジ
ャ
フ
ナ
家
を
﹁
ア
ラ
ビ
ア
に
い
る
サ
ラ
ケ
ノ
イ
﹂

と
表
記
し
て
い
る
︒
Procopius,
D
e
bellis,1.47.45-47.

⑤

E
piphanius,P
anarion,IV
(R
etrieved
from
:http://stephanus.tlg.uci.

edu/Iris/C
ite?
2021:002:36706
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
八
年
一
一
月
二
日
);

F
isher
et
al.(2015),
pp.368-369.

⑥

H
ieronym
us,
C
om
m
entarium
in
E
zechielem
,
V
III.25.
な
お
ヒ
エ
ロ

ニ
ム
ス
は
サ
ラ
ケ
ノ
イ
の
語
源
を
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
妻
の
サ
ラ
に
求
め
︑
サ
ラ
ケ
ノ

イ
が
サ
ラ
の
子
孫
を
︵
偽
っ
て
︶
称
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
︒
cf.
G
.

F
ow
den,E
m
pire
to
C
om
m
onw
ealth:
C
onsequences
of
m
onotheism
in

late
antiquity,
Princeton,1993,
p.147.

⑦

た
だ
し
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ジ
ハ
ー
ド
や
︑
十
字
軍
な
ど
の
思
想
と
の
差
異
に
も
留

意
す
る
必
要
が
あ
る
︒
cf.I.Stouraitis,“‘Just
W
ar̓
and
‘H
oly
W
ar̓
in
the

M
iddle
A
ges:
R
ethinking
T
heory
through
the
B
yzantine
C
ase-

Study”,
JÖ
B
62
(2012),
pp.227-264.

⑧

Sebeos,
ch.38
(p.81);
T
heophanes,
p.308;
青
木
健
﹃
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教

の
興
亡

サ
ー
サ
ー
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
か
ら
ム
ガ
ル
帝
国
へ

﹄
刀
水
書
房
︑
二
〇

〇
七
年
︑
三
二

三
三
頁
︒

⑨

T
heophanes,pp.328-329;N
ikephoros,Patriarch
of
C
onstantinople,

Short
H
istory,
W
ashington
D
.C
.,1990
︵
以
下
︑
N
ikephoros
と
略
︶,
ch.

18
(p.66);
Sebeos,
ch.41
(pp.90-91);
Ph.
B
ooth,
C
risis
of
E
m
pire:

D
octrine
and
D
issent
at
the
E
nd
of
L
ate
A
ntiquity,
B
erkeley,2014

︵
以
下
︑
B
ooth
(2014)
と
略
︶,
pp.155-160.

⑩

W
.
E
.
K
aegi,“Initial
B
yzantine
R
eactions
to
the
A
rab
C
onquest”,

C
hurch
H
istory
38-2
(1969).
pp.139-149
︵
以
下
︑
K
aegi
(1969)
と
略
︶.

⑪

R
.
G
.
H
oyland,
Seeing
Islam
as
O
thers
Saw
it:
A
Survey
and

E
valuation
of
C
hristian,
Jew
ish
and
Zoroastrian
W
ritings
on
E
arly

Islam
,
Princeton,1997
︵
以
下
︑
H
oyland
(1997)
と
略
︶.

⑫

ド
ナ
ー
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
の
誕
生
﹄
︑
六
八

六
九
頁
︒

⑬

総
主
教
就
任
時
に
︑
他
の
総
主
教
に
送
付
す
る
書
簡
︒

⑭

Sophronius,
Synodica,2.7.3.

⑮

Sophronius,
H
om
ilia
in
nativitatem

C
hristi,
in:
H
.
U
sener,

“W
eihnachtspredigt
des
Sophronios”,
R
heinisches
M
useum

für

P
hilologie
N
.F.
41
(1886),pp.501-516,p.507.(R
etrieved
from
:http:

//stephanus.tlg.uci.edu/Iris/C
ite?4042:017:12485
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
八

年
一
一
月
二
日
)

⑯

た
だ
し
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
が
い
つ
陥
落
し
た
の
か
は
︑
は
っ
き
り
し
な
い
︒

B
ooth
(2014),
pp.242-244.

⑰

D
an.11:31.

⑱

Sophronius,H
om
ilia
in
theophania,X
.(R
etrieved
from
:http://ste-

phanus.tlg.uci.edu/Iris/C
ite?4042:019:33336
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
八
年
一

一
月
二
日
)

⑲

H
oyland
(1997),
p.73.

⑳

H
oyland
(1997),
p.55,59.
し
か
し
ア
ン
ソ
ニ
ー
は
﹃
新
洗
礼
者
ヤ
コ
ブ
の

教
え
﹄
の
成
立
を
六
七
〇
年
代
と
主
張
し
て
い
る
︒
S.
W
.
A
nthony,

“M
uh.am
m
ad,the
K
eys
to
Paradise,and
the
D
octrina
Iacobi:A
Late

A
ntique
Puzzle”,
D
er
Islam
91-2
(2014),
pp.243-265.

㉑

こ
れ
は
六
三
四
年
二
月
の
︑
ダ
テ
ィ
ン
の
戦
い
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
︒

㉒

D
octrina
Jacobi
nuper
baptisati,
in:
G
.
D
agron
and
V
.
D
éroche,

“Juifs
et
C
hrétiens
dans
l̓O
rient
du
V
IIe
siècle”,
T
ravaux
et
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M
ém
oires
11
(1991),
pp.17-273
︵
以
下
︑
D
octrina
Jacobi
と
略
︶,
V
.16

(p.209).

㉓

R
.
G
.
H
oyland,
In
G
od̓
s
path:
T
he
A
rab
C
onquests
and
the

C
reation
of
an
Islam
ic
E
m
pire,O
xford,2015
︵
以
下
︑
H
oyland
(2015)

と
略
︶,
pp.58-59.

㉔

N
ikephoros,
ch.23
(pp.70-72).

㉕

cf.A
.S.Lew
in,“D
id
the
R
om
an
E
m
pire
have
a
m
ilitary
strategy

and
w
ere
the
Jafnids
part
of
it?”,
in:
D
.
G
enequand
&
C
h.
J.
R
obin

(eds.),
op.
cit.,
pp.155-192.

㉖

H
oyland
(1997),
pp.556-558.

㉗

ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
が
カ
ル
ケ
ド
ン
派
信
仰
に
対
し
て
き
わ
め
て
厳
格
な
立
場
を
と

り
︑
単
一
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
論
に
も
厳
し
い
姿
勢
を
取
っ
て
い
た
の
に
対
し
︑
キ
ュ

ロ
ス
は
単
一
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
論
の
導
入
や
非
カ
ル
ケ
ド
ン
派
教
会
と
の
合
同
を
主

導
し
て
お
り
︑
か
な
り
融
和
的
な
立
場
に
あ
る
︒

㉘

六
世
紀
の
ジ
ャ
フ
ナ
家
の
君
侯
も
︑
非
カ
ル
ケ
ド
ン
派
信
仰
の
擁
護
者
と
し
て

の
側
面
を
持
っ
て
お
り
︑
彼
ら
も
ま
た
﹁
異
端
﹂
と
呼
び
う
る
存
在
だ
っ
た
︒

F
isher
et
al.(2015),
pp.280-282.

㉙

N
ikephoros,
ch.26
(p.74).

㉚

た
だ
し
ダ
マ
ス
ク
ス
の
ヨ
ハ
ネ
ス
の
よ
う
に
︑
ア
ラ
ブ
支
配
下
で
生
活
し
て
い

る
東
方
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
信
仰
を
﹁
異
端
﹂
と
位
置
づ

け
る
彼
ら
に
特
有
の
現
実
的
お
よ
び
理
念
的
理
由
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
注
意
す
べ

き
で
あ
る
︒
P.
Schadler,
John
of
D
am
ascus
and
Islam
:
C
hristian

H
eresiology
and
the
Intellectual
B
ackground
to
E
arliest
C
hristian-

M
uslim
R
elations,
Leiden,2018,
pp.210-212.

㉛

cf.J.H
aldon,“E
astern
R
om
an
(B
yzantine)
V
iew
s
on
Islam
and
on

Jihād,
c.
900C
E
”,
in:
R
.
B
alzaretti
et
al.
(eds.),
Italy
and
E
arly

M
edieval
E
urope:
P
apers
for
C
hris
W
ickham
,
O
xford,
2018,
pp.

476-485.

㉜

キ
ュ
ロ
ス
の
方
策
は
︑
か
つ
て
の
ゲ
ル
マ
ン
系
諸
部
族
と
ロ
ー
マ
帝
国
が
結
ん

だ
協
約
と
同
様
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
︒
F
.

M
orelli,
“‘A
m
r
e
M
artina:
L
a
R
eggenza
di
un̓
Im
peratrice
o

l̓A
m
m
inistrazione
A
raba
d̓
E
gitto”,
Zeitschrift
für
P
apyrologie
und

E
pigraphik
173
(2010),
pp.136-157
︵
以
下
︑
M
orelli
(2010)
と
略
︶.

㉝

D
octrina
Jacobi,
V
.5
(p.193).

㉞

D
an.7:2-14.

㉟

cf.
K
aegi
(1969),
p.141.

㊱

D
an.11:31,
M
atth.24:15.

㊲

cf.
H
oyland
(1997),
p.533.

㊳

ム
ハ
ン
マ
ド
の
出
現
も
︑
そ
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し
て
い
る
︒
cf.
S.
J.

Shoem
aker,
op.
cit.

㊴

H
oyland
(2015),
pp.56-61;
cf.
ド
ナ
ー
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
の
誕
生
﹄
︑
六
八

七
四
頁
︒

㊵

M
orelli
(2010),
p.147.
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三

神
に
守
ら
れ
る
帝
国

︵
一
︶
認

識

の

変

化

ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
ア
ラ
ブ
に
対
す
る
認
識
は
︑
六
五
〇
年
代
ま
で
に
大
き
く
変
化
し
た
︒
そ
の
最
大
の
要
因
は
︑
ア
ラ
ブ

が
短
期
間
で
消
滅
せ
ず
︑
国
家
と
し
て
も
安
定
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
六
三
〇
年
代
に
は
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の

人
び
と
は
ア
ラ
ブ
が
短
期
間
で
姿
を
消
す
と
考
え
て
い
た
︒
だ
が
次
第
に
ア
ラ
ブ
が
蛮
族
の
武
装
集
団
で
は
な
く
︑
行
政
に
つ
い
て
の
手
腕
を

も
持
っ
た
人
び
と
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
︒
実
際
︑
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
に
お
い
て
も
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
も
︑
現
地
の

行
政
は
特
に
大
き
な
混
乱
を
経
験
す
る
こ
と
な
く
︑
ビ
ザ
ン
ツ
支
配
期
か
ら
連
続
し
て
い
く
︒
そ
れ
は
あ
る
意
味
当
然
で
あ
っ
た
︒
何
と
な
れ

ば
︑
古
代
末
期
か
ら
ア
ラ
ブ
人
は
ロ
ー
マ
︵
や
ペ
ル
シ
ア
︶
の
行
政
制
度
を
知
悉
し
︑
そ
れ
に
参
加
も
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
特
に
ア
ラ
ビ

ア
半
島
北
部
の
ア
ラ
ブ
人
た
ち
は
ジ
ャ
フ
ナ
家
な
ど
を
通
じ
て
︑
国
家
的
な
組
織
運
営
も
経
験
し
て
い
た①
︒
六
世
紀
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
地
域
で

ア
ラ
ビ
ア
語
が
文
章
語
と
し
て
利
用
さ
れ
は
じ
め
る
こ
と②
も
︑
こ
の
よ
う
な
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
に
お
い
て
も
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
も
︑
多
く
の
場
合
征
服
が
軍
事
的
手
段
で
は
な
く
︑
降
伏
協
定
・

和
平
協
定
に
よ
っ
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
征
服
後
の
政
治
・
行
政
の
体
制
も
︑
当
然
な
が
ら
協
定
に
基
づ

く
形
で
お
こ
な
わ
れ
る
︒
エ
ジ
プ
ト
で
は
ア
ム
ル
・
ブ
ン
・
ア
ル
・
ア
ー
ス
は
︑
現
地
の
行
政
・
軍
事
機
構
と
協
定
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
︑

そ
れ
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ③
︒
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
も
状
況
は
似
た
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
︒
そ
し
て
旧
来
か
ら
統
治
や
行
政

に
参
加
し
て
い
た
人
び
と
も
︑
大
半
は
ア
ラ
ブ
支
配
下
で
引
き
続
き
そ
の
任
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
︒
ダ
マ
ス
ク
ス
の
ヨ
ハ
ネ
ス
の
祖
父
や
父

は
有
名
な
例
で
あ
る
が④
︑
エ
ジ
プ
ト
で
も
征
服
前
後
で
同
一
人
物
が
パ
ガ
ル
コ
ス⑤
を
務
め
て
い
る
例
な
ど
が
看
取
で
き
る⑥
︒

さ
ら
に
︑
ア
ラ
ブ
は
古
代
末
期
の
行
政
機
構
を
単
に
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
わ
け
で
は
な
く
︑
必
要
に
応
じ
た
改
編
を
︑
征
服
直
後
か
ら
お

ローマ帝国の「後継者」になること（小林）
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こ
な
っ
て
い
る
︒
シ
イ
ペ
ス
テ
イ
ン
ら
の
研
究
に
基
づ
い
て
︑
エ
ジ
プ
ト
を
例
に
し
て
概
観
す
る
︒
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
行
政
機
構
は
少
な
く

と
も
七
世
紀
末
ま
で
ビ
ザ
ン
ツ
期
の
も
の
を
基
本
と
し
た
シ
ス
テ
ム
が
維
持
さ
れ
る
が
︑
ア
ラ
ブ
国
家
に
特
有
の
制
度
も
征
服
直
後
か
ら
導
入

さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
村
落
部
で
は
コ
ー
リ
オ
ン
︑
都
市
部
で
は
ラ
ウ
ラ
と
い
う
︑
新
た
な
行
政
・
財
政
上
の
用
語
が
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た⑦
︒
ま
た
︑
六
五
〇
年
頃
ま
で
に
人
頭
税
︵
デ
ィ
ア
グ
ラ
フ
ォ
ン
／
ア
ン
ド
リ
ス
モ
ス
︶
が
新
た
に
導
入
さ
れ
た⑧
︒
ア
ラ
ビ
ア
語
や
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦

を
用
い
た
文
書
も
︑
早
い
時
期
︵
知
ら
れ
て
い
る
最
古
の
も
の
は
六
四
三
年⑨
︶
か
ら
見
ら
れ
る
︒

要
す
る
に
︑
古
代
末
期
か
ら
蓄
積
さ
れ
た
豊
富
な
行
政
経
験
を
持
つ
人
び
と
が
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
︵
お
よ
び
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
︶
の
行
政
機

構
を
全
体
と
し
て
踏
襲
し
て
生
ま
れ
た
の
が
︑
ア
ラ
ブ
国
家
で
あ
っ
た
︒
ホ
イ
ラ
ン
ド
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
ア
ラ
ブ
国
家
は
む
し
ろ
ビ
ザ
ン

ツ
帝
国
の
内
部
か
ら
の
﹁
反
乱
︑
簒
奪
﹂
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
と
言
え
る⑩
︒
新
た
に
誕
生
し
た
国
家
を
統
治
し
て
い
く
能
力
を
︑
ア
ラ
ブ
は
か

な
り
早
い
時
期
か
ら
示
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
ア
ラ
ブ
が
﹁
早
晩
姿
を
消
す
﹂
可
能
性
は
初
期
の
段
階
か
ら
︑
か
な
り
小
さ
か
っ
た
︒

第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
と
ア
ラ
ブ
の
戦
い
は
六
四
〇
年
代
に
は
膠
着
状
態
と
な
っ
て
い
た
︒
ア
ラ
ブ
の
拡
大
は
︵
少
な

く
と
も
地
中
海
方
面
に
つ
い
て
は
︶
停
滞
し
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
も
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
や
エ
ジ
プ
ト
を
奪
回
す
る
望
み
を
捨
て
て
い
な

か
っ
た⑪
︒
だ
が
ア
ラ
ブ
が
短
期
間
で
姿
を
消
す
︑
あ
る
い
は
勢
力
を
後
退
さ
せ
る
と
い
う
見
通
し
が
正
し
く
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
︑
こ
の
時

期
に
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
ア
ラ
ブ
に
対
す
る
認
識
や
︑
現
実
の
政
治
的
・
軍
事
的
対
応
に
も
︑
変
化
が
不
可
避
と
な
っ
て

い
く
︒

政
治
的
な
局
面
で
は
第
一
章
で
も
触
れ
た
︑
六
五
一
年
頃
に
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
が
ア
ラ
ブ
と
結
ん
だ
休
戦
協
定
が
注
目
さ
れ
る
︒

⑦
し
か
し
な
が
ら
コ
ン
ス
タ
ン
ス
︵
二
世
︑
在
位
六
四
一

六
六
八
／
六
九
年
︶
帝
は
恐
れ
を
な
し
︑
使
者
を
送
っ
て
貢
納
を
払
い
︑
和
平
を
結
び
︑
神

が
地
上
に
慈
悲
を
与
え
給
う
こ
と
を
期
待
す
る
方
が
得
策
だ
と
判
断
し
た
︒
そ
れ
で
皇
帝
は
使
者
を
送
っ
て
和
平
交
渉
を
行
っ
た
︒
イ
ス
マ
エ
リ
タ
イ
も

和
平
を
結
ぶ
よ
う
に
ギ
リ
シ
ア
人
に
促
し
た
︒
だ
が
コ
ン
ス
タ
ン
ス
帝
は
ま
だ
若
か
っ
た
た
め
︑
軍
の
承
認
な
し
に
こ
の
和
平
を
実
行
す
る
権
威
を
持
っ
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て
い
な
か
っ
た
︒
そ
れ
で
皇
帝
は
プ
ロ
コ
ピ
オ
ス
に
手
紙
を
書
き
︑
ダ
マ
ス
ク
ス
に
赴
い
て
イ
ス
マ
エ
リ
タ
イ
の
指
揮
官
の
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
と
会
い
︑
軍

が
望
む
条
件
で
和
平
を
結
ぶ
よ
う
に
命
じ
た
︒
そ
れ
で
プ
ロ
コ
ピ
オ
ス
は
皇
帝
の
命
に
従
っ
て
軍
の
意
見
を
聴
い
て
か
ら
ダ
マ
ス
ク
ス
に
赴
き
︑
イ
ス
マ

エ
リ
タ
イ
の
軍
の
指
揮
官
で
あ
る
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
と
会
見
し
た
︒
彼
は
貢
納
金
の
額
を
示
し
︑
国
境
に
つ
い
て
議
論
し
た
︒
プ
ロ
コ
ピ
オ
ス
は
和
平
を
締

結
し
︑
︵
ダ
マ
ス
ク
ス
を
︶
去
っ
た⑫
︒

こ
の
報
告
で
は
︑
休
戦
協
定
を
結
ん
だ
直
接
の
当
事
者
は
プ
ロ
コ
ピ
オ
ス
と
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
と
い
う
双
方
の
軍
指
揮
官
で
あ
る
が
︑
実
際
に

は
ア
ラ
ブ
と
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
国
家
間
で
結
ば
れ
た
協
定
と
理
解
で
き
る
︒
こ
の
協
定
の
持
つ
意
味
は
大
き
い
︒
な
ぜ
な
ら
こ
の
休
戦
協
定
は
︑

ビ
ザ
ン
ツ
の
中
央
政
府
が
ア
ラ
ブ
と
交
わ
し
た
︑
お
そ
ら
く
は
じ
め
て
の
国
家
間
の
交
渉
・
和
約
だ
っ
た⑬
︒
つ
ま
り
こ
の
休
戦
協
定
は
ア
ラ
ブ

が
﹁
国
家
﹂
と
し
て
の
実
体
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
︑
六
五
一
年
頃
ま
で
に
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
が
公
式
に
認
め
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

ア
ラ
ブ
に
対
し
て
自
ら
を
明
確
に
劣
位
に
位
置
づ
け
る
内
容
︵
人
質⑭
︑
貢
納
金
の
支
払
い
︶
に
も
な
っ
て
お
り
︑
ア
ラ
ブ
が
自
分
た
ち
よ
り
も
圧

倒
的
な
優
位
に
あ
る
こ
と
を
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
が
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
も
看
取
で
き
る
︒
ア
ラ
ブ
が
す
ぐ
に
姿
を
消
す
存
在
で
は
な
く
︑

永
続
性
を
持
つ
強
力
な
国
家
で
あ
る
こ
と
を
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は
認
識
し
た
の
で
あ
る
︒

宗
教
的
な
面
で
も
ア
ラ
ブ
に
対
す
る
認
識
は
変
化
し
て
い
く
︒
七
世
紀
中
盤
以
降
の
認
識
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
る
同
時
代
資
料
は
乏
し
い

が
︑
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
と
し
て
ア
ル
メ
ニ
ア
で
六
六
〇
年
代
初
頭
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
︑
セ
ベ
オ
ス
の
歴
史
書
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

⑧
海
陸
に
火
を
放
っ
た
イ
ス
マ
エ
リ
タ
イ
の
部
隊
の
恐
る
べ
き
悪
行
を
描
写
で
き
る
も
の
が
ど
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
し
か
し
な
が
ら
︑
祝
福
す
べ
き

ダ
ニ
エ
ル
は
︑
こ
の
地
に
起
き
る
災
厄
を
既
に
預
言
で
示
し
て
い
た
︒
預
言
者
は
四
匹
の
野
獣
で
︑
地
上
に
興
起
す
る
四
つ
の
王
国
を
指
し
示
し
た
︒
︵
中

略
︶
南
方
か
ら
興
隆
し
て
き
た
こ
の
第
四
の
野
獣
は
︑
大
天
使
が
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
︑
イ
ス
マ
エ
リ
タ
イ
の
王
国
で
あ
る

﹁
第
四
の
野
獣
︑
第
四

の
王
国
は
興
隆
し
︑
︵
他
の
︶
す
べ
て
の
王
国
よ
り
も
強
力
に
な
る
︒
そ
し
て
全
地
を
食
ら
い
尽
く
す
︒
﹂
﹁
一
〇
の
角
︑
す
な
わ
ち
一
〇
人
の
国
王
が
立
つ
︒
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そ
し
て
そ
の
あ
と
に
も
う
一
人
の
王
が
立
つ
が
︑
彼
は
そ
れ
以
前
の
す
べ
て
の
も
の
よ
り
も
悪
辣
で
あ
る⑮
︒
﹂

こ
の
記
述
は
︑
前
章
の
⑥
と
同
様
︑
﹁
ダ
ニ
エ
ル
書
﹂
に
基
づ
い
て
い
る
︒
だ
が
六
三
〇
年
代
の
⑥
と
は
異
な
り
︑
セ
ベ
オ
ス
で
は
﹁
第
四

の
野
獣
﹂
は
ロ
ー
マ
帝
国
で
は
な
く
︑
ア
ラ
ブ
で
あ
る
︒
そ
し
て
ケ
ー
ギ
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
ア
ラ
ブ
を
﹁
第
四
の
野
獣
﹂
と
見
な
す

こ
と
に
よ
っ
て
︑
ア
ラ
ブ
が
長
期
に
わ
た
っ
て
存
続
す
る
国
家
で
あ
る
と
認
識
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る⑯
︒

同
様
の
認
識
は
︑
他
の
点
か
ら
も
確
認
で
き
る
︒
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
は
①
で
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
が
突
如
ロ
ー
マ
帝
国
へ
の

攻
撃
を
お
こ
な
っ
て
い
る
理
由
を
﹁
我
々
の
罪
﹂
に
求
め
て
い
る
︒
つ
ま
り
ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
犯
し
て
い
る
罪
に
対
す
る

神
の
懲
罰
と
し
て
︑
サ
ラ
ケ
ノ
イ
が
遣
わ
さ
れ
た
と
見
な
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
に
特
有
の
も
の
で
は
な
く
︑
当

時
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
︒
例
え
ば
フ
ラ
ン
ク
王
国
で
六
五
〇
年
代
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
フ
レ
デ
ガ
リ
ウ
ス
の
﹃
年

代
記
﹄
で
も
︑
ヘ
ラ
ク
レ
イ
オ
ス
帝
の
軍
の
敗
北
の
原
因
は
﹁
神
の
剣
︵
gladio
D
ei︶
﹂
と
さ
れ
て
い
る
し⑰
︑
七
世
紀
後
半
に
シ
リ
ア
で
成
立

し
た
と
思
わ
れ
る
︑
い
わ
ゆ
る
﹃
偽
メ
ト
デ
ィ
オ
ス
の
黙
示
﹄
で
も
︑
神
の
怒
り
ゆ
え
に
イ
ス
マ
エ
リ
タ
イ
が
遣
わ
さ
れ
た
と
さ
れ
る⑱
︒
し
か

し
七
世
紀
後
半
に
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
勝
利
ま
で
の
期
間
が
か
な
り
長
く
想
定
さ
れ
て
お
り⑲
︑
こ
こ
か
ら
も
ア
ラ
ブ
国
家
に
よ
る
支
配
が
長

期
化
・
安
定
化
し
て
い
っ
た
結
果
︑
彼
ら
が
短
期
間
で
姿
を
消
す
と
い
う
見
通
し
を
修
正
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
︒

ア
ラ
ブ
の
信
仰
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
︑
独
自
の
宗
教
的
慣
行
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
徐
々
に
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
っ
た
︒
例
え
ば
セ
ベ
オ
ス
の
以
下
の
記
述
は
︑
ア
ラ
ブ
の
信
仰
に
対
す
る
認
識
の
変
化
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒

⑨
こ
の
頃
︑
イ
シ
ュ
マ
エ
ル
の
同
じ
子
孫
た
ち
の
中
に
マ
フ
メ
ッ
ト
と
い
う
名
の
商
人
が
︑
あ
た
か
も
神
の
使
い
で
あ
る
よ
う
に
︑
真
実
の
道
に
つ
い
て

の
説
教
者
と
し
て
現
れ
た
︒
彼
は
イ
シ
ュ
マ
エ
ル
の
子
孫
た
ち
に
︑
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
を
認
め
る
よ
う
説
い
た
︒
そ
れ
は
︑
彼
が
モ
ー
セ
の
歴
史
を
学
び
︑

知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒
そ
の
言
葉
は
天
上
か
ら
の
も
の
だ
っ
た
の
で
︑
︵
彼
の
︶
命
の
も
と
︑
彼
ら
は
ひ
と
つ
の
宗
教
の
下
に
ま
と
ま
っ
て
い
っ
た
︒
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彼
ら
は
そ
れ
ま
で
の
無
益
な
崇
拝
を
や
め
︑
彼
ら
の
祖
先
で
あ
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
前
に
姿
を
現
し
た
生
け
る
神
へ
の
信
仰
に
回
帰
し
た
︒
そ
れ
で
マ
フ
メ

ッ
ト
は
彼
ら
に
法
を
与
え
た

死
肉
を
食
べ
て
は
な
ら
な
い
︑
飲
酒
し
て
は
な
ら
な
い
︑
噓
を
つ
い
て
は
な
ら
な
い
︑
密
通
し
て
は
な
ら
な
い

︒
彼
は

言
っ
た
︒
﹁
こ
う
し
た
誓
い
に
よ
っ
て
神
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
こ
の
地
を
約
束
し
︑
ま
た
子
孫
が
永
遠
に
続
く
こ
と
を
約
束
し
た
の
だ
︒
神
は
約
束
し
た
こ
と

を
︑
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
愛
し
て
い
る
間
は
実
現
し
て
い
た
︒
だ
が
あ
な
た
方
も
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
孫
で
あ
り
︑
今
や
神
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
そ
の
子
孫
に

約
束
し
た
こ
と
を
あ
な
た
方
に
実
現
し
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
る
︒
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
だ
け
を
真
摯
に
愛
せ
︒
そ
し
て
神
が
あ
な
た
方
の
父
祖
で
あ
る
ア
ブ

ラ
ハ
ム
に
与
え
た
あ
な
た
方
の
地
に
進
み
︑
自
ら
の
も
の
に
せ
よ
︒
戦
い
で
あ
な
た
方
を
遮
る
も
の
は
誰
も
い
な
い
︒
神
は
あ
な
た
方
と
と
も
に
あ
る
の

だ
か
ら⑳
︒
﹂

こ
こ
で
は
ア
ラ
ブ
は
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
の
指
導
の
も
と
︑
﹁
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
神
﹂
を
愛
し
︑
信
仰
す
る
人
び
と
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
︒
ユ

ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
と
の
共
通
性
と
同
時
に
︑
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
と
は
異
な
る
性
格
を
持
つ
信
仰
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
て
い
た
こ

と
が
︑
セ
ベ
オ
ス
の
記
述
か
ら
示
唆
さ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
認
識
は
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
人
び
と
を
は
じ
め
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
も
共
有

さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う㉑
︒
つ
ま
り
こ
の
記
述
は
︑
ア
ラ
ブ
が
自
分
た
ち
と
は
異
な
る
信
仰
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
六
五
〇
年

代
末
ま
で
に
認
識
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

︵
二
︶
六
五
四
年
の
衝
撃

第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
︑
ア
ラ
ブ
に
よ
る
最
初
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
攻
撃
が
六
五
四
年
に
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
︒
六
五
一
年
頃
か
ら
の
三
年
間
の
休
戦
期
間㉒
の
間
︑
ア
ラ
ブ
は
十
分
な
準
備
を
お
こ
な
い㉓
︑
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル

の
攻
略
を
目
指
し
た
︒
だ
が
攻
撃
は
暴
風
雨
に
よ
っ
て
大
き
な
被
害
を
受
け
た
結
果
︑
失
敗
に
終
わ
る
︒

ローマ帝国の「後継者」になること（小林）

61 ( 61 )



⑩
こ
の
日
︑
敬
虔
な
る
コ
ン
ス
タ
ン
ス
帝
の
祈
り
が
通
じ
︑
神
が
ふ
り
お
ろ
し
た
一
撃
に
よ
っ
て
︑
首
都
は
救
わ
れ
た
︒
六
日
間
に
わ
た
っ
て
強
風
と
海

の
嵐
が
続
い
た
︒
イ
ス
マ
エ
リ
タ
イ
は
主
の
恐
る
べ
き
一
撃
を
目
に
し
て
︑
肝
を
潰
し
た㉔
︒

ア
ラ
ブ
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
攻
略
︑
そ
し
て
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
併
呑
に
失
敗
し
た
︒
そ
れ
ま
で
大
き
な
敗
北
や
失
敗
を
犯
し
て

こ
な
か
っ
た
ア
ラ
ブ
に
と
っ
て
は
︑
こ
れ
は
最
初
の
大
き
な
失
敗
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た㉕
︒
だ
が
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
と
っ
て
は
︑
こ
の
事
件

は
特
に
二
つ
の
点
で
︑
大
き
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
︒

第
一
の
意
義
と
し
て
は
︑
六
五
四
年
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
攻
撃
は
︑
ア
ラ
ブ
が
き
わ
め
て
強
力
な
国
家
で
あ
る
こ
と
を
︑
ビ
ザ
ン

ツ
帝
国
に
強
く
実
感
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
ア
ラ
ブ
が
強
力
な
国
家
で
あ
る
こ
と
は
︑
六
五
一
年
頃
の
休
戦

協
定
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
従
来
か
ら
あ
る
程
度
認
識
は
さ
れ
て
い
た
︒
だ
が
六
五
四
年
に
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は
︑
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ

ル
へ
の
大
規
模
か
つ
組
織
的
な
攻
撃
を
計
画
的
に
実
行
で
き
る
︑
自
ら
よ
り
も
圧
倒
的
に
強
力
な
国
家
が
隣
接
し
︑
脅
威
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
一
層
強
く
実
感
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
強
力
な
ア
ラ
ブ
国
家
に
対
抗
し
て
自
ら
の
存
続
を
可
能
と
す
る
た
め
に
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国

は
改
革
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

実
際
六
五
〇
年
代
後
半
か
ら
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
注
目
す
べ
き
施
策
が
実
行
に
移
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
︑
小
ア
ジ
ア

の
諸
都
市
の
防
備
の
強
化
で
あ
る
︒
別
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
に
コ
ン
ス
タ
ン
ス
二
世
の
治
世
後
半
か
ら
ペ
ル
ガ
モ
ン
な
ど
の
小
ア
ジ
ア
の
諸
都

市
で
︑
新
た
な
防
壁
が
建
設
さ
れ
て
い
っ
た㉖
︒
ア
モ
リ
オ
ン
の
よ
う
に
︑
古
代
末
期
か
ら
あ
っ
た
城
壁
に
加
え
て
︑
第
二
の
城
壁
が
建
設
さ
れ

た
事
例㉗
も
確
認
で
き
る
︒
ア
ラ
ブ
の
侵
入
に
対
応
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
︑
コ
ン
ス
タ
ン
ス
二
世
の
治
世
後
半
か
ら
本
格
化
し
た
の

で
あ
る
︒

第
二
に
︑
六
五
〇
年
代
末
以
降
︑
貨
幣
の
発
行
量
が
急
速
に
縮
小
し
た
︒
そ
れ
ま
で
貨
幣
は
大
量
発
行
が
続
き
︑
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ

地
域
な
ど
︑
か
つ
て
の
支
配
領
域
で
も
ビ
ザ
ン
ツ
貨
幣
の
流
通
が
存
続
し
て
い
た
︒
貨
幣
の
発
行
量
の
縮
小
に
よ
っ
て
︑
小
ア
ジ
ア
に
お
け
る
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貨
幣
流
通
が
完
全
に
姿
を
消
し
た
わ
け
で
は
な
い
が㉘
︑
少
な
く
と
も
旧
東
方
領
域
へ
の
貨
幣
供
給
量
は
減
少
し
た㉙
︒
こ
の
施
策
は
︑
シ
リ
ア
・

パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
地
域
や
エ
ジ
プ
ト
な
ど
の
か
つ
て
の
支
配
領
域
が
も
は
や
自
ら
の
領
域
で
は
な
い
︵
そ
し
て
戻
っ
て
こ
な
い
︶
こ
と
︑
そ
し
て
今

後
は
小
ア
ジ
ア
が
帝
国
の
中
核
領
域
と
な
る
︑
と
い
う
認
識
を
前
提
と
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る㉚
︒

そ
し
て
第
三
に
︑
六
五
〇
年
代
に
は
軍
に
対
す
る
補
給
シ
ス
テ
ム
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
︒
そ
れ
を
示
す
の
が
︑
ゲ
ニ
コ
ス
・
コ
ン
メ
ル
キ

ア
リ
オ
ス
で
あ
る
︒
ゲ
ニ
コ
ス
・
コ
ン
メ
ル
キ
ア
リ
オ
ス
の
職
務
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論㉛
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
が
︑
現
在
で
は
印
章

資
料
の
分
析
な
ど
に
基
づ
い
た
︑
各
属
州
で
徴
収
さ
れ
た
税
を
軍
に
供
給
す
る
こ
と
を
担
当
す
る
役
職
に
六
五
〇
年
代
に
な
っ
た
と
い
う
ブ
ラ

ン
デ
ス
の
見
解
が
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る㉜
︒
こ
う
し
た
制
度
改
革
も
︑
ア
ラ
ブ
に
対
す
る
態
勢
整
備
の
一
環
と
見
な
す
こ
と
が

で
き
る
︒

六
五
四
年
の
事
件
の
持
つ
第
二
の
意
義
は
︑
⑨
で
﹁
主
の
恐
る
べ
き
一
撃
﹂
と
い
っ
た
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
示
唆
さ
れ
る
よ
う

に
︑
﹁
神
が
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
を
守
護
し
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
﹁
神
に
守
ら
れ

る
ロ
ー
マ
帝
国
︵
＝
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
︶
︑
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
﹂
と
い
う
考
え
方
は
七
世
紀
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
︒
六
二
六
年
の
ア

ヴ
ァ
ー
ル
人
に
よ
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
包
囲
の
際
に
マ
リ
ア
の
イ
コ
ン
が
掲
げ
ら
れ㉝
︑
ア
ヴ
ァ
ー
ル
の
撤
退
後
に
﹁
マ
リ
ア
に
守
ら

れ
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
﹂
イ
メ
ー
ジ
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
も
︑
か
か
る
意
識
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る㉞
︒
し
か
し
六
五
四
年
の
事
件
は
︑

さ
ら
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
れ
は
六
三
〇
年
代
以
来
︑
ほ
ぼ
失
敗
す
る
こ
と
な
く
勝
利
・
拡
大
を
続
け
て
き
た
ア
ラ
ブ
国

家
の
勢
い
を
止
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
神
の
加
護
が
な
お
も
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
か
ら
で
あ
る㉟
︒

ま
た
皇
帝
に
と
っ
て
も
︑
六
五
四
年
の
事
件
は
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
ヘ
ラ
ク
レ
イ
オ
ス
帝
に
よ
る
単
一
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
論
・

単
意
論
の
導
入
が
ア
ラ
ブ
の
出
現
と
ほ
ぼ
同
時
期
だ
っ
た
た
め㊱
︑
皇
帝
の
政
策
に
対
す
る
神
の
怒
り
が
ア
ラ
ブ
の
勃
興
を
引
き
起
こ
し
た
と
い

う
批
判
を
受
け
︑
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
頂
点
と
し
て
の
皇
帝
の
権
威
や
正
当
性
が
揺
ら
い
で
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
コ
ン
ス
タ
ン
ス
二
世
も
即
位

以
来
︑
単
意
論
を
激
し
く
攻
撃
す
る
修
道
士
マ
ク
シ
モ
ス
や
教
皇
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
一
世
ら
の
言
動
︑
そ
し
て
彼
ら
に
扇
動
さ
れ
た
陰
謀
や
反
乱
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に
悩
ま
さ
れ
て
い
た㊲
︒
し
か
し
六
五
四
年
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
包
囲
の
失
敗
は
︑
こ
う
し
た
批
判
に
対
す
る
大
き
な
反
証
と
な
っ
た
︒

暴
風
雨
と
い
う
奇
蹟
的
な
出
来
事
に
よ
っ
て
ア
ラ
ブ
が
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
︑
非
カ
ル
ケ
ド
ン
派
の
セ
ベ
オ
ス
で
す

ら
﹁
敬
虔
な
る
コ
ン
ス
タ
ン
ス
帝
の
祈
り
が
通
じ
﹂
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
コ
ン
ス
タ
ン
ス
二
世
に
は
神
の
加
護
が
あ
る
と
い
う
考
え
が
説

得
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
﹁
神
の
加
護
を
受
け
た
皇
帝
が
頂
点
に
立
つ
キ
リ
ス
ト
教
徒
共
同
体
＝
ロ
ー
マ
帝
国
﹂
と
い
う
方

向
性
が
再
認
識
さ
れ
︑
さ
ら
に
積
極
的
に
指
向
さ
れ
る
こ
と
に
な
る㊳
︒

コ
ン
ス
タ
ン
ス
二
世
は
六
五
九

六
六
〇
年
に
︑
コ
ー
カ
サ
ス
地
域
に
遠
征
を
お
こ
な
う
︒
そ
の
際
に
コ
ン
ス
タ
ン
ス
二
世
は
︑
イ
ベ
リ
ア

地
方
の
君
候
の
ジ
ュ
ア
ン
セ
ル
と
会
見
し
︑
彼
に
﹁
真
の
十
字
架
﹂
の
一
部
を
贈
っ
た
︒

ヘ
ラ
ク
レ
イ
オ
ス
帝
の
孫
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
帝
︵
＝
コ
ン
ス
タ
ン
ス
二
世
︶
が
治
世
第
一
九
年
に
︑
大
量
の
兵
と
騎
兵
の
精
鋭
︑
そ
し
て
ギ
リ

シ
ア
の
貴
族
た
ち
と
と
も
に
ペ
ル
シ
ア
帝
国㊴
に
到
着
し
た
︒
彼
は
既
に
こ
の
帝
国
を
制
圧
し
て
お
り
︑
ま
た
輝
か
し
い
こ
の
世
の
光
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
の

十
字
架
を
持
参
し
て
い
た
︒
皇
帝
は
ジ
ュ
ア
ン
セ
ル
と
会
見
す
る
た
め
に
配
下
の
者
を
使
者
と
し
て
派
遣
し
て
い
た
︒
そ
れ
で
ジ
ュ
ア
ン
セ
ル
は
急
い
で

メ
デ
ィ
ア
に
赴
い
た
︒
そ
し
て
ジ
ュ
ア
ン
セ
ル
の
到
着
を
聞
い
て
彼
と
会
う
た
め
に
ク
ン
グ
ル
村
に
や
っ
て
来
て
い
た
皇
帝
の
も
と
に
姿
を
現
し
た
︒
皇

帝
は
彼
を
歓
待
し
︑
妻
の
死
を
理
由
に
身
に
着
け
て
い
た
喪
服
を
脱
ぐ
よ
う
に
命
じ
︑
彼
に
国
王
の
衣
装
を
ま
と
わ
せ
た
︒
こ
の
こ
と
に
勇
気
づ
け
ら
れ

て
︑
彼
は
皇
帝
に
︑
永
遠
の
主
の
十
字
架
の
一
部
を
求
め
た
︒
そ
れ
で
皇
帝
は
救
済
の
光
を
手
に
し
て
彼
の
目
の
前
で
そ
の
一
部
を
削
り
︑
こ
の
世
の
罪

を
焼
き
尽
く
す
も
の
を
彼
に
与
え
て
こ
う
言
っ
た
︒
﹁
こ
れ
が
あ
な
た
自
身
や
あ
な
た
の
子
た
ち
に
と
っ
て
︑
敵
の
前
で
の
強
固
な
塔
に
な
る
よ
う
に
！㊵
﹂

ジ
ュ
ア
ン
セ
ル
と
の
会
見
は
︑
コ
ン
ス
タ
ン
ス
二
世
に
と
っ
て
は
生
涯
の
絶
頂
期
を
示
す
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
の
時
の
コ
ン
ス

タ
ン
ス
二
世
は
︑
カ
ス
ピ
海
沿
岸
部
か
ら
北
ア
フ
リ
カ
に
お
よ
ぶ
地
域
を
支
配
す
る
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
頂
点
に
立
つ
存
在
で
あ
っ
た
︒
そ
し

て
﹁
神
の
加
護
を
得
て
い
る
皇
帝
が
支
配
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
共
同
体
・
地
域
﹂
こ
そ
が
︑
﹁
ロ
ー
マ
帝
国
﹂
で
あ
っ
た
︒
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六
六
〇
年
代
に
入
る
と
︑
カ
リ
フ
と
な
っ
た
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
の
も
と
で
ア
ラ
ブ
は
再
び
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
へ
の
攻
勢
を
強
め
︑
コ
ン
ス
タ
ン
テ

ィ
ノ
ー
プ
ル
も
再
び
ア
ラ
ブ
軍
の
攻
撃
を
受
け
る
︒
だ
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
は
こ
の
時
も
陥
落
せ
ず
︑
六
七
〇
年
代
に
は
ビ
ザ
ン
ツ

帝
国
が
反
撃
に
転
じ
て
い
っ
た
︒
﹁
神
の
加
護
を
得
て
い
る
皇
帝
が
支
配
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
共
同
体
・
地
域
＝
ロ
ー
マ
帝
国
﹂
と
い
う
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
︑
さ
ら
な
る
裏
付
け
を
得
た
こ
と
に
な
る
︒
コ
ン
ス
タ
ン
ス
二
世
の
後
継
者
で
あ
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
四
世
︵
在
位

六
六
八
／
六
九

六
八
五
年
︶
︑
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ノ
ス
二
世
︵
在
位
六
八
五

六
九
五
︑
七
〇
五

七
一
一
年
︶
は
全
地
公
会
議
を
開
催㊶
す
る
が
︑
こ
れ

に
も
﹁
神
の
加
護
を
得
て
い
る
皇
帝
が
支
配
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
共
同
体
・
地
域
＝
ロ
ー
マ
帝
国
﹂
意
識
の
明
確
化
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た㊷
︒

︵
三
︶
小

括

当
初
︑
短
期
間
に
姿
を
消
す
と
思
わ
れ
て
い
た
ア
ラ
ブ
で
あ
っ
た
が
︑
現
実
に
は
六
四
〇
年
代
以
降
も
拡
大
を
続
け
︑
安
定
し
た
国
家
へ
成

長
し
て
い
っ
た
︒
そ
の
た
め
に
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
︑
ア
ラ
ブ
に
対
す
る
認
識
を
改
め
て
い
く
︒
ア
ラ
ブ
が
長
期
に
わ
た
っ
て

存
在
す
る
勢
力
で
あ
り
︑
ま
た
自
分
た
ち
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
は
異
な
る
信
仰
を
持
つ
人
び
と
で
あ
る
こ
と
を
も
︑
徐
々
に
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
︒

そ
し
て
特
に
六
五
四
年
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
攻
撃
が
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
た
︒
つ
ま
り
ビ
ザ
ン

ツ
帝
国
に
と
っ
て
は
︑
自
ら
よ
り
も
は
る
か
に
強
力
な
他
者
で
あ
る
サ
ラ
ケ
ノ
イ
と
の
併
存
・
対
峙
が
不
可
欠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
た

め
六
五
〇
年
代
以
降
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
で
は
サ
ラ
ケ
ノ
イ
に
対
抗
し
て
い
く
た
め
の
制
度
改
革
な
ど
が
進
展
し
た
︒

だ
が
六
五
四
年
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
攻
撃
は
同
時
に
︑
彼
ら
サ
ラ
ケ
ノ
イ
が
無
敵
で
は
な
い
こ
と
︑
そ
し
て
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
や
皇

帝
に
神
の
加
護
が
あ
る
こ
と
を
も
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
﹁
神
の
加
護
を
得
て
い
る
皇
帝
が
支
配
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
共
同
体
・
地
域
＝

ロ
ー
マ
帝
国
﹂
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
認
識
・
明
確
化
が
︑
七
世
紀
中
盤
以
降
進
展
し
た
の
で
あ
る
︒
第
一
章
で
触
れ
た
よ
う
に
︑

六
五
四
年
の
ア
ラ
ブ
に
よ
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
攻
撃
は
︑
近
年
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
件
で
あ
る
が
︑
そ
の
持

つ
意
義
や
影
響
力
は
き
わ
め
て
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
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Louvain,1985,
S.115-117.
父
の
サ
ル
ジ
ュ
ー
ン
・
ブ
ン
・
マ
ン
ス
ー

ル
は
︑
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
の
側
近
と
し
て
活
動
し
た
︒
H
.
K
ennedy,“Syrian

E
lites
from
B
yzantium
to
Islam
:
Survival
or
E
xtinction?”,
in:
J.

H
aldon
(ed.),
M
oney,
P
ow
er
and
P
olitics
in
E
arly
Islam
ic
Syria:
A

review
of
current
debates,
F
arnham
,2010,
pp.181-200,
pp.193-194.

⑤

古
代
末
期
の
エ
ジ
プ
ト
に
置
か
れ
て
い
た
官
職
︒
パ
ゴ
ス
／
パ
グ
ス
と
い
う
行

政
区
画
内
で
の
徴
税
な
ど
を
担
当
し
た
︒
O
.N
icholson
(ed.),op.
cit.p.1122.

⑥

P.
M
.
Sijpesteijn,
Shaping
a
M
uslim
State:
T
he
W
orld
of
a
M
id-

E
ighth-C
entury
E
gyptian
O
fficial,
O
xford,
2013
︵
以
下
︑
Sijpesteijn

(2013)
と
略
︶,
p.73.

⑦

Sijpesteijn
(2013),
p.70.

⑧

J.
G
ascou,“D
e
B
yzance
à
l̓Islam
:
les
im
pôts
en
É
gypte
après
la

con
q
u
ête
A
rab
e,
à
p
rop
os
d
e
K
.
M
orim
oto,
T
h
e
F
iscal

A
dm
inistration
of
E
gypt
in
the
E
arly
Islam
ic
P
eriod”,
JE
SH
O
26

(1983),
pp.97-109,
pp.102-103;
Sijpesteijn
(2013),
pp.69-70.

⑨

SB
(=
Sam
m
elbuch
griechischer
U
rkunden
aus
A
egypten)
V
I
9576;

P.
B
erol.15002.

⑩

H
oyland
(2015),
p.95.

⑪

実
際
︑
六
四
五
年
に
は
エ
ジ
プ
ト
に
軍
を
派
遣
し
て
︑
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の

一
時
的
な
奪
回
に
成
功
し
て
い
る
︒

⑫

Sebeos,
ch.45
(p.112).

⑬

A
.
K
aplony,
K
onstantinopel
und
D
am
askus:
G
esandtschaften
und

V
erträge
zw
ischen
K
aisern
und
K
alifen
639-750:
U
ntersuchungen

zum
G
ew
ohnheits-V
ölkerrecht
und
zur
interkulturellen
D
iplom
atie,

B
erlin,1996,
S.23-32.
な
お
︑
こ
れ
以
前
に
ダ
マ
ス
ク
ス
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ノ
ー
プ
ル
の
間
で
使
者
の
や
り
取
り
が
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
︒
cf.
ibid.,
S.

19-21.

⑭

ヘ
ラ
ク
レ
イ
オ
ス
帝
の
甥
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
が
ダ
マ
ス
ク
ス
に
送
ら
れ
た
︒

T
heophanes,
p.344.

⑮

Sebeos,
ch.44
(pp.105-106).

⑯

K
aegi
(1969),
pp.146-147.

⑰

F
redegarius,
C
hronicon,
M
G
H
SR
M
,
H
annover,
1888,
IV
.
66
(p.

154).

⑱

G
.
J.
R
einink
(tr.),
D
ie
syrische
A
pokalypse
des
P
seudo-M
ethodius,

Louvain,1993
︵
以
下
︑
Ps.
M
ethodius
と
略
︶,
X
I.3
(S.42).
た
だ
し
ホ
イ

ラ
ン
ド
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
﹁
罪
﹂
の
内
容
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
解

釈
が
存
在
し
て
い
た
︒
H
oyland
(1997),
pp.524-525.

⑲

﹃
偽
メ
ト
デ
ィ
オ
ス
の
黙
示
﹄
で
は
︑
ペ
ル
シ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
︑
シ
リ
ア
な
ど

と
と
も
に
シ
チ
リ
ア
や
ギ
リ
シ
ア
︑
エ
ー
ゲ
海
域
な
ど
も
﹁
破
壊
者
﹂
﹁
荒
廃
者
﹂

の
被
害
を
受
け
た
こ
と
を
述
べ
た
後
︑
﹁
荒
廃
者
は
さ
ら
に
強
力
に
な
り
︑
そ
の

角
も
高
く
揚
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
﹂
と
続
い
て
い
る
︒
Ps.
M
ethodius,
X
I.8-13
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(S.45-48).

⑳

Sebeos,
ch.42
(pp.95-96).

㉑

ア
ル
メ
ニ
ア
は
非
カ
ル
ケ
ド
ン
派
地
域
で
あ
る
が
︑
六
六
一
年
ま
で
は
ほ
ぼ
ビ

ザ
ン
ツ
支
配
下
に
あ
っ
た
︒
拙
稿
﹁
首
都
を
離
れ
る
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
﹂
参
照
︒

㉒

Sebeos,
ch.48
(p.135).
こ
の
休
戦
協
定
に
つ
い
て
は
﹃
テ
オ
フ
ァ
ネ
ス
年

代
記
﹄
で
も
報
告
さ
れ
て
い
る
が
︑
休
戦
期
間
が
二
年
と
さ
れ
て
い
る
︒

T
heophanes,
p.344.
た
だ
し
セ
ベ
オ
ス
の
伝
え
る
三
年
が
正
し
い
︒

㉓

Sebeos,
ch.50
(p.144).

㉔

Sebeos,
ch.50
(p.146).

㉕

六
五
六
年
か
ら
の
ア
ラ
ブ
の
第
一
次
内
戦
の
一
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

cf.
H
oyland
(2015),
pp.104-105.

㉖

拙
稿
﹁
﹃
壁
﹄
が
﹃
壁
﹄
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に

·
世
紀
中
盤
の
小
ア
ジ

ア
と
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国

﹂
﹃
歴
史
学
研
究
﹄
九
七
一
︑
二
〇
一
八
年
︑
二
五

三

五
頁
︒

㉗

C
.
S.
L
ightfoot,
“A
m
orium
”,
in:
P
h.
N
iew
öhner
(ed.),
T
h
e

A
rchaeology
of
B
yzantine
A
natolia:
From
the
E
nd
of
L
ate
A
ntiquity

until
the
C
om
ing
of
the
T
urks,
O
xford,
pp.333-341,
p.335;
C
.
S.

Lightfoot
&
E
.A
.Ivison
(eds.),A
m
orium
R
eports
3:
T
he
L
ow
er
C
ity

E
nclosure
Finds
R
eports
and
T
echnical
Studies,
Istanbul,2012.

㉘

J.H
aldon,the
em
pire
that
w
ould
not
die:
T
he
P
aradox
of
E
astern

R
om
an
Survival,
640-740,
C
am
bridge
M
A
,
2016
︵
以
下
︑
H
aldon

(2016)
と
略
︶,
pp.252-255.
コ
ン
ス
タ
ン
ス
二
世
期
以
降
も
︑
ア
モ
リ
オ
ン
な

ど
の
主
要
都
市
で
は
貨
幣
流
通
が
続
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
C
.
M
orrison,

“C
oins”,
in:
Ph.
N
iew
öhner
(ed.),
op.
cit.,
pp.71-81,
pp.78-79.

㉙

M
.Phillips,“T
he
Im
port
of
B
yzantine
C
oins
to
Syria
R
evisited”,in:

T
.
G
oodw
in
(ed.),
A
rab-B
yzantine
C
oins
and
H
istory:
P
apers
pre-

sented
at
the
Seventh
C
entury
Syrian
N
um
ism
atic
R
ound
T
able
held

at
C
orpus
C
hristi
C
ollege,
O
xford
on
10th
and
11th
Septem
ber
2011,

London,
2012,
pp.
39-72;
R
.
G
.
H
oyland,
“N
um
ism
atics
and
the

H
istory
of
early
Islam
ic
Syria”,
in:
A
.
O
ddy
(ed.),
C
oinage
and

H
istory
in
the
Seventh
C
entury
N
ear
E
ast
2:
P
roceedings
of
the
12th

Seventh
C
entury
Syrian
N
um
ism
atic
R
ound
T
able
held
at
G
onville

and
C
aius
C
ollege,
C
am
bridge
on
4th
and
5th
A
pril
2009,London,

2010,
pp.81-93.

㉚

cf.
H
aldon
(2016),
pp.257-258.
ま
た
も
ち
ろ
ん
︑
ア
ラ
ブ
側
の
状
況
︵
六

五
〇
年
代
末
以
降
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
か
ら
の
貨
幣
の
流
入
を
許
容
し
な
く
な
っ
た

可
能
性
︶
を
も
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
︒
M
.
Phillips,
op.
cit.,
p.59.

㉛

ゲ
ニ
コ
ス
・
コ
ン
メ
ル
キ
ア
リ
オ
ス
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
は
︑
F
.

M
ontinaro,
op.
cit.

㉜

W
.
B
randes,
Finanzverw
altung
in
K
risenzeiten:
U
ntersuchungen

zur
byzantinischen
A
dm
inistration
im
6.
-9.
Jahrhundert,F
rankfurt

a.
M
.,2002,
S.239-426.
な
お
︑
ゲ
ニ
コ
ス
・
コ
ン
メ
ル
キ
ア
リ
オ
ス
の
前
身

で
あ
る
コ
メ
ス
・
コ
ン
メ
ル
キ
オ
ル
ム

com
es
com
m
erciorum
は
︑
国
境
部

に
お
け
る
関
税
や
交
易
の
管
理
を
お
こ
な
う
役
職
で
あ
っ
た
︒
ibid.,
S.

247-255.

㉝

T
heodorus
Syncellus,
H
istoria
brevis
de
obsidione
A
varica

C
onstantinopolis,
in:
L.
Sternbach,
A
nalecta
A
varica,
C
racow
,1900,

pp.334-336,17-25
(p.334).

㉞

J.D
.H
ow
ard-Johnston,“T
he
siege
of
C
onstantinople
in
626”,in:C
.

M
ango
&
G
.
D
agron
(eds.),
C
onstantinople
and
its
H
interland,

A
ldershot,
1995,
pp.
131-141,
p.
141;
W
.
E
.
K
aegi,
H
eraclius:

E
m
peror
of
B
yzantium
,
C
am
bridge,
2003,
pp.
139-140;
P.
Sarris,

E
m
pires
of
Faith:
T
he
Fall
of
R
om
e
to
the
R
ise
of
Islam
,
500-700,

O
xford,2011,
p.254.

ローマ帝国の「後継者」になること（小林）
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㉟

cf.
I.
K
obayashi,““B
y
H
is
U
praised
A
rm
G
od
Saved
T
he
C
ity”:

B
yzantine
and
A
rab
Strategy
in
the
m
id
7th
century
A
sia
M
inor”,

in:
T
.
M
inam
ikaw
a
(ed.),
N
ew
A
pproaches
to
the
L
ater
R
om
an

E
m
pire,
K
yoto,2015,
pp.147-161.

㊱

単
一
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
論
が
広
く
公
に
さ
れ
た
﹃
プ
セ
フ
ォ
ス
﹄
が
六
三
三
年
︑

﹃
エ
ク
テ
シ
ス
﹄
が
六
三
六
年
の
発
布
で
︑
ダ
テ
ィ
ン
の
戦
い
︵
六
三
四
年
︶
︑

ア
ジ
ュ
ナ
ダ
イ
ン
の
戦
い
︵
同
︶
︑
ヤ
ル
ム
ー
ク
河
畔
の
戦
い
︵
六
三
六
年
︶
な

ど
の
一
連
の
ア
ラ
ブ
に
対
す
る
大
敗
北
と
ほ
ぼ
同
時
期
︒
﹃
エ
ク
テ
シ
ス
﹄
の
発

布
時
期
︵
六
三
八
年
で
は
な
く
六
三
六
年
︶
に
つ
い
て
は

R
.
Price,“G
eneral

Introduction”,in:R
.Price
(tr.),T
he
A
cts
of
the
L
ateran
Synod
of
649,

Liverpool,2014,
pp.5-108,
pp.9-11.

㊲

皇
帝
に
対
す
る
ソ
フ
ロ
ニ
オ
ス
や
マ
ク
シ
モ
ス
ら
の
批
判
︑
お
よ
び
そ
の
他
の

活
動
に
つ
い
て
は
︑
B
ooth
(2014)
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

㊳

マ
ク
シ
モ
ス
ら
に
対
す
る
処
罰
も
︑
六
五
四
年
の
事
件
に
よ
っ
て
そ
の
正
当
性

が
強
く
な
っ
た
︒
cf.
B
ooth
(2014),
p.306;
H
aldon
(2016),
pp.85-86.

㊴

こ
の
時
期
︑
当
然
な
が
ら
既
に
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
は
滅
亡
し
て
い
る
の
で
︑

こ
こ
で
の
﹁
ペ
ル
シ
ア
帝
国
﹂
と
は
ジ
ュ
ア
ン
セ
ル
の
支
配
し
て
い
る
領
域
を
指

す
︒

㊵

C
.J.F
.D
ow
sett
(tr.),T
he
H
istory
of
the
C
aucasian
A
lbanians
by

M
ovsēs
D
asxuranci,
London,1961,
II.22
(p.118).

㊶

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
第
三
全
地
公
会
議
︵
六
八
〇

六
八
一
年
︶
︑
ト

ゥ
ル
ロ
の
公
会
議
︵
六
九
一

九
二
年
︶
︒

㊷

M
.
H
um
phreys,
“Im
ages
of
A
uthority?:
Im
perial
Patronage
of

Icons
from
Justinian
II
to
Leo
III”,
in:
P.
Sarris
&
M
.
D
al
Santo
&

Ph.B
ooth
(eds.),A
n
A
ge
of
Saints?:
P
ow
er,
C
onflict
and
D
issent
in

E
arly
M
edieval
C
hristianity,
Leiden,2011,
pp.150-168.

四

ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
と
﹁
ロ
ー
マ
帝
国
﹂

六
五
一
／
五
二
年
に
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
を
滅
亡
さ
せ
た
後
︑
ア
ラ
ブ
国
家
は
七
世
紀
の
間
に
六
五
四
年
︑
六
六
七

六
六
九
年
の
二
回
に

わ
た
っ
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
攻
撃
し
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
滅
亡
・
併
呑
を
目
指
し
た
が
︑
そ
の
試
み
は
い
ず
れ
も
失
敗
し
た
︒
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
攻
略
・
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
征
服
の
失
敗
は
︑
ジ
ハ
ー
ド
に
よ
る
征
服
・
拡
大
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
た
初
期
の
ア
ラ

ブ
国
家
に
と
っ
て
は
大
き
な
問
題
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
征
服
作
戦
の
失
敗
が
︑
二
回
の
内
戦
の
一
因
に
も
な
っ
た①
︒
八
世
紀

前
半
に
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
イ
ベ
リ
ア
半
島
に
ま
で
及
ぶ
大
帝
国
を
作
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ア
ラ
ブ
は
結
局
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
を
滅
ぼ
す
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
対
す
る
絶
対
的
な
優
位
を
形
成
す
る
こ
と
に
も
︑
完
全
に
は
成
功
し
な
か
っ
た②
︒

ア
ラ
ブ
が
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
を
滅
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
ア
ラ
ブ
国
家
に
と
っ
て
も
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
と
の
併
存
・
対
峙
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が
不
可
避
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
︑
そ
し
て
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
＝
ロ
ー
マ
帝
国
が
ア
ラ
ブ
に
と
っ
て
の
﹁
他
者
﹂
と
し
て
存
続
し
た
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
ア
ラ
ブ
国
家
が
﹁
ロ
ー
マ
帝
国
の
後
継
者
﹂
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
︒
ビ

ザ
ン
ツ
帝
国
を
完
全
に
滅
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
︑
ア
ラ
ブ
国
家
は
ロ
ー
マ
帝
国
を
自
ら
の
﹁
過
去
﹂
と
し
て
独
占
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
︒
後
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
︑
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
を
自
ら
の
﹁
過
去
﹂
と
し
て
︵
都
合
の
良
い
部
分
を
︶
利
用
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る③
︒
同
時
代
の
著
名
な
君
主
に
も
か
か
わ
ら
ず
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
一
世
︵
在
位
五
二
七

五
六
五
年
︶
は
︑

イ
ス
ラ
ー
ム
の
時
代
に
な
っ
て
も
君
主
と
し
て
の
高
い
評
価
を
受
け
続
け
た
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
の
フ
ス
ラ
ヴ
一
世
︵
在
位
五
三
一

五
七
九

年
︶
の
よ
う
な
扱
い
を
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
受
け
る
こ
と
は
︑
つ
い
に
な
か
っ
た④
︒

だ
が
︑
こ
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
ア
ラ
ブ
に
は
独
自
の
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
の
創
出
が
不
可
避
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
︒
ア
ラ
ブ

が
大
帝
国
だ
け
で
な
く
︑
新
た
な
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
く
の
は
七
世
紀
末
の
ア
ブ
ド
・
ア
ル
・
マ
リ
ク
治
世
以
降
で

あ
り
︑
﹁
ム
ス
リ
ム
﹂
と
し
て
の
︑
そ
し
て
﹁
ア
ラ
ブ
﹂
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
明
確
に
な
る
の
も
︑
七
世
紀
末

八
世
紀
初
頭
の

こ
の
時
期
で
あ
っ
た⑤
︒
ま
た
︑
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
に
お
い
て
も
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
も
︑
征
服
期
以
来
続
い
て
い
た
ロ
ー
マ
的
・
ビ
ザ

ン
ツ
的
な
行
政
シ
ス
テ
ム
が
︑
ア
ブ
ド
・
ア
ル
・
マ
リ
ク
の
治
世
以
降
急
速
に
ア
ラ
ブ
化
し
て
い
く
︒
ア
ブ
ド
・
ア
ル
・
マ
リ
ク
時
代
の
貨
幣

︵
お
よ
び
度
量
衡
︶
の
改
革
は
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
一
例
で
あ
ろ
う
︒
ア
ブ
ド
・
ア
ル
・
マ
リ
ク
が
六
九
〇
年
代
に
導
入
し
た
デ
ィ
ナ
ー
ル

金
貨
は
︑
重
量
の
違
い
な
ど
も
含
め
て
︑
先
行
す
る
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
と
は
大
き
く
異
な
る
制
度
の
導
入
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た⑥
︒
ま
た

君
主
の
肖
像
が
排
除
さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
に
は
︑
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
明
確
に
表
象
さ
れ
て
い
る
︒
行
政
な
ど
の
分
野
に

お
け
る
ア
ラ
ビ
ア
語
の
利
用
も
さ
ら
に
深
化
し
て
い
っ
た
︒
例
え
ば
エ
ジ
プ
ト
で
は
︑
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
七
世
紀
末
ま
で
ビ
ザ
ン
ツ
時
代

の
行
政
制
度
が
維
持
さ
れ
︑
行
政
文
書
で
も
ギ
リ
シ
ア
語
の
利
用
が
一
般
的
だ
っ
た
が
︑
七
世
紀
末
以
降
は
ア
ラ
ビ
ア
語
に
よ
る
文
書
が
一
般

化
し
て
い
く⑦
︒
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
治
世
に
は
大
き
な
政
治
的
発
言
力
を
持
っ
て
い
た
︑
ダ
マ
ス
ク
ス
の
ヨ
ハ
ネ
ス
の
父
の
サ
ル
ジ
ュ
ー
ン
・
ブ

ン
・
マ
ン
ス
ー
ル
が
ア
ブ
ド
・
ア
ル
・
マ
リ
ク
時
代
に
発
言
力
を
失
っ
て
い
っ
た
と
い
う
︑
ア
ラ
ブ
の
歴
史
書
が
伝
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
︑
か
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か
る
状
況
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る⑧
︒
こ
の
よ
う
な
一
連
の
大
き
な
変
化
は
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
を
滅
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
時
期
と
一
致
す
る
が
︑
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
い
︒

ブ
ー
ス
は
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
が
︵
キ
リ
ス
ト
教
と
同
様
︶
ア
ブ
ラ
ハ
ム
的
一
神
教
の
一
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
キ
リ
ス
ト
教
的
な

ロ
ー
マ
文
明
と
大
き
く
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
︑
ア
ラ
ブ
が
ロ
ー
マ
帝
国
だ
け
で
な
く
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
の
後
継
者
で
も
あ

っ
た
か
ら
だ
と
論
じ
て
い
る
︒
彼
は
︑
も
し
ア
ラ
ブ
が
征
服
し
て
い
た
の
が
シ
リ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
の
よ
う
な
旧
ロ
ー
マ
帝
国
領
の
み
だ
っ
た
ら
︑

ア
ラ
ブ
は
古
代
末
期
の
ゲ
ル
マ
ン
人
の
よ
う
に
︑
部
分
的
に
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
同
化
し
て
い
た
だ
ろ
う
と
論
じ
︑
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
全
体
を

併
呑
し
た
こ
と
の
文
化
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
さ
を
強
調
し
て
い
る⑨
︒

ブ
ー
ス
の
か
か
る
主
張
は
︑
ペ
ル
シ
ア
の
文
化
的
遺
産
の
大
き
さ
を
重
視
す
る
点
や
︑
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
の
後
継
者
と
し
て
ア
ラ
ブ
を
位

置
づ
け
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
首
肯
で
き
る
︒
だ
が
ア
ラ
ブ
を
ロ
ー
マ
帝
国
の
後
継
者
と
し
て
も
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ

る
︒
ア
ラ
ブ
は
確
か
に
︑
ロ
ー
マ
帝
国
の
文
化
的
遺
産
を
受
け
継
い
で
い
る
︒
し
か
し
結
局
︑
ア
ラ
ブ
は
﹁
ロ
ー
マ
帝
国
の
後
継
者
﹂
に
は
な

れ
な
か
っ
た
︒
む
し
ろ
後
継
者
に
な
れ
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
キ
リ
ス
ト
教
的
な
ロ
ー
マ
文
明
と
の
差
異
を
明
確
に
し
て
い
く
必
要
に
迫
ら
れ

た
の
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
ア
ラ
ブ
国
家
が
﹁
ロ
ー
マ
帝
国
の
後
継
者
﹂
と
な
る
可
能
性
が
失
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
時
代
ま
で
は
︑
七
世

紀
末
以
降
と
は
大
き
く
様
相
を
異
に
す
る
光
景
が
現
出
し
て
い
た
︒
第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
ア
ラ
ブ
は
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
内
部
か
ら
の
﹁
反

乱
︑
簒
奪
﹂
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
と
い
う
側
面
を
持
つ
︒
生
涯
を
通
じ
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
攻
略
と
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
併
呑
を
目

指
し
て
い
た
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
は
︑
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
完
遂
を
目
指
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒
そ
し
て
こ
の
﹁
簒
奪
﹂
が
完
遂
さ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
︑
ア
ラ
ブ
国
家
は
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
差
異
や
独
自
性
を
強
く
意
識
す
る
必
要
は
な
い
︒

ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
が
カ
リ
フ
に
就
任
し
た
時
の
状
況
に
つ
い
て
の
﹃
マ
ロ
ン
派
年
代
記⑩
﹄
の
有
名
な
記
述
は
︑
き
わ
め
て
興
味
深
い
︒
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九
七
一
年⑪
︑
コ
ン
ス
タ
ン
ス
帝
の
治
世
第
一
八
年
︑
多
く
の
ア
ラ
ブ
人
が
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
に
集
ま
っ
て
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
を
王
と
し
た
︒
そ
れ
か
ら
彼
は

ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
に
登
っ
て
座
し
た
︒
彼
は
そ
こ
で
祈
り
を
お
こ
な
い
︑
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
に
赴
い
て
祝
福
さ
れ
た
マ
リ
ア
の
墓
に
行
っ
て
そ
こ
で
祈
り
を
捧
げ

た
︒
︵
中
略
︶
同
じ
年
の
七
月
に
︑
エ
ミ
ー
ル
た
ち
や
多
く
の
ア
ラ
ブ
人
が
集
ま
っ
て
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
に
右
手
を
差
し
出
し
た
︒
そ
れ
か
ら
︑
彼
の
支
配
領

域
内
の
す
べ
て
の
村
落
や
都
市
で
彼
が
王
と
し
て
宣
言
さ
れ
る
べ
き
こ
と
︑
彼
を
王
と
し
て
歓
呼
す
べ
き
こ
と
が
布
告
さ
れ
た⑫
︒

ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
の
カ
リ
フ
就
任
儀
礼
が
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
そ
の
際
に
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
が
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
マ

リ
ア
の
墓
や
︑
キ
リ
ス
ト
が
磔
刑
に
さ
れ
た
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
を
訪
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
︒
カ
リ
フ
就
任
儀
礼
の
先
例
・
モ
デ
ル
と

な
っ
て
い
る
の
は
︑
六
三
〇
年
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
オ
ス
の
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
入
城
と
︑
六
三
七
／
六
三
八
年
頃
の
ウ
マ
ル
の
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
入
城
で

あ
り
︑
マ
ー
シ
ャ
ム
は
サ
ル
ジ
ュ
ー
ン
・
ブ
ン
・
マ
ン
ス
ー
ル
ら
が
こ
の
儀
礼
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
か
か
わ
っ
て
い
た
可
能
性
を
も
指
摘
し
て

い
る⑬
︒
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
や
ゴ
ル
ゴ
タ
の
丘
の
訪
問
に
つ
い
て
マ
ー
シ
ャ
ム
は
︑
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
配
下
に
多
数
い
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
軍
団
な
ど
の

支
持
を
得
る
た
め
に
不
可
欠
だ
っ
た
と
考
え
て
お
り⑭
︑
確
か
に
そ
の
よ
う
な
政
治
的
・
軍
事
的
な
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
︒
だ

が
同
時
に
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
︑
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
の
時
代
に
は
キ
リ
ス
ト
教
的
︑
ロ
ー
マ
帝
国
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
取
り
込
む
こ
と
に
︑
ア
ラ
ブ

が
強
い
違
和
感
を
示
し
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る⑮
︒
ま
た
ブ
ー
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
は
﹁
神
の
恩
寵
を
受
け

た
地
上
の
支
配
者
﹂
と
い
う
︑
キ
リ
ス
ト
教
的
ロ
ー
マ
皇
帝
の
イ
メ
ー
ジ
を
自
ら
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
︒
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ

ダ
ヤ
教
に
対
し
て
も
ア
ブ
ラ
ハ
ム
的
一
神
教
と
し
て
の
共
通
性
が
な
お
強
く
意
識
さ
れ
︑
ア
ラ
ブ
の
信
仰
と
大
き
く
異
な
る
も
の
と
は
意
識
さ

れ
て
い
な
か
っ
た⑯
︒
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
の
時
代
に
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
︵
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
︶
も
﹁
信
仰
者
︵
ム
ー
ミ
ニ
ー
ン
︶
﹂
の
一
部
を
な
し
て
い

た
と
す
る
︑
ド
ナ
ー
や
シ
ュ
ー
メ
イ
カ
ー
の
主
張⑰
も
︑
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
︒

つ
ま
り
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
を
も
含
む
ア
ブ
ラ
ハ
ム
的
一
神
教
を
信
仰
す
る
人
々
の
頂
点
︑
支
配
者
と
し
て
行
動

し
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
た
ち
も
含
め
て
︑
支
配
を
お
こ
な
お
う
と
し
た
︒
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
は
︑
シ
リ
ア
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
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︵
ヤ
コ
ブ
派
と
マ
ロ
ン
派
︶
の
対
立
の
調
停
を
も
お
こ
な
っ
て
い
る⑱
︒
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
の
行
動
は
︑
異
端
を
も
取
り
込
ん
で
カ
ル
ケ
ド
ン
派
信
仰

で
帝
国
を
ま
と
め
よ
う
と
し
た
︑
ヘ
ラ
ク
レ
イ
オ
ス
帝
や
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
総
主
教
キ
ュ
ロ
ス
ら
の
行
動
の
延
長
線
上
に
あ
る
︒
ム
ア
ー
ウ

ィ
ヤ
が
め
ざ
し
た
ア
ラ
ブ
国
家
は
︑
﹁
ロ
ー
マ
帝
国
の
後
継
者
﹂
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

だ
が
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
の
め
ざ
し
た
方
向
性
は
︑
つ
い
に
実
現
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は
﹁
ロ
ー
マ
帝
国
の
後
継
者
﹂
で
あ

り
続
け
︑
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
核
と
し
た
ロ
ー
マ
帝
国
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
く
再
確
認
・
主
張
し
て
い
っ
た
︒
そ
の
た
め
ア
ラ
ブ
に
と
っ

て
ロ
ー
マ
帝
国
＝
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は
︑
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
︑
﹁
他
者
﹂
と
し
て
併
存
・
対
峙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
な
っ
た⑲
︒

ロ
ー
マ
帝
国
の
文
化
的
遺
産
を
独
占
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
︑
ア
ラ
ブ
は
﹁
ロ
ー
マ
帝
国
の
後
継
者
﹂
で
は
な
い
新
た
な
道
を
踏
み

出
し
︑
新
し
い
文
明
を
作
り
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

①

ブ
ラ
ン
キ
ン
シ
ッ
プ
は
︑
ウ
マ
イ
ア
朝
期
ま
で
の
初
期
の
ア
ラ
ブ
国
家
で
起
き

た
四
回
の
国
内
の
動
揺
︵
第
一
次
内
戦
︑
第
二
次
内
戦
︑
ウ
マ
ル
二
世
の
治
世
︑

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
へ
の
交
代
期
︶
の
う
ち
︑
第
一
次
内
戦
を
の
ぞ
く
三
回
が
︑
ビ
ザ

ン
ツ
帝
国
に
対
す
る
敗
北
が
引
き
が
ね
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒

K
h.
Y
.
B
lankinship,
T
he
E
nd
of
the
Jihâd
State:
T
he
R
eign
of

H
ishām

Ibn
A̓
bd
al-M
alik
and
the
C
ollapse
of
the
U
m
ayyads,

A
lbany,1994,
p.20.
だ
が
実
際
に
は
︑
第
一
次
内
戦
を
含
む
四
回
の
動
揺
す
べ

て
が
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
対
す
る
敗
北
の
結
果
と
し
て
起
き
て
い
た
︒

②

ア
ラ
ブ
で
内
戦
が
起
き
て
い
る
時
期
の
よ
う
に
︑
ア
ラ
ブ
が
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に

貢
納
金
を
支
払
う
な
ど
の
条
件
で
結
ば
れ
た
休
戦
協
定
も
あ
っ
た
︒

③

cf.
K
h.
R
ezakhani,“A
rab
C
onquests
and
Sasanian
Iran”,
H
istory

T
oday,
A
pril
2017,
pp.28-36.

④

C
.
E
.
B
osw
orth
(tr.),
T
he
H
istory
of
al-T.abarī
vol.
5:
T
he

Sāsānids,
the
B
yzantines,
the
L
akhm
ids,
and
Y
em
en,
A
lbany,1999,

pp.154-156
(n.395);
cf.
B
ooth
(2015),
pp.221-222;
十
一
世
紀
に
セ
ル
ジ

ュ
ー
ク
朝
の
宰
相
で
あ
っ
た
ニ
ザ
ー
ム
・
ア
ル
ム
ル
ク
が
著
し
た
﹃
統
治
の
書
﹄

に
お
い
て
も
︑
フ
ス
ラ
ヴ
一
世
︵
公
正
者
ヌ
ー
シ
ル
ヴ
ァ
ー
ン
︶
は
公
正
で
知
識

あ
る
統
治
者
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
︑
何
度
も
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
ニ
ザ
ー
ム
・

ア
ル
ム
ル
ク
︵
井
谷
鋼
造
・
稲
葉
穣
訳
︶
﹃
統
治
の
書
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五

年
︒

⑤

H
agarism
,
p.29;
ド
ナ
ー
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
の
誕
生
﹄
二
一
〇

二
二
三
頁
︑

W
ebb
(2016),
p.139.

⑥

C
h.
F
.
R
obinson,
A̓
bd
al-M
alik,
O
xford,2005,
pp.71-80;
B
.
Lew
is

et.al
(eds.),T
he
E
ncyclopaedia
of
Islam
N
ew
E
dition
vol.
II,Leiden,

1991,
pp.297-299;
ド
ナ
ー
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
の
誕
生
﹄
二
一
五

二
一
六
頁
︒

⑦

Sijpesteijn
(2013),pp.91-111;M
.S.A
.M
ikhail,From
B
yzantine
to

Islam
ic
E
gypt:
R
eligion,
Identity
and
P
olitics
after
the
A
rab

C
onquest,
London,2014,
pp.106-135;
cf.
P.
Sarris,
op.
cit.,
pp.297-

302.

⑧

若
林
啓
史
﹃
聖
像
画
論
争
と
イ
ス
ラ
ー
ム
﹄
知
泉
書
館
︑
二
〇
〇
三
年
︑
六
七
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-
七
〇
頁
︒

⑨

B
ooth
(2015),
p.230.

⑩

﹃
マ
ロ
ン
派
年
代
記
﹄
に
つ
い
て
は
︑
H
oyland
(1997),
pp.135-139.

⑪

西
暦
六
五
九
／
六
〇
年
︑
た
だ
し
実
際
に
は
六
六
一
年
の
出
来
事
︒

⑫

M
aronite
C
hronicle,
in:
A
.
Palm
er
(tr.),
T
he
Seventh
C
entury
in

the
W
est-Syrian
C
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お

わ

り

に

七
世
紀
中
盤
以
降
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は
古
代
の
ロ
ー
マ
帝
国
の
よ
う
な
︑
地
中
海
周
辺
地
域
の
大
半
を
支
配
す
る
国
家
で
は
な
く
な
っ
て
い

た
︒
地
中
海
周
辺
地
域
で
最
強
の
軍
事
力
を
保
持
す
る
国
家
で
も
︑
地
中
海
周
辺
地
域
で
も
っ
と
も
富
裕
な
国
家
で
も
な
く
な
っ
て
い
た
︒
そ

し
て
︑
ロ
ー
マ
帝
国
の
支
配
下
に
あ
っ
た
地
域
の
う
ち
︑
帝
国
の
領
域
外
に
去
っ
た
シ
リ
ア
・
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
や
エ
ジ
プ
ト
に
は
ア
ラ
ブ
が
勃

興
し
て
︑
独
自
の
国
家
と
新
た
な
文
明
を
形
成
し
て
い
っ
た
︒
か
つ
て
︑
地
中
海
世
界
で
ロ
ー
マ
帝
国
が
保
持
し
て
い
た
圧
倒
的
な
軍
事
力
や

経
済
力
は
い
ま
や
︑
勃
興
し
た
ア
ラ
ブ
国
家
の
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
︒
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は
︑
ア
ラ
ブ
と
い
う
自
ら
よ
り
も
は
る
か
に
強
力
な

﹁
他
者
﹂
と
の
対
峙
を
余
儀
な
く
さ
れ
︑
彼
ら
に
対
抗
・
併
存
し
て
い
く
た
め
に
︑
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
や
変
化
を
進
め
て
い
く
︒
そ
の
結
果
︑

七
世
紀
初
頭
ま
で
と
は
様
相
を
大
き
く
異
に
す
る
国
家
と
し
て
︑
﹁
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
﹂
が
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

ローマ帝国の「後継者」になること（小林）
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一
方
ア
ラ
ブ
は
軍
事
的
に
も
経
済
的
に
も
圧
倒
的
な
力
を
持
つ
に
い
た
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
攻
略
に
失

敗
し
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
を
滅
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
そ
れ
が
︑
ア
ラ
ブ
が
独
自
の
文
明
を
展
開
さ
せ

て
い
っ
た
要
因
で
も
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
ア
ラ
ブ
も
ま
た
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
と
い
う
﹁
他
者
﹂
と
の
対
峙
を
余
儀
な
く
さ
れ
︑
新
た
な
国
家
や
文

明
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
る
と
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
と
ア
ラ
ブ
は
︑
敵
対
と
衝
突
を
繰
り
返
し
︑
ま
た
相
互
に

﹁
他
者
﹂
と
認
識
し
て
は
い
る
も
の
の
︑
実
は
同
じ
土
壌
か
ら
同
時
期
に
生
ま
れ
成
長
し
た
︑
双
子
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
と
も
言
え
る
︒

だ
が
﹁
ロ
ー
マ
帝
国
で
あ
る
こ
と
﹂
を
受
け
継
ぐ
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
強
大
な
ア
ラ
ブ
で
は
な
く
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
で
あ
っ
た
︒

七
世
紀
中
盤
以
降
の
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は
︑
か
つ
て
の
ロ
ー
マ
帝
国
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
容
貌
を
異
に
す
る
国
家
へ
と
変
容
し
て
い
た
︒
だ

が
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は
﹁
ロ
ー
マ
帝
国
﹂
と
し
て
︑
そ
の
後
も
長
く
続
い
て
い
く
︒
そ
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
も
﹁
ロ
ー
マ
帝
国
︵
ル
ー
ム
︶
﹂
と
︑

長
き
に
わ
た
っ
て
対
峙
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︒
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
が
﹁
ロ
ー
マ
帝
国
﹂
と
し
て
存
続
し
た
こ
と
は
︑
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
自
身
に
と
っ

て
も
︑
そ
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
と
っ
て
も
︑
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

︵
立
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大
学
文
学
部
教
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To Become the ʻHeirʼ of the Roman Empire :

Byzantium, Arabs and the Mediterranean in the Seventh Century

by

KOBAYASHI Isao

From the 630ʼs, the Arabs penetrated into the territory of the Byzantine

Empire and occupied Syria, Palestine, and Egypt by the 640ʼs. The Arabs

also invaded the Sasanian Empire and completely annexed Sasanians in

651/52, and as a result they formed a vast and powerful empire. But the

emergence and the expansion of the Arabs had another significance : the

Arabs also created new Islamic civilization.

In the first phase of the Arab invasion during the 630ʼs, the Byzantines

could not fully understand the Arabs. The Arabs had been called “Sarakenoi

(Saracens)” and identified with “Agarenoi (descendants of Hagar)” or

“Ishmaelitai (descendants of Ishmael)” from Late Antiquity, but the word

Sarakenoi (and also Agarenoi and Ishmaelitai) did not connote any religious

meaning. So during the 630ʼs, the Byzantines (and other Christians and Jews)

could not understand the Arabsʼ faith adequately, and often regarded the

Arabs as simply pagans. The Byzantines also expected that the Arabs would

disappear in a short time. Because the Byzantines bore yet in mind that the

Sasanians had invaded and ruled Syria and Egypt during the 610 - 620ʼs but

their rule ended abruptly due to the striking victory of Byzantine Emperor

Heraclius (r. 610-641) in 628.

However, as the Arab state became stable, and knowledge of the Arabs

increased, the Byzantines and Christians outside of the Byzantine Empire

gradually understood that the Arab state was much more powerful than the

Byzantine Empire, and that the Arabs had been developing their own faith.

The first Arab attack against Constantinople in 654 is of particular

importance. In 654, after the preparations of a much larger number of troops

and an armada, the Arabs penetrated into the Byzantine Empire and quickly

reached Constantinople. But the Arab fleets suffered considerable damage as

the result of a heavy storm, and their land forces were also forced to

withdraw.
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This incident is important in two respects. At first, the Byzantines became

more conscious of their own weakness and Arab strength. Therefore from

the 650ʼs, the Byzantines immediately began the reforms of their defenses

and administration to respond to this serious situation.

Secondly, the Arabs had been defeated and withdrew because of the

heavy storm. This was interpreted to mean that Byzantium and the

Byzantine Emperor had received Godʼs special providence. From the 630ʼs,

Emperor Heraclius and his grandson Constans II (r. 641-668/69) had been

heavily criticized due to their monenergist and monothelete doctrines, and

their critics like Maximus the Confessor asserted that the Arabsʼ rapid

expansion and the defeat of the Byzantines had been caused by the

emperorʼs heretical policy : Maximus and his supporters insisted that the

sinful religious policy of Heraclius and Constans II had provoked Godʼs

anger. However, the “victory” in 654 proved that not only Constantinople and

the Byzantine Empire but also the Emperor had been receiving Godʼs

protection. In other words, the “victory” over the Arabs in 654 proved the

Emperorʼs religious doctrine was right.

Confrontation with the Arabs continued from 660ʼs onwards, and the

Arabs again intensified their efforts to conquer the Byzantine Empire. But

the Byzantines withstood tenaciously and even began to counterattack the

Arabs in the 670ʼs. Under such circumstances, the Byzantines further

reinforced the belief that the Byzantine Empire and the Emperor received

Godʼs Providence. For them, the Roman Empire meant the Christian

community ruled by an Emperor for whom God provided divine protection.

On the other hand, the Arabs could not extinguish the Byzantine Empire,

and they were forced to coexist with Byzantium over a long period. So, the

Arabs could not become the sole ʻheirsʼ of the Roman Empire and Roman

civilization, and on account of this, they chose to form their own Islamic

civilization from the end of the seventh century.

Key Words ; Byzantine Empire, Islam, Constans II, Arabs, Muʼāwiya
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