
ロ
シ
ア
帝
国
か
ら
ム
ス
リ
ム
女
性
の
解
放
を
訴
え
る

Ｏ
・
Ｓ
・
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
と
Ａ
・
ア
ガ
エ
フ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
的
男
女
平
等
論

帯

谷

知

可
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【
要
約
】

二
〇
世
紀
初
頭
︑
約
二
千
万
の
ム
ス
リ
ム
を
抱
え
た
ロ
シ
ア
帝
国
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
女
性
解
放
論
を
俯
瞰
す
る
こ
と
を
視
野
に
入
れ
︑
本
稿

は
︑
こ
の
時
期
に
相
次
い
で
ロ
シ
ア
語
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
男
女
平
等
を
主
張
し
た
二
つ
の
著
作
︑
ロ
シ
ア
人
女
性
翻
訳
家
・
東
洋

学
者
オ
リ
ガ
・
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
の
﹃
ム
ス
リ
ム
女
性
の
解
放
に
つ
い
て
﹄
︵
一
九
〇
〇
︶
︑
お
よ
び
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
出
身
の
改
革
派
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
︑

ア
フ
メ
ド
ベ
ク
・
ア
ガ
エ
フ
の
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
に
よ
る
︑
そ
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
女
性
﹄
︵
一
九
〇
一
︶
に
焦
点
を
当
て
る
︒
そ
れ
ら
の
骨
子
を

紹
介
し
つ
つ
︑
両
著
作
中
の
参
照
関
係
を
整
理
し
︑
当
時
の
国
境
を
越
え
た
ム
ス
リ
ム
女
性
解
放
論
の
あ
り
よ
う
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒
そ
れ
は

当
時
の
ロ
シ
ア
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
対
す
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
抗
し
な
が
ら
︑
エ
ジ
プ
ト
の
カ
ー
ス
ィ
ム
・
ア
ミ
ー
ン
︑
ト
ル
コ
の
フ
ァ

ト
マ
・
ア
リ
イ
ェ
︑
英
領
イ
ン
ド
の
サ
イ
イ
ド
・
ア
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー
ら
の
主
張
に
共
振
す
る
性
格
を
も
っ
た
︒史

林

一
○
四
巻
一
号

二
○
二
一
年
一
月

は

じ

め

に

問
題
の
所
在
と
本
稿
の
目
的

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
第
一
波
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
︑
ロ
シ
ア
帝
国
に
お
い
て
も
ロ
シ
ア
人
女
性
の
解
放
と
い
う
課
題
を
喚
起
し
た
一
方
で
︑

ロシア帝国からムスリム女性の解放を訴える（帯谷）
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ロ
シ
ア
は
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
時
期
︑
ヴ
ォ
ル
ガ
・
ウ
ラ
ル
地
方
︑
カ
フ
カ
ー
ス
地
方
︑
ト
ル
キ
ス
タ
ン
地
方
︵
中

央
ア
ジ
ア
︶
︑
シ
ベ
リ
ア
の
一
部
な
ど
そ
の
地
続
き
の
領
土
の
内
部
に
二
千
万
人
と
も
い
わ
れ
る
ム
ス
リ
ム
人
口
を
抱
え
て
い
た
の
で
あ
り
︑
そ

こ
で
は
や
が
て
ム
ス
リ
ム
女
性
問
題
︑
す
な
わ
ち
ロ
シ
ア
・
ム
ス
リ
ム
女
性
の
解
放
と
い
う
別
の
課
題
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

ロ
シ
ア
帝
国
や
そ
の
後
の
ソ
連
を
対
象
と
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
や
女
性
研
究
の
分
野
で
は
近
年
た
い
へ
ん
多
く
の
蓄
積
が
あ
る
が
︑
当
然

の
こ
と
な
が
ら
関
心
の
中
心
は
ロ
シ
ア
人
女
性
に
あ
り
︑
そ
し
て
議
論
は
女
性
革
命
家
や
ロ
シ
ア
革
命
と
女
性
解
放
と
の
関
連
に
集
中
し
が
ち

で
あ
る
︒
例
え
ば
ロ
シ
ア
に
お
け
る
女
性
の
解
放
や
男
女
平
等
を
論
じ
た

Stites
(1991)
や

R
uthchild
(2010)
も
ロ
シ
ア
・
ム
ス
リ
ム
女
性

の
問
題
に
は
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
学
の
見
地
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
対
す

る
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
反
応
に
つ
い
て
議
論
す
る
よ
う
な
研
究
に
お
い
て
は
︑
ロ
シ
ア
お
よ
び
ソ
連
の
ム
ス
リ
ム
の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
視
野
に

入
っ
て
こ
な
い
︒
従
っ
て
︑
ロ
シ
ア
・
ム
ス
リ
ム
女
性
の
解
放
と
い
う
問
題
は
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
研
究
潮
流
に
お
い
て
も
と
り
こ
ぼ
さ
れ
て
き

た
部
分
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

一
方
︑
中
央
ユ
ー
ラ
シ
ア
史
や
中
央
ア
ジ
ア
史
研
究
の
分
野
で
は
︑
ロ
シ
ア
・
ム
ス
リ
ム
女
性
の
解
放
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
︑
ム
ス

リ
ム
知
識
人
に
よ
る
ジ
ャ
デ
ィ
ー
ド
運
動
な
ど
の
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
改
革
運
動
の
文
脈
で
注
目
さ
れ
︑
そ
れ
ら
知
識
人
の
母
語
で
あ
っ
た
と
こ

ろ
の
テ
ュ
ル
ク
諸
語
の
一
次
史
料
に
基
づ
い
た
研
究
が
進
み
つ
つ
あ
る①
︒
そ
の
一
方
で
ロ
シ
ア
語
で
も
ム
ス
リ
ム
女
性
の
解
放
を
訴
え
る
発
信

が
わ
ず
か
な
が
ら
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
看
過
さ
れ
て
き
た
︒
ロ
シ
ア
・
ム
ス
リ
ム
女
性
解
放
論
の
あ
り
よ
う
を
俯
瞰
的
に
と
ら
え
る
た
め
に

は
そ
の
双
方
を
視
野
に
入
れ
︑
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
ロ
シ
ア
帝
国
内
外
の
思
想
や
運
動
と
ど
の
よ
う
な
関
係
性
の
も
と
に
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
視
座
か
ら
︑
ロ
シ
ア
帝
国
か
ら
発
信
さ
れ
た
ロ
シ
ア
語
に
よ
る
ロ
シ
ア
・
ム
ス
リ
ム
女
性
解
放
論
に
着
目
し
︑
そ
の

代
表
的
な
二
つ
の
著
作
︑
す
な
わ
ち
ロ
シ
ア
人
女
性
翻
訳
家
・
東
洋
学
者
の
オ
リ
ガ
・
セ
ル
ゲ
ー
エ
ヴ
ナ
・
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ

О
л
ь
г
а

С
ер
геев

н
а
Л
еб
ед
ев
а

︵
一
八
五
四

-
一
九
一
二
以
降
？②
︶
に
よ
る
﹃
ム
ス
リ
ム
女
性
の
解
放
に
つ
い
て
﹄
︵Л

еб
ед
ев
а

1900
︶
︑
お
よ
び
ア
ゼ
ル
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バ
イ
ジ
ャ
ン
出
身
の
改
革
派
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
ア
フ
メ
ド
ベ
ク
・
ア
ガ
エ
フА

х
м
ед

-бек
А
гаев

︵
一
八
六
九
～
一
九
三
九③
︶
の
﹃
イ
ス
ラ
ー

ム
に
よ
る
︑
そ
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
女
性
﹄
︵А

гаев

1901
︶
に
焦
点
を
当
て
る
︒
こ
の
二
つ
を
代
表
作
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
︑
拙

稿
︵
帯
谷

二
〇
一
七
︶
で
示
し
た
よ
う
に
︑
ロ
シ
ア
帝
国
の
ト
ル
キ
ス
タ
ン
総
督
府
に
異
族
人
教
育
の
専
門
家
と
し
て
派
遣
さ
れ
︑
そ
の
ま
ま

総
督
府
首
都
タ
シ
ュ
ケ
ン
ト
︵
現
在
の
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
首
都
︶
に
留
ま
っ
た
東
洋
学
者
ニ
コ
ラ
イ
・
オ
ス
ト
ロ
ウ
ー
モ
フН

и
к
о
л
а
й

П

.О
ст
р
о
у
м
о
в

︵
一
八
四
六
～
一
九
三
〇
︶
の
見
解
に
基
づ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
︒
オ
ス
ト
ロ
ウ
ー
モ
フ
は
自
身
の
著
作
﹃
ム
ス
リ
ム
女
性
の

権
利
の
現
状
﹄
︵О

ст
р
о
у
м
о
в

1911
︶
に
お
い
て
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
と
ア
ガ
エ
フ
の
著
作
に
言
及
し
︑
そ
れ
ら
を
厳
し
く
批
判
す
る
こ
と
を
主
旨
と

し
な
が
ら
も
︑
こ
れ
ら
の
著
作
が
進
歩
的
な
ロ
シ
ア
・
ム
ス
リ
ム
女
性
の
一
部
︑
特
に
オ
レ
ン
ブ
ル
グ
︵
ウ
ラ
ル
山
脈
の
南
端
に
位
置
す
る
ロ
シ

ア
の
都
市
で
︑
当
時
は
後
述
の
カ
ザ
ン
と
並
ん
で
ロ
シ
ア
・
ム
ス
リ
ム
の
政
治
的
文
化
的
中
心
の
ひ
と
つ
で
も
あ
っ
た
︶
の
ム
ス
リ
ム
女
性
た
ち
に
教
育
や

言
論
活
動
を
促
し
︑
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
と
評
価
し
た
︵О

ст
р
о
у
м
о
в

1911:12④
︶
︒
そ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
︑
一
般
に
ロ
シ
ア
・
ム

ス
リ
ム
の
改
革
運
動
の
活
性
化
の
契
機
と
さ
れ
る
一
九
〇
五
年
ロ
シ
ア
第
一
次
革
命
に
先
立
っ
て
︑
ム
ス
リ
ム
女
性
解
放
論
が
帝
国
内
に
一
定

程
度
の
広
が
り
を
見
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

本
稿
で
は
︑
こ
れ
ら
二
つ
の
著
作
の
主
張
の
骨
子
を
紹
介
し
つ
つ
︑
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
お
よ
び
ア
ガ
エ
フ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
や
ム
ス
リ
ム
女
性
と

そ
の
解
放
に
関
す
る
﹁
知
﹂
は
何
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
︑
彼
ら
が
何
を
参
照
し
て
ム
ス
リ
ム
女
性
解
放
論
を
構
成
し
た
の
か
を
明

ら
か
に
し
た
い
︒
著
作
中
の
人
名
・
文
献
名
等
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
参
照
関
係
を
解
き
ほ
ぐ
し
︑
著
者
と
著
作
が
置
か
れ
た
時
代
的
・

地
域
的
背
景
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
︑
当
時
の
国
境
を
越
え
た
ム
ス
リ
ム
女
性
解
放
論
の
共
振
・
共
鳴
関
係
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
い
︒

な
お
︑
原
綴
の
表
記
に
あ
た
っ
て
︑
ロ
シ
ア
語
は
二
つ
の
著
作
が
書
か
れ
た
旧
正
書
法
で
は
な
く
現
代
の
正
書
法
に
︑
オ
ス
マ
ン
語
は
現
代

ト
ル
コ
語
に
準
じ
た
表
記
と
し
た
︒

ロシア帝国からムスリム女性の解放を訴える（帯谷）
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オ
リ
ガ
・
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
と
ア
フ
メ
ド
ベ
ク
・
ア
ガ
エ
フ

オ
リ
ガ
・
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
は
翻
訳
家
・
東
洋
学
者
と
し
て
活
動
し
た
が
︑
ト
ル
コ
で
は
ロ
シ
ア
文
学
作
品
を
初
め
て
ト
ル
コ
に
紹
介
し
た
翻

訳
家
ギ
ュ
ル
ナ
ル
・
ハ
ヌ
ム

G
ülnar
H
anım
︵
ギ
ュ
ル
ナ
ル
夫
人⑤
︶
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
︒
カ
ザ
ン
︵
現
ロ
シ
ア
連
邦
タ
タ
ー
ル

ス
タ
ン
共
和
国
の
首
都
︶
の
ロ
シ
ア
人
貴
族
の
家
庭
に
生
ま
れ
︑
後
に
カ
ザ
ン
市
長
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
レ
ベ
ヂ
ェ
フ
の

妻
と
な
っ
た
︒
テ
ュ
ル
ク
系
ム
ス
リ
ム
民
族
で
あ
る
タ
タ
ー
ル
人
の
文
化
的
中
心
で
も
あ
っ
た
カ
ザ
ン
に
あ
っ
て
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
は
タ
タ
ー
ル

語
へ
の
関
心
か
ら
︑
著
名
な
タ
タ
ー
ル
人
東
洋
学
者
・
思
想
家
カ
ユ
ム
・
ナ
ー
ス
ィ
リ
ーК

аю
м

Н
аси

й
р
и

︵
一
八
二
五
～
一
九
〇
二
︶
に
師

事
し
て
タ
タ
ー
ル
語
や
オ
ス
マ
ン
語
を
含
む
テ
ュ
ル
ク
諸
語
︑
ア
ラ
ビ
ア
語
︑
ペ
ル
シ
ア
語
な
ど
を
学
ぶ
よ
う
に
な
り
︑
タ
タ
ー
ル
知
識
人
や

ロ
シ
ア
人
東
洋
学
者
ら
と
も
広
く
交
流
し
た
︒
一
八
八
九
年
に
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
出
版
言
論
界
の
重
鎮
ア
フ
メ
ト
・
ミ
ド
ハ
ト

A
hm
et

M
ethat
E
fendi︵
一
八
四
四
～
一
九
一
二
︶
と
知
己
を
得
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
︑
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
た
び
た
び
滞
在
す
る
よ
う
に
な
り
︑
か

ね
て
か
ら
構
想
し
て
い
た
ロ
シ
ア
語
・
オ
ス
マ
ン
語
双
方
向
の
翻
訳
に
着
手
し
た
︒
特
に
プ
ー
シ
キ
ン
︑
レ
ー
ル
モ
ン
ト
フ
︑
ト
ル
ス
ト
イ
な

ど
の
ロ
シ
ア
文
学
作
品
を
初
め
て
オ
ス
マ
ン
語
に
翻
訳
し
た
こ
と
で
名
声
を
得
︑
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ハ
ミ
ト
二
世
よ
り
勲
章
を
授
与
さ
れ
て
い
る
︒

そ
の
一
方
で
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
は
︑
時
に
ロ
シ
ア
で
最
初
の
女
性
東
洋
学
者
と
も
評
さ
れ
る
よ
う
に
︑
自
身
も
東
洋
学
的
な
論
考
を
執
筆
し
な
が

ら
︑
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
持
ち
回
り
で
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
国
際
東
洋
学
者
会
議
に
し
ば
し
ば
参
加
し
︑
ロ
シ
ア
に
お
け
る
東

洋
学
の
組
織
化
と
︑
ム
ス
リ
ム
女
性
の
解
放
や
タ
タ
ー
ル
人
に
対
す
る
教
育
支
援
な
ど
を
強
く
訴
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
本
稿
で
扱
う
著
作
は

レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
の
女
性
解
放
論
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
位
置
づ
け
の
も
の
で
︑
刊
行
前
年
に
ロ
ー
マ
で
開
催
さ
れ
た
国
際
東
洋
学
者
会
議
で

レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
が
行
っ
た
報
告
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
︒
な
お
︑
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
の
一
九
一
三
年
以
降
の
動
向
は
不
明
で
あ
り
︑
没
年
や
亡
く

な
っ
た
場
所
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
︒

一
方
︑
ア
フ
メ
ド
ベ
ク
・
ア
ガ
エ
フ
は
︑
ト
ル
コ
名
ア
フ
メ
ト
・
ア
ー
オ
ウ
ル

A
hm
et
A
ğao
ğlu
と
し
て
よ
り
有
名
だ
が
︑
ロ
シ
ア
帝
国
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領
内
の
シ
ュ
シ
ャ
︵
現
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
共
和
国
南
西
部
ナ
ゴ
ル
ノ
・
カ
ラ
バ
フ
の
都
市
︶
出
身
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
︑
改
革
主
義
者
で
あ
る
︒

シ
ー
ア
派
ム
ス
リ
ム
の
貴
族
の
家
庭
に
生
ま
れ
︑
チ
フ
リ
ス
︵
現
ジ
ョ
ー
ジ
ア
共
和
国
の
首
都
ト
ビ
リ
シ
︶
と
帝
都
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
ロ

シ
ア
式
の
教
育
を
受
け
た
後
︑
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
東
洋
学
を
修
め
た
︒
帰
国
後
バ
ク
ー
︵
現
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
共
和
国
の
首
都
︶
で
新
聞

﹃
カ
ス
ピ
﹄К

а
с
п
и
й

な
ど
当
時
の
ロ
シ
ア
・
ム
ス
リ
ム
定
期
刊
行
物
の
編
集
に
携
わ
る
よ
う
に
な
り
︑
ロ
シ
ア
第
一
次
革
命
後
に
は
ド
ゥ
ー

マ
︵
国
会
︶
の
代
議
員
と
し
て
政
治
活
動
を
開
始
す
る
も
︑
一
九
〇
八
年
オ
ス
マ
ン
帝
国
へ
の
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︒
そ
こ
で
は
同
じ
く

ロ
シ
ア
帝
国
領
出
身
の
タ
タ
ー
ル
人
ユ
ス
フ
・
ア
ク
チ
ュ
ラ

M
ustafa
Y
usuf
A
kçura︵
一
八
七
六
～
一
九
三
五
︶
ら
と
と
も
に
パ
ン
・
テ
ュ

ル
ク
主
義
的
運
動
に
傾
倒
し
た
︒
や
が
て
ム
ス
タ
フ
ァ
・
ケ
マ
ル
・
ア
タ
テ
ュ
ル
ク

M
ustafa
K
em
al
A
tatürk
︵
一
八
八
一
～
一
九
三
八
︶
の

信
頼
を
得
て
ア
タ
テ
ュ
ル
ク
の
創
刊
し
た
新
聞
﹃
国
民
主
権
﹄
H
âkim
iyet-i
M
illiye
の
編
集
長
と
な
っ
た
︒
ト
ル
コ
大
国
民
議
会
議
員
に
選

出
さ
れ
︑
新
生
ト
ル
コ
共
和
国
の
憲
法
制
定
に
も
関
わ
る
な
ど
︑
ア
ガ
エ
フ
は
ア
タ
テ
ュ
ル
ク
の
西
洋
化
・
世
俗
化
に
よ
る
近
代
化
を
支
持
し
︑

ト
ル
コ
で
そ
の
生
涯
を
終
え
た
︒
本
稿
で
扱
う
彼
の
著
作
は
﹃
カ
ス
ピ
﹄
編
集
者
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
と
ア
ガ
エ
フ
の
間
に
︑
直
接
の
交
流
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
︑
現
時
点
で
は
明
ら
か
で
は
な
く
︑
ま
た
本
稿
で
取
り
上
げ
る

著
作
に
お
い
て
も
お
互
い
の
名
に
は
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
彼
ら
に
は
い
く
つ
も
の
共
通
点
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ

る
︒
ま
ず
︑
年
齢
的
に
は
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
が
一
五
歳
ほ
ど
年
上
で
あ
る
が
︑
活
発
に
言
論
活
動
な
ど
を
展
開
し
た
時
期
は
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る

こ
と
︑
裕
福
な
貴
族
階
級
の
出
身
で
︑
ロ
シ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
教
育
を
受
け
た
上
に
東
洋
学
の
学
問
的
な
訓
練
を
積
ん
で
い
る
こ
と
︑
母

語
以
外
に
複
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
・
東
洋
諸
語
に
通
じ
た
ポ
リ
グ
ロ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
︑
後
半
生
に
お
い
て
ト
ル
コ
と
密
接
な
関
係
を
持
っ

た
こ
と
な
ど
︑
出
自
や
経
歴
か
ら
く
る
共
通
点
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
お
そ
ら
く
は
そ
れ
ら
の
結
果
と
し
て
彼
ら
が
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
︑
ム
ス

リ
ム
女
性
解
放
を
訴
え
る
主
張
に
お
い
て
も
共
通
点
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

ロシア帝国からムスリム女性の解放を訴える（帯谷）
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ク
ル
ア
ー
ン
と
ハ
デ
ィ
ー
ス
に
基
づ
い
た
イ
ス
ラ
ー
ム
的
男
女
平
等
論

レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
や
ア
ガ
エ
フ
の
ム
ス
リ
ム
女
性
の
解
放
を
訴
え
る
主
張
と
は
︑
端
的
に
い
え
ば
︑
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
当
時
の

ム
ス
リ
ム
女
性
を
め
ぐ
る
現
状
を
﹁
極
め
て
悲
惨
﹂
な
も
の
と
認
識
し
つ
つ
︑
し
か
し
イ
ス
ラ
ー
ム
は
そ
の
初
期
の
教
え
に
立
ち
戻
れ
ば
決
し

て
女
性
を
抑
圧
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
女
性
を
尊
重
し
︑
男
女
平
等
を
保
障
し
て
い
る
︑
従
っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
仰
を
維
持
し
な
が

ら
近
代
化
を
成
し
遂
げ
る
の
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
︑
ク
ル
ア
ー
ン
と
ハ
デ
ィ
ー
ス
︵
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド

の
言
行
録
︶
︑
そ
の
他
多
様
な
イ
ス
ラ
ー
ム
史
文
献
や
学
術
書
な
ど
に
依
拠
し
な
が
ら
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
史
に
お
い
て
男
性
に
劣
る
こ
と
な
く
活
躍

し
た
傑
出
し
た
女
性
の
存
在
と
そ
の
功
績
を
提
示
す
る
こ
と
で
立
証
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
多
数
の
優
れ
た
ム
ス
リ
ム
女
性
が
存

在
し
た
史
実
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
ぜ
後
世
に
な
っ
て
ム
ス
リ
ム
女
性
の
極
め
て
悲
惨
な
状
況
が
生
じ
た
の
か
と
い
え
ば
︑
そ
れ
は

歴
史
の
経
緯
の
中
で
ム
ス
リ
ム
自
身
の
誤
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
理
解
が
蔓
延
し
支
配
的
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な

主
張
を
本
稿
で
は
便
宜
的
に
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
的
男
女
平
等
論
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
︒

こ
う
し
た
立
場
は
︑
当
時
の
ロ
シ
ア
の
論
壇
で
も
し
ば
し
ば
展
開
さ
れ
た
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
や
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
そ
の
も
の
を
女
性
の
ヴ

ェ
ー
ル
着
用
や
隔
離
の
慣
習
ゆ
え
に
﹁
本
質
的
に
男
性
が
女
性
を
抑
圧
す
る
野
蛮
で
後
進
的
な
文
化
﹂
と
決
め
つ
け
る
よ
う
な
︑
一
九
世
紀

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
言
語
を
取
り
込
ん
だ
本
質
主
義
的
で
植
民
地
主
義
的
な
論
調
と
は
一
線
を
画
す
る
性
格
の
も
の
だ
っ
た
と
み

る
こ
と
が
で
き
る⑥
︒
本
論
で
こ
れ
ら
を
取
り
上
げ
る
意
義
の
一
端
は
そ
の
点
に
も
あ
り
︑
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︑
ロ
シ

ア
帝
国
か
ら
ロ
シ
ア
語
で
発
信
さ
れ
た
ム
ス
リ
ム
女
性
解
放
論
を
︑
例
え
ば
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
ア
ハ
メ
ド
︵
二
〇
〇
〇
︶
が
イ
ギ
リ
ス
と

そ
の
植
民
地
エ
ジ
プ
ト
を
事
例
に
論
じ
た
よ
う
な
議
論
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
た
い
︒

そ
れ
で
は
以
下
︑
両
者
の
著
作
を
適
宜
比
較
参
照
し
な
が
ら
論
を
進
め
た
い
︒
以
下
に
お
い
て
︑
Ｌ
は
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
と
そ
の
著
作
︑
Ａ
は

ア
ガ
エ
フ
と
そ
の
著
作
を
示
す
こ
と
と
す
る
︒
Ｌ
︑
Ａ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
続
く
丸
数
字
は
本
稿
の
た
め
に
便
宜
的
に
付
し
た
通
し
番
号
で
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あ
る
︒
ま
た
︑
ペ
ー
ジ
数
は
そ
れ
ぞ
れ
の
原
書
に
付
さ
れ
て
い
る
ペ
ー
ジ
数
で
あ
る
︒
日
本
語
訳
は
筆
者
に
よ
る
試
訳
で
あ
り
︑
訳
文
に
お
い

て
﹇

﹈
で
囲
っ
た
部
分
は
筆
者
に
よ
る
補
足
な
い
し
説
明
で
あ
る
︒

①

例
え
ば
磯
貝
︵
二
〇
一
四
︶
は
︑
タ
タ
ー
ル
語
の
一
次
史
料
に
基
づ
い
て
二
〇

世
紀
初
頭
の
タ
タ
ー
ル
人
女
性
の
言
論
活
動
や
女
子
教
育
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
︒

②

レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
に
関
す
る
重
要
な
先
行
研
究
と
し
て
は
︑
F
indley
(1998)︑

О
л
ж
ай

(2010)︑
O
lcay
(2017)
が
あ
る
︒
い
ず
れ
も
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
の
人
と
な

り
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
数
少
な
い
資
料
と
し
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
側
の
資
料
︑
主

と
し
て
ア
フ
メ
ト
・
ミ
ド
ハ
ト
が
残
し
た
著
作
︑
書
簡
︑
そ
の
他
の
関
連
資
料
に

依
拠
し
て
い
る
が
︑
前
者
は
基
本
的
に
ミ
ド
ハ
ト
研
究
で
あ
り
︑
後
二
者
︵
同
一

研
究
者
で
あ
る
︶
は
ト
ル
コ
に
お
け
る
ロ
シ
ア
文
学
と
い
う
観
点
か
ら
翻
訳
者
・

文
学
の
仲
介
者
と
し
て
の
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
に
着
目
し
た
も
の
で
︑
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ

の
ム
ス
リ
ム
女
性
解
放
論
は
そ
の
視
野
に
さ
ほ
ど
入
っ
て
い
な
い
︒
R
orlich

(2016)
に
も
ロ
シ
ア
帝
政
末
期
の
ム
ス
リ
ム
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
観
点
か
ら
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
︵
お
よ
び
若
干
の
ア
ガ
エ
フ
︶
へ
の
言
及
が
あ

る
︒
ま
た
︑
磯
貝
真
澄
氏
に
よ
れ
ば
︑
現
代
の
ロ
シ
ア
の
タ
タ
ー
ル
ス
タ
ン
で
は

ヴ
ォ
ル
ガ
・
ウ
ラ
ル
地
方
の
女
性
を
め
ぐ
る
研
究
に
お
い
て
︑
一
部
の
研
究
者
が

レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
に
着
目
し
て
い
る
︵
二
〇
二
〇
年
九
月
一
二
日
開
催
の
﹁
中
央

ユ
ー
ラ
シ
ア
の
ム
ス
リ
ム
と
家
族
・
規
範
﹂
研
究
会
に
て
︶
︒

③

ア
ガ
エ
フ
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
︑
Shissler
(2003)
が
充
実
し
た
モ

ノ
グ
ラ
フ
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
女
性
解
放
論
は
彼
の
よ
り
大
き
な
テ
ュ
ル
ク
・

ム
ス
リ
ム
社
会
改
革
運
動
構
想
の
あ
く
ま
で
も
一
部
を
な
す
も
の
で
︑
彼
に
と
っ

て
の
重
要
性
は
二
義
的
な
も
の
だ
っ
た
と
の
分
析
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
カ
ー
ス
ィ

ム
・
ア
ミ
ー
ン
の
女
性
解
放
論
と
の
比
較
対
照
に
つ
い
て
も
若
干
言
及
が
あ
る
が
︑

同
時
代
の
女
性
解
放
論
と
の
共
振
や
共
鳴
と
い
う
視
点
は
な
い
︒
拙
稿
︵
帯
谷

二
〇
一
九
︶
で
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
ア
ガ
エ
フ
の
当
該
著
作
の
概
要

を
紹
介
し
た
︒
そ
の
他
︑А

л
и

-зад
е

(2015)
は
ア
ガ
エ
フ
の
当
該
著
作
の
ア
ラ

ビ
ア
語
翻
訳
の
経
緯
を
紹
介
し
て
い
る
︒
ア
ガ
エ
フ
の
後
半
生
︑
す
な
わ
ち
ト
ル

コ
共
和
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
︑
政
治
家
と
し
て
の
ア
ガ
エ
フ
に
つ
い
て
は
ト
ル

コ
で
多
数
の
文
献
が
あ
る
︒
ま
た
︑
現
代
の
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
に
お
い
て
現
代

の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
文
脈
で
﹁
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の

父
﹂
と
い
う
位
置
づ
け
の
も
と
︑
一
部
で
再
評
価
の
動
き
が
あ
る
︒

④

な
お
︑
オ
ス
ト
ロ
ウ
ー
モ
フ
は
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
著
作
の
主
張
が
同
じ
ロ
シ
ア

帝
国
領
内
の
ム
ス
リ
ム
地
域
で
も
中
央
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
極
め
て
否
定
的
に
受

け
止
め
ら
れ
た
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
︒

⑤

﹁
ギ
ュ
ル
ナ
ル
﹂
は
ト
ル
コ
語
で
バ
ラ
も
し
く
は
柘
榴
の
花
を
意
味
す
る
女
性

名
で
︑
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
滞
在
よ
り
も
以
前
か
ら
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
が
通
称
と
し
て
自

ら
好
ん
で
使
っ
て
い
た
︒

⑥

ロ
シ
ア
帝
国
に
お
い
て
ロ
シ
ア
・
ム
ス
リ
ム
女
性
に
向
け
ら
れ
た
本
質
主
義
的

で
植
民
地
主
義
的
な
視
線
や
言
説
に
つ
い
て
は
︑
例
え
ば
拙
稿
︵
帯
谷

二
〇
一

六
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
ま
た
︑
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
植
民
地
主
義
が
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
や
文
化
人
類
学
の
言
語
を
取
り
込
ん
で
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
そ
の
よ
う

な
視
線
を
向
け
て
い
た
と
い
う
議
論
は
ア
ハ
メ
ド
︵
二
〇
〇
〇
︶
に
詳
し
い
︒

第
一
章

二
つ
の
著
作
の
概
観

ま
ず
︑
二
つ
の
著
作
の
概
観
を
示
し
て
お
こ
う
︒
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
の
著
作
﹃
ム
ス
リ
ム
女
性
の
解
放
に
つ
い
て
﹄
は
一
九
〇
〇
年
に
︑
ア
ガ

ロシア帝国からムスリム女性の解放を訴える（帯谷）

119 (119)



エ
フ
の
著
作
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
に
よ
る
︑
そ
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
女
性
﹄
は
翌
一
九
〇
一
年
に
出
版
さ
れ
た
︒
前
者
は
全
三
六
ペ
ー
ジ
︑

後
者
は
全
五
九
ペ
ー
ジ
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
ロ
シ
ア
語
で
書
か
れ
︑
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
の
著
作
は
帝
都
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
︑
ア
ガ
エ
フ

の
著
作
は
ザ
カ
フ
カ
ー
ス
地
方
の
当
時
の
文
化
的
中
心
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
チ
フ
リ
ス
で
刊
行
さ
れ
た
こ
と
か
ら
︑
当
時
の
ロ
シ
ア
国
内
向
け

に
︑
ロ
シ
ア
語
の
論
壇
や
ロ
シ
ア
語
使
用
者
を
読
者
層
と
し
て
意
識
し
︑
上
述
の
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
や
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
そ
の
も
の
を
女
性

の
ヴ
ェ
ー
ル
着
用
や
隔
離
の
慣
習
ゆ
え
に
﹃
本
質
的
に
男
性
が
女
性
を
抑
圧
す
る
野
蛮
で
後
進
的
な
文
化
﹄
と
決
め
つ
け
る
よ
う
な
論
調
﹂
へ

の
反
論
も
し
く
は
挑
戦
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

構

成

両
著
作
に
は
章
立
て
や
小
見
出
し
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
論
の
運
び
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

Ｌ

ム
ス
リ
ム
女
性
の
現
状
／
ク
ル
ア
ー
ン
に
お
け
る
男
女
平
等
／
イ
ス
ラ
ー
ム
史
上
の
傑
出
し
た
女
性
た
ち
／
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
の
進
化

の
停
止
／
ム
ス
リ
ム
女
性
に
対
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
影
響
と
支
援
／
同
時
代
の
ム
ス
リ
ム
女
性
文
筆
家
た
ち
の
活
躍
／
同
時
代
の
ム
ス
リ

ム
︵
男
性
︶
著
述
家
た
ち
の
功
績
／
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
何
を
す
べ
き
か
︵
東
洋
学
協
会
の
組
織
化
と
教
育
支
援
︶

Ａ

ム
ス
リ
ム
女
性
の
現
状
／
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
反
イ
ス
ラ
ー
ム
的
文
献
／
女
性
を
尊
重
し
た
ム
ハ
ン
マ
ド
／
ク
ル
ア
ー
ン
と
ハ
デ
ィ
ー
ス
の

進
歩
性
／
女
性
の
地
位
・
権
利
に
関
す
る
問
題
︵
一
夫
多
妻
︑
隔
離
︑
ヴ
ェ
ー
ル
︑
相
続
︑
婚
姻
︶
／
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
女
性
の
発
展
の
歴
史

／
イ
ス
ラ
ー
ム
史
に
お
け
る
傑
出
し
た
女
性
た
ち
／
ム
ス
リ
ム
女
性
の
地
位
を
q
落
さ
せ
た
の
は
何
か
／
現
代
ム
ス
リ
ム
の
喫
緊
の
課
題
︵
女

性
問
題
の
解
決
と
文
字
改
革
︶

ム
ス
リ
ム
女
性
に
関
す
る
現
状
認
識

次
に
︑
ム
ス
リ
ム
女
性
解
放
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な
現
状
認
識
︑
す
な
わ
ち
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
へ
の
ま
さ
に
変
わ
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り
目
に
あ
っ
た
時
代
の
ム
ス
リ
ム
女
性
の
現
状
を
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
と
ア
ガ
エ
フ
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
記
述
を
以
下
に
示

そ
う
︒

Ｌ
①
﹁
き
わ
め
て
最
近
私
た
ち
は
︑
一
八
九
九
年
一
〇
月
の
ロ
ー
マ
王
立
大
学
で
行
わ
れ
た
第
一
二
回
﹇
国
際
﹈
東
洋
学
者
会
議
で
の
演
説
に
お
い
て
︑

ム
ス
リ
ム
女
性
の
解
放
の
必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
た
︒
⁝
こ
の
問
題
は
人
道
的
見
地
か
ら
重
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
︑
偉
大
な
文
化
的
意
義
を
持
っ
て
い

る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
私
た
ち
は
再
び
そ
の
解
決
の
道
を
示
し
︑
文
明
化
さ
れ
た
全
世
界
に
対
し
協
力
を
呼
び
掛
け
る
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
私
た
ち
の
世

紀
は
︑
ム
ス
リ
ム
女
性
を
今
置
か
れ
て
い
る
隷
属
状
態
か
ら
脱
出
さ
せ
る
︑
ま
さ
に
そ
の
時
だ
か
ら
で
あ
る
︒

狂
信
的
で
教
育
の
な
い
ム
ス
リ
ム
の
大
部
分
と
︑
そ
れ
に
加
え
て
イ
ス
ラ
ー
ム
を
知
ら
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
た
ち
は
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
は
社
会
生
活
か
ら

女
性
を
排
除
し
︑
男
性
と
同
様
の
教
育
を
受
け
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
理
解
し
て
い
る
︒
し
か
し
こ
れ
は
︑
そ
れ
と
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
︑

根
絶
せ
ね
ば
な
ら
な
い
偏
見
で
あ
る
⁝
︒
﹂
︵
三
～
四
頁
︶

Ｌ
②
﹁
そ
れ
か
ら
﹇
＝
ム
ス
リ
ム
の
文
明
の
進
歩
が
停
止
し
て
か
ら
﹈
と
い
う
も
の
ム
ス
リ
ム
女
性
は
ま
す
ま
す
男
性
の
我
儘
に
従
属
す
る
よ
う
に
な

り
︑
男
性
は
嫉
妬
深
い
横
暴
さ
に
よ
っ
て
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
は
女
性
に
学
び
や
男
性
と
同
等
の
権
利
を
持
つ
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
と
の
偽
り
の
教
義
で
女
性

を
説
得
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
し
ま
っ
た
︒

彼
女
﹇
＝
ム
ス
リ
ム
女
性
﹈
は
︑
彼
女
を
助
け
る
べ
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
影
響
が
及
ん
で
こ
な
か
っ
た
な
ら
永
久
に
奴
隷
に
留
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
﹂

︵
一
六
～
一
七
頁
︶

Ａ
①
﹁
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
か
く
も
顕
著
な
前
進
を
し
︑
文
明
化
さ
れ
た
諸
民
族
の
間
で
女
性
の
地
位
に
関
す
る
問
題
が
社
会
的
諸
機
関
と
優
れ
た
活
動

家
た
ち
の
頭
脳
を
と
ら
え
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
の
複
雑
化
し
た
社
会
生
活
が
︑
家
父
長
制
的
家
族
の
基
盤
を
引
き
裂
い
て
︑
家
族
を
代
表
す
る
男

性
と
い
う
当
た
り
前
の
庇
護
者
を
女
性
か
ら
奪
い
︑
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
ま
で
は
男
性
が
独
占
し
て
当
然
だ
と
思
わ
れ
て
き
た
舞
台
を
女
性

に
開
き
つ
つ
︑
女
性
に
自
分
の
生
活
と
糧
に
つ
い
て
自
ら
心
配
す
る
必
要
性
を
提
示
し
︑
そ
し
て
︑
つ
い
に
は
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
確
立
し
て
い
た
︑
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強
い
性
が
弱
い
性
を
隷
属
さ
せ
る
権
利
と
い
う
正
義
に
懐
疑
を
抱
き
︑
よ
り
繊
細
な
感
情
と
公
正
と
真
実
の
意
識
が
後
者
﹇
＝
弱
い
性
﹈
の
た
め
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
反
応
を
引
き
起
こ
し
︑
女
性
の
権
利
は
日
々
ま
す
ま
す
拡
大
し
︑
男
性
の
権
利
と
同
等
に
な
り
つ
つ
あ
る

ま
さ
に
こ
の
時

に
︑
ア
ジ
ア
と
ア
フ
リ
カ
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
を
信
仰
す
る
幾
百
万
も
の
女
性
が
︑
明
ら
か
に
︑
最
も
苦
し
く
光
の
当
た
ら
な
い
隷
属
の
運
命
を
余
儀
な
く

さ
れ
︑
最
低
限
の
人
間
と
し
て
の
権
利
の
み
な
ら
ず
︑
例
え
ば
自
然
な
成
長
や
自
由
な
呼
吸
と
い
っ
た
動
物
や
植
物
な
ど
低
級
な
生
物
が
享
受
し
て
い
る

権
利
さ
え
奪
わ
れ
て
い
る
︒
﹂
︵
一
～
二
頁
︶

Ａ
②
﹁
ム
ス
リ
ム
女
性
の
現
状
は
︑
そ
の
全
般
的
な
苦
難
と
暗
澹
さ
に
も
関
わ
ら
ず
︑
未
だ
強
力
な
抗
議
も
確
信
的
な
改
革
者
も
呼
び
起
こ
し
て
は
い

な
い
︒
時
折
ト
ル
コ
や
エ
ジ
プ
ト
の
刊
行
物
で
は
女
性
擁
護
の
声
が
上
が
り
︑
勇
気
あ
る
人
々
が
ム
ス
リ
ム
女
性
の
あ
り
得
な
い
現
状
︑
家
族
や
社
会
に

お
け
る
そ
の
破
滅
的
な
結
末
︑
ム
ス
リ
ム
に
お
け
る
女
性
の
生
活
条
件
の
改
善
の
必
要
性
︑
知
的
身
体
的
才
能
を
束
縛
す
る
眼
差
し
か
ら
の
ム
ス
リ
ム
女

性
の
解
放
に
つ
い
て
語
り
始
め
て
い
る
︒
し
か
し
こ
れ
は
今
の
と
こ
ろ
ま
だ
︑
お
ど
お
ど
と
し
た
︑
決
然
と
し
な
い
声
で
あ
り
︑
大
き
な
但
し
書
き
を
伴

っ
た
り
︑
し
ば
し
ば
直
截
的
で
な
く
ほ
の
め
か
し
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
︒
そ
れ
ら
は
ム
ス
リ
ム
社
会
に
特
別
な
影
響
を
与
え
て
い
な
い
し
︑
与
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
だ
︒
﹂
︵
二
～
三
頁
︶

Ａ
③
﹁
ム
ス
リ
ム
に
お
け
る
女
性
の
現
状
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
我
々
が
主
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
に
暮
ら
し
て
い
る
上
流

社
会
の
人
々
を
背
教
者
を
見
る
か
の
よ
う
に
見
︑
そ
の
内
部
で
は
女
性
が
絶
望
的
に
悲
惨
な
状
況
の
ま
ま
に
残
さ
れ
て
い
る
︑
ム
ス
リ
ム
大
衆
で
あ
る
︒
﹂

︵
四
頁
︶

結
論
と
し
て
の
焦
眉
の
課
題

イ
ス
ラ
ー
ム
的
男
女
平
等
論
に
立
っ
て
論
を
展
開
し
た
後
︑
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
︑
ア
ガ
エ
フ
と
も
最
後
に
﹁
今
︑
何
を
す
べ
き
か
﹂
に
言
及
し
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て
い
る
︒
そ
れ
を
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
は
﹁
私
た
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
﹂
と
し
て
︑
し
か
し
自
分
が
身
近
に
接
し
て
き
た
タ
タ
ー
ル
人
女
性
や
オ
ス
マ

ン
帝
国
の
女
性
た
ち
に
多
大
な
シ
ン
パ
シ
ー
を
抱
く
立
場
か
ら
︑
ア
ガ
エ
フ
は
シ
ー
ア
派
ム
ス
リ
ム
︵
す
な
わ
ち
ペ
ル
シ
ア
的
な
︶
の
出
自
を
持

ち
な
が
ら
パ
ン
・
テ
ュ
ル
ク
主
義
に
傾
倒
し
て
い
く
改
革
派
と
し
て
の
立
場
か
ら
︑
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒

Ｌ
③
﹁
⁝
東
洋
の
知
的
復
興
と
い
う
こ
の
偉
大
な
課
題
に
お
い
て
︑
私
た
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
最
も
活
動
的
な
参
画
を
す
る
義
務
が
あ
る
︒
か
つ
て
私

た
ち
は
多
く
を
東
洋
か
ら
借
用
し
た
が
︑
今
度
は
︑
最
新
の
文
明
が
そ
の
啓
蒙
と
人
道
的
影
響
を
東
洋
と
分
か
ち
合
う
と
い
う
精
神
的
な
義
務
が
あ
る
の

だ
︒東

洋
を
何
世
紀
に
も
わ
た
る
眠
り
か
ら
目
覚
め
さ
せ
よ
う
！
そ
の
た
め
に
私
た
ち
は
ま
ず
第
一
に
︑
東
洋
学
協
会
の
諸
支
部
の
設
立
を
提
案
し
︑
そ
の

助
け
に
よ
っ
て
東
洋
の
諸
民
族
の
知
的
物
質
的
要
求
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
よ
う
に
西
洋
と
東
洋
の
関
心
を
つ
な
げ
つ
つ
︑
こ
れ
ら
の
協
会
は
あ

ら
ゆ
る
宗
教
的
政
治
的
問
題
の
外
で
活
動
す
べ
き
で
あ
る
︒
﹂
︵
二
五
～
二
六
頁
︶

Ｌ
④
﹁
東
洋
に
と
っ
て
最
良
な
の
は
︑
私
た
ち
が
差
し
伸
べ
て
い
る
親
密
な
手
を
振
り
払
わ
ず
︑
と
も
に
働
く
こ
と
だ
ろ
う
︒

私
た
ち
は
す
で
に
い
く
分
か
︑
よ
り
よ
い
未
来
に
近
づ
き
つ
つ
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
ム
ス
リ
ム
女
性
に
歴
史
的
権
利
を
取
り
戻
さ
せ
︑
宗
教
と
現
代
文

明
の
双
方
に
か
な
っ
た
生
活
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
全
精
力
を
も
っ
て
努
力
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
！

以
上
に
述
べ
た
こ
と
す
べ
て
を
結
ぶ
に
あ
た
り
︑
次
の
基
本
的
命
題
を
提
示
す
る
︒

一
．
イ
ス
ラ
ー
ム
は
ム
ス
リ
ム
女
性
が
男
性
と
平
等
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い

二
．
東
洋
へ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
紹
介
と
そ
れ
と
の
融
合
の
た
め
に
東
洋
学
協
会
の
組
織
化
を
進
展
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い

三
．
女
子
と
男
子
の
た
め
の
学
校
設
立
と
そ
こ
へ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
教
育
を
受
け
た
教
員
の
配
置
に
よ
っ
て
︑
ム
ス
リ
ム
女
性
だ
け
で
な
く
︑
ム
ス
リ
ム

男
性
の
教
育
レ
ベ
ル
も
あ
げ
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
︒

⁝
私
た
ち
の
さ
さ
や
か
な
努
力
が
実
り
な
く
終
わ
ら
ぬ
こ
と
を
︑
そ
し
て
到
来
し
た
新
世
紀
に
は
東
洋
と
西
洋
が
ひ
と
つ
に
調
和
す
る
文
化
の
融
合
が
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あ
る
い
は
生
じ
る
や
も
し
れ
ぬ
こ
と
を
期
待
す
る
︒
﹂
︵
三
五
～
三
六
頁
︶

Ａ
④
﹁
ム
ス
リ
ム
の
救
済
︑
そ
の
精
神
的
物
質
的
向
上
︑
さ
ら
に
は
政
治
的
向
上
さ
え
も
︑
二
つ
の
問
題
の
解
決
に
ひ
と
え
に
か
か
っ
て
い
る
︒
そ
れ

は
女
性
問
題
と
︑
文
字
改
革
問
題
で
あ
る
︒
⁝

女
性
に
身
体
的
発
達
を
許
さ
な
い
︑
息
の
詰
ま
る
よ
う
な
ハ
ー
レ
ム
の
雰
囲
気
の
中
で
︑
怠
惰
な
植
物
的
生
活
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
生
活
を
送
り

な
が
ら
︑
女
性
は
種
の
退
化
を
も
ま
た
少
な
か
ら
ず
助
長
し
た
︒
文
字
の
困
難
さ
は
識
字
教
育
を
強
く
阻
害
し
︑
女
性
の
知
能
と
心
が
明
晰
に
な
る
道
を

妨
害
し
て
い
る
︒
女
性
と
文
字
︑
こ
れ
ら
こ
そ
ム
ス
リ
ム
世
界
の
最
も
実
効
力
を
も
つ
二
つ
の
敵
で
あ
り
︑
ム
ス
リ
ム
世
界
を
徐
々
に
死
に
追
い
や
る
治

療
し
が
た
い
病
で
あ
る
︒
ご
く
最
近
に
な
っ
て
や
っ
と
︑
ム
ス
リ
ム
は
こ
の
二
つ
の
問
題
に
真
剣
な
関
心
を
向
け
始
め
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
に
関
係
し
て

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
﹇
＝
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
﹈
︑
カ
イ
ロ
︑
ボ
ン
ベ
イ
﹇
＝
現
ム
ン
バ
イ
﹈
︑
カ
ル
カ
ッ
タ
﹇
＝
現
コ
ル
カ
タ
﹈
で
な
さ
れ
︑
両
性
の

た
め
の
学
校
で
表
明
さ
れ
て
い
る
努
力
︑
文
字
改
革
に
向
け
て
の
お
ど
お
ど
と
し
た
試
み
の
中
の
努
力
は
十
分
で
は
な
い
︒
こ
れ
は
慢
性
の
︑
今
に
も
死

を
迎
え
そ
う
な
病
に
抗
す
る
効
き
目
の
弱
い
緩
和
剤
に
過
ぎ
な
い
︒
ム
ス
リ
ム
世
界
の
覚
醒
の
た
め
に
は
︑
そ
れ
が
文
明
化
さ
れ
た
諸
民
族
の
仲
間
に
入

る
た
め
に
は
︑
強
い
揺
さ
ぶ
り
が
必
要
で
あ
る
︒
ム
ス
リ
ム
も
改
革
の
自
ら
の
時
代
を
経
る
こ
と
︑
ム
ス
リ
ム
の
間
で
強
固
な
意
志
と
献
身
的
自
己
犠
牲

の
人
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
改
革
者
は
︑
以
上
に
見
た
よ
う
に
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
自
体
の
中
に
︑
そ
の
歴
史
と
伝
統
の
中
に
︑

恵
を
も
た
ら
す
土
壌
を
見
出
す
だ
ろ
う
︒
繰
り
返
す
が
︑
ク
ル
ア
ー
ン
も
︑
シ
ャ
リ
ー
ア
も
︑
そ
れ
自
体
は
進
歩
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
﹂
︵
五
七
～

五
九
頁
︶

二
つ
の
著
作
の
他
言
語
へ
の
翻
訳

二
つ
の
著
作
は
そ
れ
ぞ
れ
ロ
シ
ア
語
か
ら
他
の
言
語
に
翻
訳
︑
な
い
し
他
の
言
語
で
も
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ

ァ
の
著
作
に
つ
い
て
は
︑
一
九
〇
六
年
カ
イ
ロ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
語
版
の
刊
行
︑
一
九
〇
九
年
テ
ッ
サ
ロ
ニ
キ
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
雑
誌
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﹃
女
性
﹄
K
adın
に
お
け
る
オ
ス
マ
ン
語
版
の
掲
載
に
続
き
︑
一
九
一
九
年
に
は
タ
タ
ー
ル
語
版
か
ら
オ
ス
マ
ン
語
へ
の
翻
訳
が
行
わ
れ
た

︵
O
lcay
2017
︶
︒
ア
ガ
エ
フ
の
著
作
に
つ
い
て
は
︑
一
九
〇
五
年
に
ア
ラ
ビ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
︑
カ
イ
ロ
で
出
版
さ
れ
た
︵А

л
и

-зад
е

2015
︶
︒

こ
の
こ
と
も
︑
二
つ
の
著
作
が
ロ
シ
ア
帝
国
の
国
境
を
越
え
た
共
振
の
輪
の
中
に
あ
っ
た
こ
と
を
間
接
的
に
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

第
二
章

レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
と
ア
ガ
エ
フ
が
言
及
し
た
人
物
お
よ
び
文
献

さ
て
︑
タ
タ
ー
ル
人
の
文
化
的
中
心
地
カ
ザ
ン
で
生
ま
れ
育
っ
た
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
と
︑
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
シ
ー
ア
派
ム
ス
リ
ム
の
家
庭

に
生
ま
れ
た
ア
ガ
エ
フ
に
と
っ
て
︑
ム
ス
リ
ム
の
社
会
は
濃
淡
の
差
は
あ
れ
ご
く
身
近
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
前
者
は
ロ
シ
ア
帝
国
内
で
の
東
洋

学
者
と
の
交
流
と
国
際
東
洋
学
者
会
議
へ
の
度
重
な
る
参
加
に
よ
っ
て
︑
後
者
は
フ
ラ
ン
ス
留
学
に
よ
っ
て①
︑
そ
れ
ぞ
れ
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
け
る
東
洋
学
的
な
知
識
の
最
先
端
に
触
れ
る
機
会
を
持
ち
︑
そ
し
て
両
者
と
も
ア
ラ
ビ
ア
語
・
ペ
ル
シ
ア
語
・
テ
ュ
ル
ク
語
史
料
の
読
解

な
ど
に
自
ら
取
り
組
む
学
術
的
な
訓
練
も
受
け
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
的
男
女
平
等
論
を
語
る
に
あ
た
っ
て
︑
彼

ら
は
ど
の
よ
う
な
知
識
や
情
報
に
基
づ
い
て
論
を
構
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
は
著
作
に
お
い
て
ム
ス
リ
ム
女
性
の
解
放
と
い

う
点
で
取
り
上
げ
る
べ
き
多
く
の
人
名
や
著
作
名
に
言
及
は
し
て
い
る
が
︑
参
照
文
献
や
引
用
箇
所
を
具
体
的
に
示
し
て
い
な
い
︒
一
方
︑
ア

ガ
エ
フ
は
完
全
で
は
な
い
が
︑
参
照
文
献
や
引
用
元
を
提
示
し
て
い
る
︒

表
一
は
︑
両
者
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
て
い
る
人
物
お
よ
び
文
献
名
を
拾
い
出
し
︑
そ
れ
ら
を
ａ
～
ｄ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
て
︑
基
本
情

報
を
付
加
し
て
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
︒
カ
テ
ゴ
リ
ー
ａ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
史
上
の
傑
出
し
た
女
性
︑
カ
テ
ゴ
リ
ー
ｂ
は
お
お
む
ね
一
九
世
紀

中
に
学
術
研
究
や
言
論
活
動
を
行
っ
た
︑
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
や
ア
ガ
エ
フ
に
と
っ
て
ほ
ぼ
同
時
代
人
と
い
え
る
人
物
︵
︵
ｆ
︶
は
女
性
︑
︵
ｍ
︶
は
男

性
︶
︑
カ
テ
ゴ
リ
ー
ｃ
は
そ
の
他
の
歴
史
上
の
人
物
︑
カ
テ
ゴ
リ
ー
ｄ
は
文
献
名
で
あ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
内
で
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

順
に
な
ら
べ
︑
現
時
点
で
確
定
で
き
て
い
な
い
も
の
に
は
名
称
冒
頭
に
﹁
？
﹂
を
付
し
て
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
最
後
に
配
置
し
た
︒
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ

ァ
が
言
及
し
て
い
る
も
の
に
は
﹁
Ｌ
言
及
﹂
の
列
に
︑
ア
ガ
エ
フ
が
言
及
し
て
い
る
も
の
に
は
﹁
Ａ
言
及
﹂
の
列
に
そ
れ
ぞ
れ
○
印
を
入
力
し
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た
︒
な
お
︑
集
計
の
便
宜
上
︑
表
中
の
ア
ラ
ビ
ア
語
等
の
固
有
名
詞
に
つ
い
て
は
厳
密
な
転
写
で
は
な
く
︑
特
殊
文
字
や
記
号
を
使
わ
な
い
英

語
風
の
表
記
と
し
た
︒

表
一

レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
お
よ
び
ア
ガ
エ
フ
が
言
及
し
た
人
物
・
文
献

︵
カ
テ
ゴ
リ
ー
ａ
：
イ
ス
ラ
ー
ム
史
上
の
傑
出
し
た
女
性
︑
カ
テ
ゴ
リ
ー
ｂ
：
同
時
代
人
お
よ
び
お
お
よ
そ
一
九
世
紀
の
人
物
︵
ｆ
女
性
︑
ｍ
男
性
︶

カ
テ
ゴ
リ
ー
ｃ
：
ａ
・
ｂ
以
外
の
歴
史
上
の
人
物
︑
カ
テ
ゴ
リ
ー
ｄ
：
文
献
名
・
刊
行
物
名
︶

カ
テ
ゴ

リ
ー

人
物
名
ま
た
は
文
献
名

Ｌ
言
及

Ａ
言
及

備

考

ａ

A
i̓sha
bint
A
bu
B
akr

ア
ー
イ
シ
ャ

○

六
一
四
頃

-
六
七
八

ム
ハ
ン
マ
ド
の
妻
︑
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
の
娘

A
bbasa
bint
al-M
ahdi

ア
ッ
バ
ー
サ

○

七
九
八
没

ハ
ー
ル
ー
ン
・
ア
ッ
ラ
シ
ー
ド
の
妹

al-A
ruzie

ア
ル
・
ア
ル
ズ
ィ
エ

○

一
〇
五
八
／
五
九
歴

コ
ル
ド
バ
︑
文
法
と
叙
事
詩
の
教
授
︵
Ａ
︶
︑
ヴ
ァ
レ

ン
シ
ア
の
住
︑
文
章
家
雄
弁
家
︑
デ
ニ
ア
で
没

A
liyah
bint
al-M
ahdi︵
U̓
layya
bint
al-M
ahdi
と
も
︶

ア
リ
ヤ
ー
・
ビ
ン
ト
・
ア
ル
・
マ
フ
デ
ィ
ー

○

七
七
七

-
八
二
五

ハ
ー
ル
ー
ン
・
ア
ッ
ラ
シ
ー
ド
の
姉
妹
︑
音
楽
的
才
能

に
富
む

A
lm
a-K
hatun

ア
ル
マ
・
ハ
ト
ゥ
ン

○

ア
タ
ベ
ク
一
族
︑
シ
ー
ラ
ー
ズ
を
治
め
︑
芸
術
・
文
学
・
学
問
を
保
護
︑
神

の
よ
う
な
女
性
︵
Ａ
︶

A
sm
a
bint
A
bi
B
akr

ア
ス
マ

・
ビ
ン
ト
・
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル

○

六
九
二
没

ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
の
娘

B
uran
(B
uran
bint
al-H
asan)

ブ
ー
ラ
ー
ン

○

八
〇
六

-
八
八
四
／
八
五

マ
ア
ム
ー
ン
の
妻
︑
別
名
ハ
デ
ィ
ー
ジ
ャ
︑
執

政
ハ
サ
ン
・
ビ
ン
・
サ
ー
ル
の
娘

F
adl
ash-Shaira

フ
ァ
ド
ゥ
ル

○

八
七
四
没

ム
タ
ワ
ッ
キ
ル
時
代
の
女
性
詩
人
︵
Ｌ
︶
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
期
の

最
も
優
れ
た
詩
人
の
一
人
︑

バ
ス
ラ
出
身
︑
フ
ァ
ズ
ル
と
も

F
atim
a
bint
A
li
ibn
A
bi
T
alib

七
五
三
没

ウ
マ
ル
の
妹
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
︑
ウ
マ
ル
の
ム
ハ
ン
マ
ド
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フ
ァ
ー
テ
ィ
マ

○

殺
害
計
画
を
止
め
る
︑
夫
は
サ
イ
ー
ド

F
atim
a
bint
M
uham
m
ad
az-Zahra

フ
ァ
ー
テ
ィ
マ

○

六
〇
五
頃

-
六
三
三

ム
ハ
ン
マ
ド
と
ハ
デ
ィ
ー
ジ
ャ
の
娘
︑
ア
リ
ー
の
妻

H
afsa
ar-R
akuniyya

ハ
フ
サ
ー

○

一
一
九
〇
没

グ
ラ
ナ
ダ
の
詩
人
︑
グ
ラ
ナ
ダ
出
身
︑
才
能
・
美
・
富
・
ウ

ィ
ッ
ト
で
知
ら
れ
た
グ
ラ
ナ
ダ
の
貴
族
の
一
人
︑
Ｌ
に
よ
れ
ば
﹃
芳
香
﹄
に

言
及
あ
り

H
assana

ハ
ッ
サ
ー
ナ

○

Ａ
に
よ
れ
ば
コ
ル
ド
バ
の
著
名
女
性

H
ind
bint
U
tbah
ibn
R
abia

ヒ
ン
ド
・
ビ
ン
ト
・
ウ
ト
バ

○

六
三
五
没

ア
ブ
ー
・
ス
フ
ヤ
ー
ン
の
妻
︑
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
の
母

K
alayyeh
(al-K
alayyeh)

カ
ラ
イ
エ
︑
ア
ル
＝
カ
ラ
イ
エ
ー

○

グ
ラ
ナ
ダ
の
詩
人
︑
グ
ラ
ナ
ダ
出
身
︑
Ｌ
に
よ
れ
ば
﹃
芳
香
﹄
に
言
及
あ
り

K
hadija

ハ
デ
ィ
ー
ジ
ャ

○

Ａ
に
よ
れ
ば
サ
ラ
デ
ィ
ン
の
妻
︵
サ
ラ
デ
ィ
ン
の
妻
は
正
し
く
は
イ
ス
マ
ド

ゥ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ー
ミ
ナ

一
一
七
六

-
一
一
八
六
︶

K
hayzuran
(al-K
hayzuran
bint
A
tta)

ハ
イ
ズ
ラ
ー
ン

○

七
八
九
没

マ
フ
デ
ィ
ー
の
妻
︑
ハ
ー
ル
ー
ン
・
ア
ッ
ラ
シ
ー
ド
の
母

M
ihr-un-nissa
H
anum
(N
ur
Jahan)

ミ
フ
ル
ン
ニ
サ
ー
・
ハ
ー
ヌ
ム
︵
別
名
ヌ
ー
ル
・
ジ
ャ
ハ
ー
ン
︶

○

○

一
五
七
七

-
一
六
四
五
／
四
六

ム
ガ
ル
朝
ジ
ャ
ハ
ー
ン
ギ
ー
ル
の
妻
︑
一

六
一
一

-
一
六
二
七
は
実
質
的
な
支
配
者
︑
ラ
ホ
ー
ル
に
墓
廟
︑
英
の
詩
人

ト
ー
マ
ス
・
ム
ー
ア
に
よ
り
﹁
ラ
ッ
ラ
・
ル
ー
フ
﹂
と
う
た
わ
れ
た

N
azhun

ナ
ズ
ー
ン

○

一
二
世
紀
末
頃
の
グ
ラ
ナ
ダ
で
有
名
だ
っ
た
詩
人
︑
歴
史
と
文
学
に
通
じ
た

作
家
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
・
ア
ル
・
ガ
ッ
サ
ー
ニ
ー
の
娘
︑
Ｌ
に
よ
れ
ば
﹃
芳

香
﹄
に
言
及
あ
り

Q
atr
al-N
ada

カ
ト
ル
・
ア
ル
・
ナ
ダ
ー

(A
sm
a
bint
K
hum
araw
ayh
ibn
A
hm
ad

ibn
T
ulun)

○

九
〇
〇
没

ト
ゥ
ー
ル
ー
ン
朝
の
王
女
で
ム
ー
タ
デ
ィ
ド
に
嫁
ぐ
︑
豪
華
な

結
婚
式
の
様
子
は
エ
ジ
プ
ト
で
オ
ス
マ
ン
朝
期
ま
で
語
り
継
が
れ
た
ム
ク
タ

デ
ィ
ル
の
母
と
し
て
実
権
を
ふ
る
う

R
abi̓a
ur-R
ai

ラ
ー
ビ
ア

○

Ａ
に
よ
れ
ば
最
初
の
女
性
法
学
者

R
aziya
B
egum
(R
aziya
Sultana,
Jalalat
ud-D
in
R
aziya,
R
adiyya

一
二
〇
五

-
一
二
四
〇

デ
リ
ー
の
奴
隷
王
朝
︵
ア
ル
バ
リ
ー
朝
︶
第
五
代
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bint
Iltutm
ish
と
も
)

ラ
ズ
ィ
ー
ヤ
・
ベ
グ
ム

○

ス
ル
タ
ン
︒
ス
ル
タ
ン
で
あ
っ
た
イ
ル
ト
ゥ
ト
ム
シ
ュ

Iltutm
ish
の
娘
︑

母
は
ト
ゥ
ル
カ
ン
・
ハ
ト
ゥ
ン

T
urkan
K
hatum
︑
奴
隷
王
朝
お
よ
び
デ

リ
ー
・
ス
ル
タ
ン
朝
で
唯
一
の
女
性
君
主

Safia

サ
フ
ィ
ア
ー

○

グ
ラ
ナ
ダ
の
詩
人
︑
セ
ヴ
ィ
リ
ア
出
身
︑
弁
舌
・
詩
作
・
書
道
に
秀
で
て
い

た
︑
Ｌ
に
よ
れ
ば
﹃
芳
香
﹄
に
言
及
あ
り

Sakinah
bint
H
usayn
(=
F
atim
a
al-K
ubra
bint
H
usayn)

サ
キ
ナ
・
ビ
ン
ト
・
フ
サ
イ
ン

○

○

六
七
六

-
六
八
〇
／
六
八
一

イ
マ
ー
ム
・
フ
サ
イ
ン
の
娘
︑
ム
ハ
ン
マ

ド
の
ひ
孫
︑
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
の
孫

Sayyida
N
afisa

サ
イ
イ
ダ
・
ナ
フ
ィ
ー
サ

○

○

七
六
二

-
八
二
四

高
名
な
エ
ジ
プ
ト
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
学
者
︑
シ
ャ
ー
フ
ィ

イ
ー
の
師

Shajar
al-D
urr

シ
ャ
ジ
ャ
ル
・
ア
ッ
ド
ゥ
ル

○

？

-
一
二
五
七

エ
ジ
プ
ト
︑
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
サ
ー
リ
フ
の
妻
︑
マ
ム
ル
ー

ク
朝
初
代
君
主
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
史
上
最
初
の
女
性
ス
ル
タ
ン

Shuhda
bint
A
bi
N
asr
A
hm
ad
(F
akhrun-N
isa,
Shuhdah
al-

B
aghdadiyyah)

フ
ァ
フ
ル
ン
・
ニ
サ
ー

○

○

一
一
一
二
没

al
K
atibah
︵
女
性
書
家
︶
と
も
︒
フ
ァ
フ
ル
ン
・
ニ
サ
ー

は
尊
号
︵
ラ
カ
ブ
︶
で
﹁
女
性
の
誉
れ
﹂
の
意
︑
﹁
女
性
書
家
﹂
︵
シ
ュ
フ

ダ
・
カ
ー
テ
ィ
バ
︶
の
職
名
も
あ
り
︒
夫
は
ド
ゥ
ラ
イ
ニ
ー
︒
Ａ
に
よ
れ
ば

バ
グ
ダ
ー
ド
の
マ
ド
ラ
サ
で
文
学
を
講
義
︑
Ｌ
に
よ
れ
ば
シ
ェ
イ
ハ
・
シ
ュ

フ
ダ
と
も
呼
ば
れ
る

Sitt
al-M
ulk

シ
ッ
ト
ゥ
ル
・
ム
ル
ク

○

○

九
七
〇

-
一
〇
二
三

カ
リ
フ
・
ア
ル
=
ア
ズ
ィ
ー
ズ
・
ビ
ッ
ラ
ー
フ
の
娘
︑

ビ
ー
・
エ
ム
ル
・
イ
ッ
ラ
フ
の
姉
妹
・
学
者
・
ム
ス
リ
ム
た
ち
の
女
王

︵
Ａ
︶

T
akieh

タ
キ
イ
エ

○

ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
フ
ァ
ラ
ジ
ュ
・
イ
ス
フ
ァ
ハ
ー
ニ
ー
の
娘
︑
サ
ラ
デ
ィ
ン
の

時
代
に
歴
史
を
講
じ
︑
詩
に
も
秀
で
る

T
arkhan
K
hanom
(T
erken
K
hatun)

タ
ル
ハ
ン
・
ハ
ノ
ム
︵
テ
ル
ケ
ン
・
ハ
ー
ト
ゥ
ー
ン
︶

○

ア
タ
ベ
ク
・
サ
ア
ド

Sa̓
d
Il
ibn
A
bi
B
akr
の
妻
で
夫
の
死
︵
一
二
六

一
︶
の
後
ペ
ル
シ
ア
を
治
め
︑
学
問
と
芸
術
を
保
護
︵
Ａ
︶

T
urkan
K
hatun
(T
erken
K
hatun)

ト
ゥ
ル
カ
ー
ン
・
ハ
ー
ト
ゥ
ー
ン
︵
テ
ル
ケ
ン
・
ハ
ー
ト
ゥ
ー
ン
︶

○

一
〇
九
四
没

セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
マ
リ
ク
・
シ
ャ
ー
の
妻
と
な
っ
た
カ
ラ
ハ

ン
朝
の
姫
︑
ハ
ー
ト
ゥ
ー
ン
・
ウ
ル
・
ジ
ャ
ラ
ー
リ
エ
ー
ま
た
は
ジ
ャ
ラ
ー

リ
イ
ヤ
・
ハ
ー
ト
ゥ
ー
ン
︵
栄
光
夫
人
︶
の
異
名
あ
り

U
bayda
al-T
unburiya

オ
バ
イ
ダ
ー
︵
ウ
バ
イ
ダ
と
も
︶

○

八
三
〇
頃
活
躍

マ
ア
ム
ー
ン
と
ム
タ
ッ
ス
ィ
ム
の
時
代
の
歌
と
タ
ン
バ
リ

ン
の
名
手

U
m
m
al-B
anin
bint
A̓
bd
al-A
ziz
ibn
M
arw
an

ワ
リ
ー
ド
一
世
の
妻
︑
ウ
マ
ル
二
世
の
妹
︑
宮
廷
内
で
大
き
な
発
言
力
を
も
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ウ
ン
ム
・
ア
ル
・
バ
ニ
ー
ン

○

っ
た

U
m
m
al-K
hair
F
atim
a
(F
atim
a
bint
A
li
ibn
al-M
uzaffir
an-

N
isaburiyya)

ウ
ン
ム
・
ア
ル
＝
ハ
イ
ル
・
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ

○

○

一
〇
三
七

-
一
一
三
七

or
一
一
三
八

ニ
ー
シ
ャ
プ
ー
ル
で
神
学
を
講
義
︑

ク
ル
ア
ー
ン
学
者
で
も
あ
る

U
m
m
H
abiba
bint
A
bi
Sufyan

ウ
ン
ム
・
ハ
ビ
ー
バ

○

六
六
四
没

ア
ブ
ー
・
ス
フ
ヤ
ー
ン
の
娘

U
m
m
Salam
a

ウ
ン
ム
・
サ
ラ
マ

○

コ
ル
ド
バ
の
神
学
教
授
︵
Ａ
︶

U
m
m
Salm
a
(U
m
m
Salam
a)
al-M
akhzum
iyya

ウ
ン
ム
・
サ
ル
マ
︵
ウ
ン
ム
・
サ
ラ
ー
ム
と
も
︶

○

ア
ブ
ル
・
ア
ッ
バ
ー
ス
︵
イ
ブ
ン
・
サ
ッ
フ
ァ
ー
フ
︶
の
妻

U
m
m
ul-U
la

ウ
ン
ム
ル
・
ウ
ラ
︑
ウ
ン
ム
・
ア
ル
・
ウ
ラ
ー

○

一
二
世
紀
頃
活
躍
し
た
コ
ル
ド
バ
の
詩
人
︑
グ
ア
ダ
ラ
ハ
ラ
出
身
︑
父
ア

ブ
ー
ル
・
フ
サ
イ
ン
も
詩
人
︑
ハ
ッ
サ
ー
ナ
・
ア
ト
・
タ
ミ
ー
ミ
エ
ー
と
姉

妹

W
allada
bint
al-M
ustakfi

ワ
ッ
ラ
ー
ダ

○

九
九
四

-
一
〇
九
一

コ
ル
ド
バ
の
支
配
者
ム
ハ
ン
マ
ド
三
世
の
王
女
︑
詩

人
︑
多
く
の
同
時
代
の
詩
人
を
招
い
た
サ
ロ
ン
を
組
織

Zainab

ザ
イ
ナ
ブ

○

グ
ラ
ナ
ダ
の
詩
人
︑
出
版
者
ズ
ィ
ヤ
ー
ド
の
娘
︑
ハ
ム
ダ
と
姉
妹
︑
Ｌ
に
よ

れ
ば
﹃
芳
香
﹄
に
言
及
あ
り

Zainab
U
m
m
ul-M
uw
ayyid

ザ
イ
ナ
ブ
・
ウ
ン
ム
・
ウ
ル
・
ム
エ
イ
イ
ド

○

一
一
三
〇

-
一
二
一
八
／
一
九

一
二
世
紀
の
法
学
者

Zubaidah
bint
Jafar
ibn
M
ansur
(U
m
m
al-A
m
in)

ズ
バ
イ
ダ

○

○

七
六
六

-
八
三
一

ハ
ー
ル
ー
ン
・
ア
ッ
ラ
シ
ー
ド
の
妃

？

A
ishe
H
atun

ア
イ
シ
ェ
・
ハ
ト
ゥ
ン

○

Ｌ
に
よ
れ
ば
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
人
物

？

R
aiya

ラ
イ
ヤ

○

Ａ
に
よ
れ
ば
イ
ス
ラ
ー
ム
初
期
の
法
学
者
ラ
ー
ビ
ア
の
母

？

U
m
m
Ibrahim
F
atim
a
al-E
zdani

ウ
ン
ム
・
イ
ブ
ラ
ヒ
ム
・
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
・
ア
ル
・
エ
ズ
ダ
ニ
ー

○

Ｌ
に
よ
れ
ば
神
学
を
教
授
し
た
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ｂ
⒡

A
isha
E
i̓sm
at
T
aym
ur
(A
isha
al-T
aym
uriyya)

ア
ー
イ
シ
ャ
・
タ
イ
ム
ル

○

一
八
四
〇

-
一
九
〇
二

オ
ス
マ
ン
朝
エ
ジ
プ
ト
の
社
会
活
動
家
︑
詩
人
︑

作
家
︑
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト

F
atm
a
A
liye
T
opuz

フ
ァ
ト
マ
・
ア
リ
イ
ェ

○

○

一
八
六
二

-
一
九
三
六

オ
ス
マ
ン
帝
国
初
の
ト
ル
コ
人
女
性
作
家
︑
父
ジ

ェ
ヴ
デ
ト
・
パ
シ
ャ
︑
ア
フ
メ
ト
・
ミ
ド
ハ
ト
に
見
い
だ
さ
れ
る
︑
レ
ベ
ヂ

ェ
ヴ
ァ
と
交
流
あ
り

F
aw
w
az,
Zaynab

フ
ァ
ッ
ワ
ー
ズ
︑
ザ
イ
ナ
ブ

○

一
八
六
〇

-
一
九
一
四

レ
バ
ノ
ン
の
作
家
・
詩
人
︒
ア
ラ
ビ
ア
語
で
最
初

に
小
説
と
戯
曲
を
書
い
た
女
性
︒
筆
名

D
urrat
al-Sharq
︵
東
洋
の
真
珠
︶
︒

ム
ス
リ
ム
女
性
の
包
括
的
伝
記

K
itab
al-D
urr
al-M
anthur
fi
T
abaqat

R
abbat
al-K
hudur
[1896]
(T
he
B
ook
of
Scattered
P
earls

R
egarding
C
ategories
of
W
om
en,1894-95)
の
著
者

Jeshm
A
fet
H
anim

ジ
ェ
シ
ュ
ム
・
ア
フ
ェ
ト
妃

○

一
八
三
〇

-
一
九
〇
七

カ
イ
ロ
︑
ヘ
デ
ィ
ヴ
・
イ
ス
マ
イ
ル
・
パ
シ
ャ
の

第
三
未
亡
人
︑
ア
ラ
ブ
人
女
子
学
校
創
設

M
akbule
Lem
an
(F
atm
a
M
akbule
Lem
an)

マ
ク
ブ
レ
・
レ
マ
ン

○

一
八
六
五

-
一
八
九
八

オ
ス
マ
ン
帝
国
時
代
の
ト
ル
コ
人
女
性
詩
人
︑
ニ

ガ
ル
・
ハ
ヌ
ム
と
並
び
称
さ
れ
る

N
azliF
azil(Zainab
N
azliK
hanum
E
ffendi,Zainab
N
azliH
anim
)

ナ
ズ
リ
・
フ
ァ
ズ
ィ
ル
妃

○

一
八
五
三

-
一
九
一
三

エ
ジ
プ
ト
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
ー
朝
の
王
女
︑

文
学
サ
ロ
ン
を
復
活
さ
せ
た

N
igar
H
anım

ニ
ガ
ル
・
ハ
ヌ
ム

○

○

一
八
五
六

-
一
九
一
八

オ
ス
マ
ン
帝
国
初
の
ト
ル
コ
人
女
性
詩
人

？

M
arten,
E
m
e

○

Ｌ
に
よ
れ
ば
﹁
女
性
の
役
割
を
家
庭
の
差
配
の
み
に
限
定
し
︑
そ
の
目
的
の

た
め
に
の
み
彼
女
ら
を
養
育
す
る
こ
と
︑
そ
れ
は
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
市
民

の
家
庭
か
ら
世
を
統
べ
る
す
べ
て
の
間
違
い
と
思
い
こ
み
が
始
ま
る
こ
と
を

意
味
す
る
﹂
と
述
べ
た

？

N
azlı
H
anım

ナ
ズ
リ
・
ハ
ヌ
ム

○

N
azli
F
azil
の
こ
と
か
？

？

M
ariam
K
hadid

マ
リ
ア
ム
・
ハ
デ
ィ
ー
ド

○

エ
ジ
プ
ト
も
し
く
は
ア
ラ
ブ
の
作
家
？
Ｌ
に
よ
れ
ば
﹁
す
ば
ら
し
い
散
文
作

品
の
著
者
﹂

ｂ
⒨

[A
nquetil-]D
uperron,
A
braham
-H
yacinthe

﹇
ア
ン
ク
テ
ィ
ル
＝
﹈
デ
ュ
ペ
ロ
ン
︑
ア
ブ
ラ
ア
ム
・
ヤ
サ
ン
ト

○

一
七
三
一

-
一
八
〇
五

フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
者
︑
イ
ン
ド
研
究
︑
ゾ
ロ
ア

ス
タ
ー
教
研
究
︑
著
作
に

Zend
A
vesta
あ
り

A
hm
et
M
ithat
E
fendi

一
八
四
四

-
一
九
一
二

オ
ス
マ
ン
帝
国
の
文
壇
の
重
鎮
︑
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
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ア
フ
メ
ト
・
ミ
ド
ハ
ト
・
エ
フ
ェ
ン
デ
ィ

○

ト
︑
作
家
︒
﹃
真
実
の
翻
訳
者
﹄
紙
を
創
刊
︒
フ
ァ
ト
マ
・
ア
リ
イ
ェ
の
後

ろ
盾
と
な
り
︑
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
と
も
親
交
を
結
ん
だ
︒

D
arm
erteter,
Jam
es

ダ
ル
メ
ル
テ
テ
ー
ル
︑
ジ
ャ
ー
ム

○

一
八
四
九

-
一
八
九
四

フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
者
︑
著
書

Zend
A
vesta
︑

ア
ガ
エ
フ
の
指
導
教
授

de
La
V
aleé
[Poussin],
Louis

ド
ゥ
・
ラ
ヴ
ァ
レ
・
プ
サ
ン
︑
ル
イ

○

一
八
六
九

-
一
九
三
五

ベ
ル
ギ
ー
の
仏
教
学
者
︑
著
書

H
istoire
de
la

literature
français

de
Slane,
W
illiam
M
acG
uckin

ド
・
ス
ラ
ー
ヌ
︑
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
グ
キ
ン

○

一
八
〇
一

-
一
八
七
八
︑
フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
者
︑
ア
ラ
ビ
ア
語
学
者

du
M
éril,
É
délestand

デ
ュ
・
メ
リ
ル
︑
エ
デ
ル
ス
タ
ン

○

一
八
〇
一

-
一
八
七
一

フ
ラ
ン
ス
の
言
語
学
者
・
文
学
史
研
究
者
︑
著
書

P
oésies
populaires
latines
du
m
oyen
âge

K
hediv
Ism
ail
Pasha

へ
デ
ィ
ー
ヴ
・
イ
ス
マ
イ
ル
・
パ
シ
ャ

○

一
八
三
〇

-
一
八
九
五

エ
ジ
プ
ト
の
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
ー
朝
支
配
者
︑

ジ
ェ
シ
ュ
ム
・
ア
フ
ェ
ト
の
夫
︵
在
位
一
八
六
三

-
一
八
九
七
︶

M
alabari,
B
ehram
ji
M
erw
anji

マ
ラ
バ
ー
リ
︑
ベ
フ
ラ
ー
ム
ジ
・
メ
ル
ワ
ー
ン
ジ

○

一
八
五
三

-
一
九
一
二

イ
ン
ド
人
の
詩
人
︑
著
述
家
︑
改
革
者

M
ashanov,
M
ikhail.
A
.

マ
シ
ャ
ノ
フ
︑
ミ
ハ
イ
ル

○

一
八
五
二

-
一
九
二
四

ロ
シ
ア
の
東
洋
学
者
︑
カ
ザ
ン
神
学
ア
カ
デ
ミ
ー

教
授
︑
著
書А

р
а
ви

я
в

д
о
-м

а
го

м
е
т
а
н
с
к
о
м

п
е
р
и
о
д
е

M
ichel,
F
rancisque
(F
rançois-X
avier
M
ichel)

ミ
シ
ェ
ル
︑
フ
ラ
ン
シ
ス
ク

○

一
八
〇
九

-
一
八
八
七

フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
︑
言
語
学
者
︒
R
om
an
de

M
ahom
et
[1831]
の
著
者
の
一
人
？

M
uhannm
ad
A
li
Pasha

ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
ー
・
パ
シ
ャ

○

1769-1849
M
ehm
et
A
li
と
も
︒
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
エ
ジ
プ
ト
総
督
︑
ム

ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
ー
朝
初
代
君
主
︵
在
位
一
八
〇
五

-
一
八
四
九
︶
︑
改
革

主
義
者

M
uller,
F
riedrich
M
ax

ミ
ュ
ラ
ー
︑
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
マ
ッ
ク
ス

○

一
八
二
三

-
一
九
〇
〇

英
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
学
者

Petrov,
Pavel
Y
akolevich

ペ
ト
ロ
フ
︑
パ
ー
ヴ
ェ
ル

○

一
八
一
四

-
一
八
七
五

ロ
シ
ア
の
東
洋
学
者
︑
言
語
学
者
︒
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
︑
ア
ラ
ビ
ア
語
︑
ペ
ル
シ
ア
語
な
ど
多
く
の
言
語
に
通
じ
︑
ロ
シ
ア

で
最
初
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る

Q
asim
A
m
in

カ
ー
ス
ィ
ム
・
ア
ミ
ー
ン

○

一
八
六
三

-
一
九
〇
八

エ
ジ
プ
ト
の
法
律
家
︑
改
革
思
想
家
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R
aw
linson,
G
eorge

ロ
ー
リ
ン
ソ
ン
︑
ジ
ョ
ー
ジ

○

一
八
一
二

-
一
九
〇
二

イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
家
︑
神
学
研
究
者
︒
ヘ
ロ
ド
ト

ス
の
﹃
歴
史
﹄
の
英
訳
で
有
名
︒
著
書

T
he
Seventh
G
reat
O
riental

M
onarchy
(1875)

R
enan,
Joseph
E
rnest

ル
ナ
ン
︑
エ
ル
ネ
ス
ト

○

一
八
二
三

-
一
八
九
二

フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
者
︑
宗
教
史
学
者
︒
著
作

L
I̓slam
ism
e
et
L
a
Science:
conférence
faite
à
la
Sorbonne,
le
29

m
ars
1883.(1883);
N
ouvelles
É
tudes
d̓
H
istoire
R
eligieuse
(1884)

Sablukov,
G
ordii
Sem
enovich

サ
ブ
ル
コ
フ
︑
ゴ
ル
ヂ
ー

○

一
八
〇
三

-
一
八
八
〇

ロ
シ
ア
の
東
洋
学
者
︑
ア
ラ
ビ
ス
ト
︑
カ
ザ
ン
神

学
ア
カ
デ
ミ
ー
教
授
︑
ク
ル
ア
ー
ン
を
初
め
て
ア
ラ
ビ
ア
語
か
ら
露
訳

Scholl,
Jules-C
harles

シ
ョ
ル
︑
ジ
ュ
ー
ル
・
シ
ャ
ル
ル

○

一
八
五
〇

-
一
八
八
六

ス
イ
ス
の
ビ
エ
ン
ヌ
生
ま
れ
の
作
家
︑

詩
集
に

L
I̓slam
et
son
fondateur
(Paris,
Librairie
Sandoz
&

F
ischbacher
;N
euchâtel,Librairie
J.Sandoz
;G
enève,Librairie

D
esrogis,1877)
が
あ
る

Soloviev,
V
ladim
ir
Sergeevich

ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
︑
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル

○

一
八
五
三

-
一
九
〇
〇

ロ
シ
ア
の
哲
学
者
・
思
想
家
・
詩
人

Syed
A
m
eer
A
li

サ
イ
イ
ド
・
ア
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー

○

○

一
八
四
九

-
一
九
二
八

英
領
イ
ン
ド
の
法
律
家
・
歴
史
家
・
政
治
家
︑
イ

ン
ド
・
ム
ス
リ
ム
の
権
利
擁
護
活
動
と
イ
ス
ラ
ー
ム
史
執
筆
で
知
ら
れ
る
︒

？

W
asif

ワ
ス
ィ
フ
︵
エ
ジ
プ
ト
の
高
級
官
僚
︶

○

Ｌ
に
よ
れ
ば
エ
ジ
プ
ト
の
高
級
官
僚

ｃ

A
bd
ar-R
ahm
an
III

ア
ブ
ド
・
ア
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
三
世

○

八
八
九

-
九
六
一

後
ウ
マ
イ
ヤ
朝
第
八
代
ア
ミ
ー
ル
︑
初
代
カ
リ
フ

A
bu
B
akr

ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル

○

五
七
三

-
六
三
四

ム
ハ
ン
マ
ド
の
教
友
︑
﹁
ア
ッ
ラ
ー
の
使
徒
の
代
理
人
﹂

を
名
乗
っ
た
最
初
の
人
物
︑
ア
ー
イ
シ
ャ
の
父

A
bu
Sufyan
ibn
H
arb

ア
ブ
ー
・
ス
フ
ヤ
ー
ン

○

五
六
五

-
ｃ
．
六
五
三

メ
ッ
カ
の
ク
ラ
イ
シ
ュ
族
の
有
力
商
人
・
軍
事
指

導
者
で
ム
ハ
ン
マ
ド
を
迫
害
し
た
が
後
に
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
︑
息
子
ム

ア
ー
ウ
ィ
ヤ
は
後
に
ウ
マ
イ
ヤ
朝
を
創
設

A
bul
F
ed
(A
bu
al-F
araj
al-Isfahani)

ア
ブ
ル
・
フ
ェ
ド
︵
ア
ブ
ル
・
フ
ァ
ラ
ジ
ュ
・
イ
ス
フ
ァ
ハ
ニ

と
も
︶

○

○

八
九
七

-
九
六
七

ア
ラ
ブ
人
の
詩
歌
の
伝
記
集
成

K
itab
al-A
ghani︵
歌

の
書
︶
二
一
巻
の
編
纂
者

A
bu̓
l-H
asan
A
saf
K
han

ア
ー
サ
フ
・
ハ
ー
ン

○

一
五
六
九

-
一
六
四
一

ヌ
ー
ル
・
ジ
ャ
ハ
ー
ン
の
兄
︑
六
代
皇
帝
シ

ャ
ー
・
ジ
ャ
ハ
ン
の
宰
相
を
務
め
る
︑
ム
ム
タ
ー
ズ
・
マ
ハ
ル
の
父
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A
lexander
the
G
reat

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
︵
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
三
世
︶

○

Ｂ
Ｃ
三
五
六

-
三
二
三

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
ル
ゲ
ア
ス
朝
マ
ケ
ド
ニ
ア
王

国
の
王
︵
Ｂ
Ｃ
三
三
六
年

-
Ｂ
Ｃ
三
二
三
年
︶
︑
東
征
を
行
っ
た

al-H
akam
II

ハ
カ
ム
二
世

○

九
一
五

-
九
七
六

後
ウ
マ
イ
ヤ
朝
第
二
代
カ
リ
フ
︑
ア
ブ
ド
・
ア
ッ
ラ
フ

マ
ー
ン
三
世
の
子

A
li
ibn
A
bi
T
alib

ア
リ
ー

○

六
七
六

-
六
八
〇
／
六
八
一

第
四
代
正
統
カ
リ
フ
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
の
娘
フ

ァ
ー
テ
ィ
マ
と
結
婚

al-M
a̓
m
un
(A
bu
al-̓A
bbas
A̓
bd
A
llah
A
l-M
a̓
m
un
ibn
H
arun
al-

R
ashid)

マ
ア
ム
ー
ン

○

○

七
八
六

-
八
三
三

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
第
七
代
カ
リ
フ

al-M
as̓udi
(A
bu
al-H
asan
A
li
ibn
al-H
usayn
ibn
A
li-al-M
asudi

マ
ス
ウ
ー
デ
ィ
ー

○

八
九
六

-
九
五
六

歴
史
家
︑
ア
ラ
ブ
の
ヘ
ロ
ド
ト
ス
と
呼
ば
れ
る
︑
著
作

﹃
黄
金
の
牧
場
と
宝
石
の
鉱
山
﹄

al-M
uktafi
bi-illah
(A
bu
M
uham
m
ad
A
li
ibn
A
hm
ad)

ム
ク
タ
フ
ィ
ー

○

八
七
七
／
七
八

-
九
〇
八

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
第
一
七
代
カ
リ
フ
︵
九
〇
二

-

九
〇
八
︶
︑
カ
ト
ル
・
ア
ル
・
ナ
ダ
ー
の
息
子
︵
Ａ
は
こ
れ
を
ム
ク
タ
デ
ィ

ル
と
し
て
い
る
︶

al-M
u
tad
id
b
i-illah
(A
b
u
l-A
b
b
as
A
h
m
ad
ib
n
T
alh
a
al-

M
uw
affaq

ム
ウ
タ
デ
ィ
ド

○

八
五
三
／
四

-
九
〇
二

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
第
一
六
代
カ
リ
フ
︵
八
九
二

-
九

〇
二
︶
︑
カ
ト
ル
・
ア
ル
・
ナ
ダ
ー
の
夫

al-M
utaw
akkil
ala
A
llah
(A
bu
al-F
adl
Jafar
ibn
M
uham
m
ad
al-

M
utasim
billah)

ム
タ
ワ
ッ
キ
ル

○

八
二
二

-
八
六
一

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
第
一
〇
代
カ
リ
フ
︒
Ｌ
は
カ
ト
ル
・
ア

ル
・
ナ
ダ

の
息
子
と
し
て
い
る

al-Q
adir

ア
ル
・
カ
ー
デ
ィ
ル

○

九
四
七

-
一
〇
三
一

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
第
二
五
代
カ
リ
フ
︵
九
九
一

-
一
〇

三
一
︶
︑
Ｌ
で
は
カ
ー
デ
ィ
ル
・
ビ
ッ
ラ
ー
フ

al-Shafii
(A
bu
A
bdullah
M
uham
m
ad
b.
Idris
al-Shafii)

シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー

○

七
六
七

-
八
二
〇

イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
︑
ス
ン
ナ
派
法
学
四
大
イ
マ
ー
ム

の
一
人

al-Suyuti
︵
Jalaluddin
︶

ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
︵
ジ
ャ
ラ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ン
と
も
︶

○

一
四
四
五

-
一
五
〇
五

マ
ム
ル
ー
ク
朝
エ
ジ
プ
ト
の
学
者
・
歴
史
家
・
法

学
者
︑
著
書

T
arikh
al-khulafa
﹃
カ
リ
フ
の
歴
史
﹄

al-T
abari

タ
バ
リ
ー

○

八
三
八

-
九
二
三

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
神
学
者
・
歴
史
家
︑
著
書
﹃
諸
使
徒

と
諸
王
の
歴
史
﹄
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A
verroës
(A
bu
al
W
alid
M
uham
m
ad
ibn
A
hm
ad
ibn
R
ushd)

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
︵
イ
ブ
ン
・
ル
シ
ュ
ド
︶

○

一
一
二
六

-
一
一
九
八

コ
ル
ド
バ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
者
︑
医
学
者
︑
コ

ル
ド
バ
の
カ
ー
デ
ィ
ー
︑
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
ラ
テ
ン
名

B
erke

ベ
ル
ケ
﹇
・
ハ
ン
﹈

○

一
二
六
六
頃
没

ジ
ョ
チ
の
息
子
︑
バ
ト
ゥ
の
弟
︑
ジ
ョ
チ
・
ウ
ル
ス
の
第

五
代
君
主

B
ibliander,
T
heodor

○

一
五
〇
四

-
一
五
六
四

ス
イ
ス
の
東
洋
学
者

B
ilal
bin
R
abah
al-H
abashi

ビ
ラ
ー
ル
・
ビ
ン
＝
ラ
バ
ー
フ

○

五
八
〇

-
六
四
〇
頃

ム
ハ
ン
マ
ド
の
所
有
し
た
黒
人
奴
隷

D
ante
A
lighieri

ダ
ン
テ

○

一
二
六
五

-
一
三
二
一

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
詩
人
・
哲
学
者
・
政
治
家
︑
著

作
﹃
神
曲
﹄

F
irdaw
si
(H
akim
A
bu
Q
asim
M
ansur
ibn
H
asan
F
irdaw
si
T
usi

フ
ェ
ル
ド
ウ
ス
ィ
ー

○

九
三
四

-
一
〇
二
五

サ
ー
マ
ー
ン
朝
と
ガ
ズ
ナ
朝
時
代
の
ペ
ル
シ
ア
の
詩

人
︑
著
作
に
﹃
シ
ャ
ー
ナ
ー
メ
﹄
︵
王
の
書
︶

F
orster,
C
harles

フ
ォ
ー
ス
タ
ー
︑
チ
ャ
ー
ル
ズ

○

一
八
一
五

-
一
八
九
一

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
聖
職
者
︑
著
作
に

M
ahom
e-

tanism
unveiled
(1829)

H
arun
al-R
ashid
(al-R
ashid
bi-llah
A
bu
Jafar
H
arun)

ハ
ー
ル
ー
ン
・
ア
ッ
ラ
シ
ー
ド

○

○

七
六
三

-
八
〇
九

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
第
五
代
カ
リ
フ
︑
マ
フ
デ
ィ
ー
の
息
子
︑

﹃
千
夜
一
夜
物
語
﹄
の
主
人
公
︑
妻
は
ズ
バ
イ
ダ

H
ottinger,
Johann
H
einrich

ホ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ー
︑
ヨ
ハ
ン
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

○

一
六
二
〇

-
一
六
六
七

ス
イ
ス
の
言
語
学
者
︑
神
学
者

Ibn
B
attuta
(

イ
ブ
ン
・
バ
ト
ゥ
ー
タ

○

一
三
〇
四

-
一
三
六
八
／
六
九

モ
ロ
ッ
コ
出
身
の
旅
行
家
︑
著
作

T
uhfat

al-nazar
fi
garaib
al-am
sar
w
a-agaib
al-asfar﹃
諸
都
市
の
新
奇
さ
と

旅
の
驚
異
に
関
す
る
観
察
者
た
ち
へ
の
贈
り
物
﹄

Ibn
H
allikan

イ
ブ
ン
・
ハ
ッ
リ
カ
ン

○

一
二
一
一

-
一
二
八
二

歴
史
家
・
法
学
者
・
詩
人
︑
著
書
﹃
名
士
辞
典
﹄

Ibn
K
haldun

イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン

○

一
三
三
二

-
一
四
〇
六
歴
史
家
・
思
想
家
・
政
治
家
︒
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
最

大
の
学
者
と
も
︒
著
書
﹃
歴
史
序
説
﹄

Iltutm
ish

イ
ル
ト
ゥ
ト
ム
シ
ュ

○

デ
リ
ー
の
奴
隷
王
朝
︵
ア
ル
バ
リ
ー
朝
︶
の
ス
ル
タ
ン
︒
R
aziya
の
父

Im
am
al-D
in
al-R
azi
(Im
am
F
akhr
R
azi)

イ
マ
ー
ム
・
フ
ァ
フ
ル
・
ラ
ズ
ィ
ー

○

一
一
四
九
／
五
〇

-
一
二
〇
九
／
一
〇

イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
者
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Ja̓
far
al-B
arm
aki

ジ
ャ
ア
フ
ァ
ル
︵
A
ba-F
adl
と
も
︶

○

七
六
六
頃

-
八
〇
三

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
宰
相
の
息
子
︑
ハ
ー
ル
ー
ン
・
ラ

シ
ー
ド
の
寵
臣
︑
妹
ア
ッ
バ
ー
サ
の
夫

Jahangir
(N
ur̓ud-D
in
M
uham
m
ad
Jahangir)

ジ
ャ
ハ
ー
ン
ギ
ー
ル

○

一
五
六
九

-
一
六
二
七

ム
ガ
ル
帝
国
第
四
代
皇
帝

Leibniz,
G
ottfried
W
ilhelm

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
︑
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム

○

一
六
四
六

-
一
七
一
六

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
・
数
学
者

M
ahdi
(al-M
ahdi
A
bu
A
bd
A
llah
M
uham
m
ad
ibn
A
bd
A
llah
al-

M
ansur
ibn
M
uham
m
ad
ibn
A
bd
A
llah
ibn
A
li
ibn
A
bd
A
llah

ibn
A
bbas

マ
フ
デ
ィ
ー

○

七
四
四
／
五

-
七
八
五

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
第
三
代
カ
リ
フ

M
ansur
(A
bu
Ja̓
far
A̓
bd
A
llah
ibn
M
uham
m
ad
al-M
ansur)

マ
ン
ス
ー
ル

○

○

七
一
二
／
七
一
三

-
七
七
五

ア
ッ
バ
ー
ス
朝
第
二
代
カ
リ
フ
︑
彼
の
二
人

の
従
妹
が
ヴ
ィ
ザ
ン
チ
ン
と
の
戦
闘
に
参
加
し
軍
服
を
着
用

M
olla
F
atullah
K
ashani

モ
ッ
ラ
・
フ
ァ
ト
ゥ
ッ
ラ
ー
・
カ
ー
シ
ャ
ー
ニ
ー

○

一
五
八
〇
没

ク
ル
ア
ー
ン
注
釈
で
知
ら
れ
る
︑
T
afsir
m
inhaj
al-

Sadiqin
F
i
i̓lzam
al-M
ukhalifin

M
oore,
T
hom
as

ム
ー
ア
︑
ト
ー
マ
ス

○

一
七
七
九

-
一
八
五
二

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
作
家
︑
詩
人
︑
L
alla
R
ookh,

an
O
riental
R
om
ance
(1817)
ア
ガ
エ
フ
は
作
曲
家
と
し
て
い
る
が
︑

彼
の
詩
を
も
と
に
他
の
作
曲
家
ら
が
オ
ペ
ラ
作
品

N
egus
(N
ajashi,
K
ing
A
rm
ah,
E
lla
T
saham
な
ど
と
も
)

ネ
グ
ス
︵
ナ
ジ
ャ
ー
シ
ー
と
も
︶

○

五
六
〇

-
六
三
一

ア
ビ
シ
ニ
ア
王

N
ur
ad-D
in
(N
ur
ad-D
in
A
bu
al-Q
asim
M
ahm
ud
ibn
Im
ad
ad-

D
in
Zengi)

ヌ
リ
ッ
デ
ィ
ン
︵
ゼ
ン
ギ
ー
と
も
︶

○

一
一
一
八

-
一
一
七
四

ゼ
ン
ギ
ー
朝
︵
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
シ
リ
ア
の
オ
グ

ズ
・
テ
ュ
ル
ク
︶
の
一
員
︑
十
字
軍
と
の
戦
い
の
重
要
人
物

O
m
ar
K
hayyam

オ
マ
ル
・
ハ
イ
ヤ
ー
ム

○

一
〇
四
八

-
一
一
三
一

セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
期
の
ペ
ル
シ
ア
詩
人
︑
著
作
に

﹃
ル
バ
イ
ヤ
ー
ト
﹄

O
rcagna,
A
ndrea
(A
ndrea
di
C
ione
di
A
rcangelo)

オ
ル
カ
ー
ニ
ャ
︵
ア
ン
ド
レ
ア
・
デ
ィ
・
チ
ョ
ー
ネ
・
デ
ィ
・
ア
ル
カ
ン
ジ

ェ
ロ
︶

○

一
三
〇
八
頃

-
一
三
六
八
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
画
家
・
彫
刻
家
・
建
築
家

Ö
zbek
K
han

一
二
八
二

-
一
三
四
二

ジ
ョ
チ
・
ウ
ル
ス
︵
キ
プ
チ
ャ
ク
・
ハ
ン
国
︶
の
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ウ
ズ
ベ
ク
・
ハ
ン

○

第
一
〇
代
ハ
ン

Q
ays
ibn
A
sim

カ
イ
ス
・
イ
ブ
ン
・
ア
ス
ィ
ム

○

ア
ブ
ー
・
ダ
ー
ウ
ー
ド
ら
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
集
に
登
場
す
る
部
族
長
？

Salah
ad-D
in
(al-M
alik
an-N
asir
abu
al-M
uzaffar
Salah
ad-D
in

Y
usuf
bun
a̓yyub)

サ
ラ
デ
ィ
ン
︵
サ
ラ
ー
フ
ッ
デ
ィ
ー
ン
︶

○

一
一
三
七
／
一
一
三
八

-
一
一
九
三

ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
の
創
始
者
︵
一
一
六

九

-
一
一
九
三
︶
︑
第
三
回
十
字
軍
を
撃
破
し
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
英
雄
に

Shakespeare,
W
illiam

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア

○

一
五
六
四

-
一
六
一
六

イ
ギ
リ
ス
の
文
豪

T
im
ur-i
Lang
(T
im
ur)

タ
メ
ル
ラ
ン
︵
テ
ィ
ム
ー
ル
︶

○

一
三
三
六

-
一
四
〇
五

テ
ィ
ム
ー
ル
朝
の
創
始
者

T
urretin,
F
rancis
(F
rançois
T
urrettini)

フ
ラ
ン
シ
ス
・
チ
ュ
レ
ッ
テ
ィ
ン
︵
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
チ
ュ
レ
ッ
テ
ィ
ー
ニ
︶

○

一
六
二
三

-
一
六
八
七

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
神
学
者

U
m
ar
ibn
al-K
hattab

ウ
マ
ル
・
イ
ブ
ン
・
ア
ル
＝
ハ
ッ
タ
ー
ブ

○

五
九
二
頃

-
六
四
四

第
二
代
正
統
カ
リ
フ
︑
当
初
ム
ハ
ン
マ
ド
に
敵
対
す

る
が
イ
ス
ラ
ー
ム
受
容
︑
妹
の
名
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ

V
oltaire
(F
rançois-M
arie
A
rouet)

ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
︵
本
名
フ
ラ
ン
ソ
ワ
=
マ
リ
ー
・
ア
ル
エ
︶

○

一
六
九
四

-
一
七
七
八

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
・
文
学
者
・
歴
史
家
︒
啓
蒙

主
義

？

E
m
ir
A
sam
a

エ
ミ
ー
ル
・
ア
サ
マ

○

十
字
軍
と
の
戦
い
に
関
す
る
自
伝
を
残
し
た

？

K
am
us？

○

？

M
otam
idi-Saltan

○

ペ
ル
シ
ア
の
教
育
大
臣
︑
著
書

K
heirati
N
isan

？

A
hm
ed
M
akri︵
A
hm
ad
ibn
M
uham
m
ad
al-M
aggari
か
︶

ア
フ
マ
ド
・
イ
ブ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
マ
ッ
カ
リ
ー

○

一
五
七
八
頃

-
一
六
三
二
マ
グ
リ
ブ
出
身
の
歴
史
家
︒
著
作
に

N
afh
al-

tib
﹃
芳
香
﹄

？

Sultan
B
ereket

○

ベ
レ
ケ
・
ハ
ン
？
ク
リ
ミ
ア
ま
た
は
サ
ラ
イ
に
て
ウ
ズ
ベ
ク
・
ハ
ン
の
も
と

に
︵
Ｌ
︶

？

B
ekhlul̓

○

ハ
ー
ル
ー
ン
・
ア
ッ
ラ
シ
ー
ド
と
ズ
バ
イ
ダ
の
伝
説
に
登
場
す
る
人
物

ｄ

A
l
H
ilal

○

一
八
九
二
創
刊
︑
カ
イ
ロ
︑
月
刊
誌
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﹃
ア
ル
・
ヒ
ラ
ー
ル
﹄

A
l-Fatat

﹃
ア
ル
・
フ
ェ
タ
ト
﹄

○

エ
ジ
プ
ト
︑
一
八
八
一
創
刊

H
ind
M
aw
ful
N
air
に
よ
る

A
l-M
uktataf

﹃
ア
ル
・
ム
ク
タ
タ
フ
﹄

○

カ
イ
ロ
の
日
刊
紙
︑
一
八
八
九
創
刊
︑
カ
イ
ロ
近
郊
の
丘
の
名
前
か
ら

A
ravia
v
do-m
agom
etanskom
periode

﹃
ム
ハ
ン
マ
ド
以
前
の
時
期
に
お
け
る
ア
ラ
ビ
ア
﹄

○

M
.
M
ashanov
著

C
ontem
porary
R
eview

○

イ
ギ
リ
ス
の
雑
誌
︑
一
八
六
六
年
創
刊
︑
マ
ル
バ
ー
リ
の
論
文
が
掲
載
さ
れ

た

É
tude
d̓
histoire
réligieuse

○

E
.
R
enan
著

H
anım
lara
M
ahsus
G
azete

﹃
女
性
自
身
﹄
紙

○

オ
ス
マ
ン
朝
︑
オ
ス
マ
ン
語
新
聞
︑
ニ
ガ
ル
・
ハ
ヌ
ム
も
編
集
に
関
わ
る
︑

刊
行
時
期
一
八
九
五

-
一
九
〇
六

H
istoire
de
la
literature
français

○

L.
de
Lavaleé
著

K
itab
al-A
ghani

﹃
歌
の
書
﹄

○

○

A
bu
al-F
araj
al-Isfahani
編

K
itab
al-D
urr
al-M
anthur
fi
T
abaqat
R
abbat
al-K
hudur

○

一
八
九
六
年
の
フ
ァ
ッ
ワ
ー
ズ

F
aw
w
az
の
著
作
︵
T
he
B
ook
of

Scattered
P
earls
R
egarding
C
ategories
of
W
om
en
︶

K
itab
al-I̓
tibar

○

一
二
世
紀
の

U
sam
a
ibn-M
unqidh
︵
ア
ラ
ブ
・
シ
リ
ア
の
外
交
官
・
軍

人
・
ハ
ン
タ
ー
・
詩
人
︶
の
自
伝

L
alla
R
ookh,
an
O
riental
R
om
ance

﹁
ラ
ッ
ラ
・
ル
ー
フ
﹂

○

ト
ー
マ
ス
・
ム
ー
ア
作
︑
ア
ガ
エ
フ
は
オ
ペ
ラ
と
し
て
言
及

L
isan
al-H
al

○

ベ
イ
ル
ー
ト
の
週
刊
新
聞
︑
一
八
七
七
創
刊

L
I̓slam
et
son
fondateur

○

J.
Scholle
の
詩
集

M
ahom
etanism
unveiled:
an
inquiry
in
w
hich
that
arch-heresy,

its
diffusion
and
continuance,
are
exam
ined
on
a
new
principle,

tending
to
confirm
the
evidences,
and
aid
the
propagation
of
the

C
hristian
faith

○

C
.
F
orster
著
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M
enhag
al-Sadeghin

○

M
olla
F
atullah
K
ashani
の
タ
フ
シ
ー
ル
︵
ク
ル
ア
ー
ン
の
注
釈
書
︶
︑

ペ
ル
シ
ア
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

M
uruj
al-D
hahab
w
a
M
aadin
al-Jaw
ahir

﹃
黄
金
の
牧
場
﹇
と
宝
石
の
鉱
山
﹈
﹄

○

マ
ス
ウ
ー
デ
ィ
ー
著
︑
百
科
全
書
的
な
世
界
史
︑
九
四
七
年
完
成
︑
九
五
六

年
集
成
︑
約
六
〇
〇
ペ
ー
ジ

N
am
daran-ı
Zenan-ı
İslam
ıyan

﹃
偉
大
な
ム
ス
リ
ム
女
性
た
ち
﹄

○

フ
ァ
ト
マ
・
ア
リ
ィ
エ
著
︑
一
八
九
五
︵
一
八
九
二
と
し
て
い
る
情
報
も
︑

新
聞
掲
載
が
先
か
？
︶
︑
現
代
ト
ル
コ
語
で
は

Ü
nlü
İslam
K
adınları)

N
efh
al-tib

﹃
芳
香
﹄

○

ア
フ
マ
ド
・
イ
ブ
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
マ
ッ
カ
リ
ー
著
︑
前
半
は
イ
ス
ラ
ー

ム
時
代
の
イ
ベ
リ
ア
半
島
に
関
す
る
貴
重
な
情
報
源

P
oésies
populaires
latines
du
m
oyen
âge

○

E
del
du
M
éril
著
︑
一
八
四
七
年

R
om
an
de
M
ahom
et

○

F
.
M
ichelet
著

R
uba̓
iyat

﹃
ル
バ
ー
イ
ヤ
ー
ト
﹄

○

オ
マ
ル
・
ハ
イ
ヤ
ー
ム
著
︑
一
一
世
紀

Shah
N
am
ah

﹃
王
書
﹄

○

フ
ェ
ル
ド
ウ
ス
ィ
ー
著

T
ahrir
al-m
ara

﹃
女
性
の
解
放
﹄

○

Q
.
A
m
in
著
︑
カ
イ
ロ
︑
一
八
九
九

T
ercüm
an-ı
H
akikat

﹃
真
実
の
翻
訳
者
﹄

○

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
ミ
ド
ハ
ト
が
創
刊
し
た
日
刊
紙

T
he
Influence
of
W
om
en
in
Islam

○

Syed
A
m
eer
A
li
著
︑
T
he
N
ineteenth
C
entury,
X
LV
/267:755-

774,1899.︵
掲
載
雑
誌
は
イ
ギ
リ
ス
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
も
の
︶

T
he
M
ahom
et
and
the
M
ahom
etism

○

M
.
M
uller
著

T
he
Seventh
G
reat
O
riental
M
onarchy
[:
or
the
G
eography,

H
istory
and
A
ntiquities
of
the
Sassanian
or
N
ew
P
ersian

E
m
pire.
C
ollected
and
Illustrated
from
A
ncient
and
M
odern

Sources.)

○

G
.
R
aw
linson
著
︑
一
八
八
二

V
izantiiskaya
protivo-m
usul̓m
anskaya
literatura

﹃
ヴ
ィ
ザ
ン
ツ
の
反
ム
ス
リ
ム
文
献
﹄

○

カ
ザ
ン
宣
教
者
出
版

Izdanie
kazanskikh
m
issionerov
に
よ
る
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W
afayat
al-A
y̓an
w
a-A
nba
A
bna̓
az-Zam
an

﹃
名
士
辞
典
﹄

○

翻
訳
あ
り

de
Slein,W
.G
.,Ibn
K
hallikan's
biographical
dictionary,

vols.1-4,
Paris,1843-1871.

Zende
A
vesta

﹃
ア
ヴ
ェ
ス
タ
﹄

○

J.
D
arm
esteter
著

？
﹃
カ
リ
フ
の
文
化
﹄

○

W
.
M
.
de
Slane
著

？
﹃
イ
ク
ラ
ヤ
ト
﹄

○

エ
ジ
プ
ト
で
発
行
さ
れ
た
定
期
刊
行
物

？

E
l-Im
raat-fish-Shark

﹃
東
洋
に
お
け
る
女
性
﹄

○

W
asif
著

？

E
n-nisa-fil-Islam

﹃
ム
ス
リ
ム
女
性
﹄
︵
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
女
性
？
︶

○

Syed
A
m
eer
A
li
著

？

K
heirati
N
isan

︵
素
晴
ら
し
き
女
性
？
︶

○

ペ
ル
シ
ア
の
教
育
大
臣

M
otam
idi-Saltan
著
︵
Ａ
︶

？

M
adzhm
an-N
urein

○

︵
原
綴
・
備
考
に
つ
い
て
は
大
塚
︵
二
〇
〇
二
︶
お
よ
び

B
ew
ley
(2004)
を
主
に
参
照
︶

こ
の
う
ち
︑
カ
テ
ゴ
リ
ー
ａ
に
つ
い
て
は
︑
ハ
デ
ィ
ー
ジ
ャ
や
ア
ー
イ
シ
ャ
と
い
っ
た
ム
ハ
ン
マ
ド
の
妻
た
ち
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
の
娘
フ
ァ
ー

テ
ィ
マ
な
ど
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
に
連
な
る
イ
ス
ラ
ー
ム
的
女
性
の
理
想
像
と
さ
れ
る
よ
う
な
女
性
た
ち
の
ほ
か
︑
後
世
に
名
を
残
し
た
ハ
デ
ィ
ー

ス
学
者
や
ク
ル
ア
ー
ン
学
者
︑
詩
人
︑
統
治
者
︑
統
治
者
の
妻
な
ど
の
ム
ス
リ
ム
女
性
た
ち
で
あ
り
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
史
上
の
傑
出
し
た
女
性
を

語
る
際
に
今
日
で
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
人
物
が
お
お
む
ね
網
羅
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
れ
ら
の
女
性
た
ち
が
自
由
に
自
ら
の
意
志
で

様
々
な
活
動
を
行
い
え
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
例
え
ば
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
文
献
と
し
て
︑
イ
ブ
ン
・
ハ
ッ
リ

カ
ー
ン
の
﹃
名
士
辞
典
﹄
︑
歴
史
家
マ
ス
ウ
ー
デ
ィ
ー
の
﹃
黄
金
の
牧
場
と
宝
石
の
鉱
山
﹄
︑
﹃
千
夜
一
夜
物
語
﹄
︑
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
︑
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
東
洋
学
者
と
し
て
は
フ
ラ
ン
ス
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
グ
キ
ン
・
ド
・
ス
ラ
ー
ヌ
︑
ア
ブ
ラ
ア
ム
＝
ヤ
サ
ン
ト
・
ア
ン
ク
テ
ィ
ル
・
デ
ュ
ペ
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ロ
ン
ら
に
基
づ
い
て
い
る
︒
テ
ュ
ル
ク
人
の
女
性
に
つ
い
て
は
イ
ブ
ン
・
バ
ト
ゥ
ー
タ
︑
イ
ン
ド
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
女
性
に
つ
い
て
は
ト
ー

マ
ス
・
ム
ー
ア
の
詩
な
ど
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒

レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
と
ア
ガ
エ
フ
の
参
照
関
係
を
探
る
上
で
よ
り
重
要
な
の
は
︑
カ
テ
ゴ
リ
ー
ｂ
お
よ
び
カ
テ
ゴ
リ
ー
ｃ
の
一
部
で
あ
る
︒
そ
こ

で
は
︑
特
に
ア
ガ
エ
フ
に
お
い
て
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
・
作
家
・
著
述
家
ら
の
名
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
の
う
ち
カ
テ
ゴ

リ
ー
ｃ
に
含
め
た
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
反
イ
ス
ラ
ー
ム
的
文
献
﹂
の
作
者
︑
す
な
わ
ち
十
字
軍
と
い
う
時
代
的
背
景
の
も
と
で
ム
ハ
ン
マ

ド
を
﹁
角
の
生
え
た
悪
魔
﹂
や
民
を
邪
悪
に
引
き
入
れ
た
﹁
反
キ
リ
ス
ト
﹂
な
ど
と
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
あ
る
い
は
笑
い
飛
し
︑
パ
ロ
デ

ィ
ー
化
し
︑
歪
曲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
す
る
侮
蔑
的
な
描
写
や
評
価
を
行
っ
た
人
物
と
し
て
︑
ダ
ン
テ
︑
オ
ル
カ
ー
ニ
ャ

︵
画
家
︶
︑
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
︑
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
︑
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ト
ゥ
レ
ッ
テ
ィ
ー
ニ
︑
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
ら
が
列
挙
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
や
が

て
イ
ス
ラ
ー
ム
の
学
術
的
研
究
に
着
手
し
た
学
者
も
当
時
の
﹁
最
良
の
知
性
﹂
を
備
え
な
が
ら
も
︑
同
様
の
﹁
偏
見
﹂
に
浸
食
さ
れ
て
い
た
と

し
て
︑
テ
オ
ド
ー
ル
・
ビ
ブ
リ
ア
ン
ダ
ー
︑
ヨ
ハ
ン
・
ホ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ー
ら
が
俎
上
に
上
っ
て
い
る
︒
カ
テ
ゴ
リ
ー
ｂ
に
含
め
た
チ
ャ
ー
ル

ズ
・
フ
ォ
ス
タ
ー
は
一
九
世
紀
に
な
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
立
場
を
継
承
し
た
東
洋
学
者
と
し
て
提
示
さ
れ
る
︒

一
方
︑
そ
れ
ら
と
は
逆
に
︑
つ
い
に
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
対
す
る
理
解
と
共
感
を
表
明
す
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
世
紀
の
学
者
と
し
て
マ
ッ

ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
︑
ロ
シ
ア
の
哲
学
者
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ソ
ロ
ヴ
ィ
ヨ
フ
ら
を
ア
ガ
エ
フ
は
挙
げ
て
い
る
︒

そ
の
他
︑
ア
ガ
エ
フ
は
こ
の
著
作
で
︑
彼
自
身
の
ペ
ル
シ
ア
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ム
ス
リ
ム
女
性
の
無
権
利
状
態
や

地
位
の
q
落
の
原
因
を
﹁
ペ
ル
シ
ア
的
慣
習
﹂
に
帰
す
る
傾
向
が
強
い
の
だ
が
︑
そ
の
古
代
の
部
分
に
つ
い
て
語
る
に
あ
た
っ
て
︑
フ
ェ
ル
ド

ゥ
ス
ィ
ー
﹃
王
の
書
﹄
の
他
︑
ジ
ャ
ー
ム
・
ダ
ル
メ
ス
テ
テ
ー
ル②
︑
ジ
ョ
ー
ジ
・
ロ
ー
リ
ン
ソ
ン
ら
の
記
述
を
引
い
て
い
る
︒
ま
た
︑
ム
ハ
ン

マ
ド
以
前
の
ア
ラ
ブ
に
お
い
て
女
性
が
い
か
に
﹁
野
蛮
な
慣
習
﹂
に
取
り
巻
か
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
︑
例
え
ば
女
児
が
生
ま
れ
た
場
合
に

は
不
吉
と
み
な
さ
れ
︑
砂
に
埋
め
た
り
︑
奴
隷
と
し
て
売
っ
た
り
︑
家
畜
と
交
換
し
た
り
し
た
と
い
う
例
を
︑
ジ
ュ
ー
ル
＝
シ
ャ
ル
ル
・
シ
ョ

ル
︑
ロ
シ
ア
の
ミ
ハ
イ
ル
・
マ
シ
ャ
ノ
フ
に
依
拠
し
て
述
べ
︑
あ
る
い
は
一
夫
多
妻
や
女
性
の
無
権
利
状
態
に
つ
い
て
︑
シ
ー
ア
派
で
最
も
権
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威
の
あ
る
ク
ル
ア
ー
ン
の
注
釈
書
と
さ
れ
る
モ
ッ
ラ
ー
・
フ
ァ
ト
ゥ
ッ
ラ
ー
・
カ
ー
シ
ャ
ー
ニ
ー
や
︑
イ
ブ
ン
・
ハ
ル
ド
ゥ
ー
ン
か
ら
引
用
し

て
い
る
︒

一
方
︑
ム
ハ
ン
マ
ド
が
そ
れ
ら
の
野
蛮
な
慣
習
に
反
対
し
︑
い
か
に
女
性
を
尊
重
し
た
か
を
語
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
ク
ル
ア
ー
ン
︵
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
諸
語
か
ら
の
翻
訳
で
な
く
︑
初
め
て
直
接
ア
ラ
ビ
ア
語
か
ら
ロ
シ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
た
ゴ
ル
ヂ
ー
・
サ
ブ
ル
コ
フ
訳
を
用
い
て
い
る
︶
︑
イ
マ
ー
ム
・
フ

ァ
フ
ル
・
ラ
ー
ズ
ィ
ー
︑
モ
ッ
ラ
ー
・
フ
ァ
ト
ゥ
ッ
ラ
ー
・
カ
シ
ャ
ー
ニ
ー
ら
に
依
拠
し
て
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
は
理
想
と
し
て
は
一
夫
一
妻
を
志

向
し
て
い
る
と
主
張
し
た
︒
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
者
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ル
ナ
ン③
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
の
引
用
が
多
い
︒

ア
ガ
エ
フ
は
野
蛮
な
慣
習
と
し
て
一
夫
多
妻
︑
隔
離
︑
ヴ
ェ
ー
ル
︑
相
続
や
結
婚
に
お
け
る
女
性
の
無
権
利
状
態
を
挙
げ
て
い
る
が
︑
基
本

的
に
は
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
も
同
様
の
立
場
を
取
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
は
ム
ス
リ
ム
女
性
の
﹁
顔
の
覆
い
﹂
に
対
し

て
﹁
ま
っ
た
く
宗
教
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
︑
野
蛮
な
慣
習
﹂
︵
一
九
頁
︶
と
述
べ
︑
そ
し
て
こ
れ
ら
が
広
ま
っ
た
こ
と
こ
そ
︑

ム
ス
リ
ム
文
明
の
進
化
の
停
止
と
ム
ス
リ
ム
女
性
の
地
位
の
q
落
の
象
徴
だ
と
と
ら
え
て
い
る
︒

注
①

ア
ガ
エ
フ
も
フ
ラ
ン
ス
留
学
時
代
の
一
八
九
二
年
指
導
教
授
と
と
も
に
ロ
ン

ド
ン
で
の
国
際
東
洋
学
者
会
議
に
参
加
し
た
経
験
が
あ
る
︵
Shissler
2003:66
︶
︒

注
②

Jam
es
D
arm
esteter︵
一
八
四
九
～
一
八
九
四
︶
︒
ア
ガ
エ
フ
の
フ
ラ
ン

ス
留
学
時
代
の
指
導
教
授
と
は
こ
の
ダ
ル
メ
ス
テ
テ
ー
ル
で
あ
る
︒
ゾ
ロ
ア
ス

タ
ー
学
の
分
野
で
顕
著
な
業
績
が
あ
る
︒

注
③

Joseph
E
rnest
R
enan
︵
一
八
二
三
～
一
八
九
二
︶
︒
そ
の
顕
著
な
植
民
地

主
義
や
初
期
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
点
で
同
時
代
に
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

た
フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
者
︒
ア
ガ
エ
フ
自
身
も
フ
ラ
ン
ス
で
そ
の
教
え
を
受
け
た

︵
Shissler
2003:66-67
︶
︒

第
三
章

イ
ス
ラ
ー
ム
的
男
女
平
等
論
の
参
照
関
係

レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
と
ア
ガ
エ
フ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
的
男
女
平
等
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
重
点
的
に
誰
の
ど
の
よ
う
な
著
作
や
主
張
を
参
照

し
た
の
だ
ろ
う
か
︒
両
者
の
著
作
の
記
述
の
検
討
と
︑
︵
現
時
点
で
は
限
定
的
で
は
あ
る
が
︶
そ
の
他
の
文
献
と
の
照
合
な
ど
の
作
業
の
結
果
︑
特

に
重
要
と
思
わ
れ
る
人
物
を
以
下
に
取
り
上
げ
る
︒
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カ
ー
ス
ィ
ム
・
ア
ミ
ー
ン

Q
a
s
im

A
m
in
︵
一
八
六
三
～
一
九
〇
八
︶

同
時
代
に
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
か
ら
発
信
さ
れ
た
ム
ス
リ
ム
女
性
解
放
論
と
し
て
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の
は
︑
し
ば
し
ば
ア
ラ
ブ
初
の
︵
し
か
も

男
性
の
︶
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
称
さ
れ
る
︑
エ
ジ
プ
ト
の
カ
ー
ス
ィ
ム
・
ア
ミ
ー
ン
と
︑
当
時
賛
否
両
論
の
大
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
巻
き
起
こ
し

た
と
言
わ
れ
る
そ
の
著
作
﹃
女
性
の
解
放
﹄
T
ahrir
al-m
ar̓
a︵
一
八
九
九
年
︶
お
よ
び
﹃
新
し
い
女
性
﹄
A
l-m
ar̓
a
al-jadida︵
一
九
〇
〇

年
︶
で
あ
ろ
う
︒
ア
ミ
ー
ン
は
女
性
の
初
等
教
育
推
進
︑
ヴ
ェ
ー
ル
廃
止
︑
一
夫
多
妻
の
禁
止
な
ど
を
掲
げ
︑
国
家
発
展
の
た
め
に
は
社
会
の

基
礎
と
な
る
家
族
を
支
え
る
女
性
の
解
放
が
必
要
だ
と
訴
え
︑
同
時
に
こ
れ
ら
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
に
反
し
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ

る
︵
A
m
in
2000
︶
︒

ア
ミ
ー
ン
の
著
作
の
刊
行
年
と
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
お
よ
び
ア
ガ
エ
フ
の
著
作
の
刊
行
年
に
注
目
す
れ
ば
︑
そ
れ
ら
は
あ
た
か
も
連
続
し
て
い
る

か
の
よ
う
に
も
見
え
る
︒
ア
ミ
ー
ン
の
著
作
が
そ
の
よ
う
な
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
と
ア
ガ
エ
フ
の

ア
ン
テ
ナ
に
も
当
然
そ
れ
は
触
れ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

実
際
︑
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
は
︑
次
の
よ
う
に
二
箇
所
で
ア
ミ
ー
ン
に
言
及
し
て
い
る
︒

Ｌ
⑤
﹁
私
た
ち
は
そ
こ
に
設
定
さ
れ
た
視
野
の
広
さ
に
お
い
て
傑
出
し
た
二
つ
の
著
作
︑
す
な
わ
ち
カ
イ
ロ
で
混
合
法
廷
を
代
表
す
る
カ
ー
ス
ィ
ム
・

ア
ミ
ー
ン
の
﹃
女
性
の
解
放
﹄
︑
そ
し
て
エ
ジ
プ
ト
の
高
級
官
僚
ワ
ス
ィ
フ
の
﹃
東
洋
に
お
け
る
女
性①
﹄
に
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
⁝
﹂︵
二
四
頁
︶

Ｌ
⑥
﹁
つ
い
最
近
︑
す
で
に
私
た
ち
が
先
に
言
及
し
た
ム
ス
リ
ム
︑
カ
ー
ス
ィ
ム
・
ア
ミ
ー
ン
・
ベ
イ
は
エ
ジ
プ
ト
で
ム
ス
リ
ム
女
性
の
利
益
を
擁
護

す
る
意
見
を
熱
く
表
明
し
︑
そ
の
た
め
に
次
の
も
の
を
求
め
て
い
る
︒

一
．
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
教
育
と
養
育
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二
．
あ
ら
ゆ
る
考
え
・
感
情
・
行
動
に
お
け
る
自
立

三
．
夫
の
選
択
に
あ
た
っ
て
の
自
由
の
付
与

四
．
妻
を
追
い
払
う
権
利
の
夫
か
ら
の
は
く
奪

五
．
一
夫
多
妻
を
禁
じ
る
法
律
の
制
定

こ
の
よ
う
に
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
を
熟
知
し
︑
信
仰
す
る
人
々
自
身
が
女
性
の
権
利
の
擁
護
者
と
し
て
意
見
表
明
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

東
洋
の
影
響
力
あ
る
人
物
た
ち
が
私
た
ち
の
ム
ス
リ
ム
女
性
解
放
に
関
す
る
考
え
の
実
質
的
な
実
現
を
支
援
し
︑
私
た
ち
の
ほ
う
へ
歩
ん
で
き
て
く
れ

る
こ
と
を
﹇
私
た
ち
は
﹈
期
待
し
て
い
る
︒
﹂
︵
三
三
～
三
四
頁
︶

一
方
︑
ア
ガ
エ
フ
は
︑
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
︑
Ａ
②
に
示
し
た
よ
う
に
﹁
刊
行
物
で
は
女
性
擁
護
の
声
が
上
が
り
︑

勇
気
あ
る
人
々
が
⁝
ム
ス
リ
ム
女
性
の
解
放
に
つ
い
て
語
り
始
め
て
い
る
﹂
と
言
及
し
て
い
る
が
︑
著
作
の
中
で
は
直
接
的
に
は
ア
ミ
ー
ン
の

名
に
は
触
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
彼
の
著
作
が
前
述
の
よ
う
に
一
九
〇
五
年
ア
ラ
ビ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
て
カ
イ
ロ
で
出
版
さ
れ
た
際
に
は
︑

そ
れ
は
訳
者
序
言
の
中
で
他
な
ら
ぬ
ア
ミ
ー
ン
に
捧
げ
ら
れ
た
︵А

л
и

-зад
е

2015
︶
︒

フ
ァ
ト
マ
・
ア
リ
イ
ェ

F
a
tm
a

A
liy
e

T
o
p
u
z
,
F
a
tm
a

A
liy
e

H
a
n
ım
︵
一
八
六
二
～
一
九
三
六
︶

し
ば
し
ば
ト
ル
コ
人
で
最
初
の
︑
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
最
初
の
女
性
小
説
家
と
評
さ
れ
る
フ
ァ
ト
マ
・
ア
リ
イ
ェ②
も
着
目
す
べ
き

人
物
で
あ
る
︒
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
に
関
す
る
先
行
研
究
に
お
い
て
す
で
に
彼
女
が
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
滞
在
時
に
ミ
ド
ハ
ト
を
通
じ
て
ア
リ
イ
ェ
と
直

接
の
交
流
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︵
O
lcay
2017
︶
︒
そ
れ
に
先
立
っ
て
︑
ア
リ
イ
ェ
は
﹃
名
高
き
ム
ス
リ
ム
女
性
﹄

N
am
daran-ı
Zenan-ı
İslam
ıyan
︵
一
八
九
五
年
︶
︑
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
の
女
性
﹄
N
isvan-ı
İslam
︵
一
八
九
六
年
︶
な
ど
の
作
品
を
発
表
し
て
お

り
︑
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
も
ア
ガ
エ
フ
も
著
作
の
中
で
ア
リ
イ
ェ
を
称
賛
し
て
い
る
︒
な
お
︑
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
は
ミ
ド
ハ
ト
の
勧
め
に
従
っ
て
︑
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﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
の
女
性
﹄
を
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
語
か
ら
フ
ラ
ン
ス
語
︵
タ
イ
ト
ル
は

L
es
Fem
m
es
M
uselm
annes︶
と
ア
ラ
ビ
ア
語
に
翻
訳

し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︵
O
lcay
2017
︶
︒
た
だ
し
︑
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
に
お
い
て
は
直
接
の
知
己
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
ア
リ
イ
ェ
へ

の
言
及
は
︑
以
下
の
よ
う
に
︑
か
な
り
あ
っ
さ
り
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

Ｌ
⑦
﹁
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
で
著
名
な
の
は
︑
き
わ
め
て
高
い
教
育
を
受
け
︑
い
く
つ
か
の
小
説
と
多
く
の
哲
学
的
論
考
を
書
い
た
女
性
フ
ァ

ト
マ
・
ア
リ
イ
ェ
・
ハ
ヌ
ム
︑
そ
し
て
そ
の
哲
学
的
書
簡
に
よ
り
﹇
有
名
な
﹈
マ
ク
ブ
レ
・
レ
マ
ン
・
ハ
ヌ
ム③
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
二
人
の
女
性
の
作
品
は

十
年
前
に
ア
フ
メ
ト
・
ミ
ド
ハ
ト
・
エ
フ
ェ
ン
デ
ィ
が
編
集
者
だ
っ
た
﹃
真
実
の
翻
訳
者
﹄
紙④
に
掲
載
さ
れ
た
が
︑
当
時
自
ら
の
署
名
を
付
す
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
﹂
︵
二
二
～
二
三
頁
︶

一
方
︑
ア
ガ
エ
フ
は
︑
こ
の
著
作
の
執
筆
時
に
は
ア
リ
イ
ェ
と
少
な
く
と
も
直
接
の
接
点
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
以
下
に
見
る
よ
う

に
︑
ア
リ
イ
ェ
を
歴
史
家
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
そ
し
て
︑
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
期
に
ペ
ル
シ
ア
的
慣
習
が
ア
ラ
ブ
に
受
容
さ
れ

た
こ
と
が
﹁
女
性
の
空
間
の
仕
切
り
﹂
ひ
い
て
は
﹁
女
性
の
覆
い
﹂
が
広
ま
る
契
機
と
な
っ
た
が
︑
た
だ
し
そ
の
初
期
に
お
い
て
そ
れ
は
決
し

て
女
性
を
抑
圧
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
主
張
を
ア
リ
イ
ェ
を
典
拠
と
し
て
述
べ
て
お
り
︑
彼
女
の
著
作
か
ら
か
な
り
の
分
量

を
引
用
し
て
い
る
︒

Ａ
⑤
︵
先
の
Ａ
②
に
続
く
﹁
そ
う
し
た
声
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
︑
カ
イ
ロ
︑
そ
の
他
ト
ル
コ
や
エ
ジ
プ
ト
の
地
方
都
市
に
お
け
る
女
子
学
校

開
設
や
︑
ム
ス
リ
ム
の
間
に
お
け
る
女
性
学
者
・
作
家
の
一
世
代
の
形
成
を
少
な
か
ら
ず
促
進
し
た
﹂
と
い
う
記
述
へ
の
注
と
し
て
︶
﹁
例
え
ば
︑
歴
史
家

と
し
て
は
フ
ァ
チ
マ
・
ア
リ
アА

л
и
а

,Ф
ат
ь
м
а

﹇
＝
フ
ァ
ト
マ
・
ア
リ
イ
ェ
﹈
︑
作
家
と
し
て
は
﹇
エ
ジ
プ
ト
の
﹈
ナ
ズ
リ
・
ハ
ヌ
ム
と
﹇
ト
ル
コ
の
﹈

ニ
ガ
ル
・
ハ
ヌ
ム
で
あ
る
︒
﹂
︵
三
頁
︑
脚
注
二
︶
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Ａ
⑥
﹁
﹁
事
実
は
事
実
な
の
で
あ
る
﹂
と
︑
ト
ル
コ
の
女
性
作
家
﹇
＝
フ
ァ
ト
マ
・
ア
リ
イ
ェ
﹈
は
そ
の
す
ば
ら
し
く
充
実
し
た
著
作
﹃
名
高
き
ム
ス
リ

ム
女
性
﹄
で
言
う
︒
﹁
ど
ん
な
色
欲
に
満
ち
た
で
っ
ち
あ
げ
も
預
言
者
の
光
あ
ふ
れ
る
姿
︑
と
り
わ
け
彼
﹇
＝
ム
ハ
ン
マ
ド
﹈
の
女
性
へ
の
態
度
に
︑
影
を

投
げ
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
﹂
﹁
歴
史
か
ら
見
て
も
確
実
に
わ
か
る
こ
と
だ
が
︑
﹂
と
彼
女
は
続
け
る
︑
﹁
ム
ハ
ン
マ
ド
と
最
初
の
カ
リ
フ
た
ち
の
も
と

で
は
女
性
は
完
全
に
自
由
に
男
性
と
交
流
し
︑
両
性
の
客
を
迎
え
︑
通
り
を
散
歩
し
︑
モ
ス
ク
な
ど
を
訪
れ
た
︒
⁝
あ
る
時
預
言
者
は
︑
ア
ブ
ー
・
バ
ク

ル
の
娘
ア
ス
マ
ー
﹇
＝
ア
ー
イ
シ
ャ
の
姉
﹈
の
体
の
一
部
が
薄
い
生
地
の
衣
服
の
陰
か
ら
見
え
て
い
る
の
に
気
づ
き
︑
こ
う
言
っ
た
︑
﹁
ア
ス
マ
ー
よ
︑
女

性
に
お
い
て
手
と
顔
以
外
の
い
ず
れ
か
の
体
の
部
分
が
見
え
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
︒
﹂
ム
ハ
ン
マ
ド
の
娘
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
は
父
の
死
後
︑
カ
リ
フ
﹇
と
な

っ
た
﹈
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
に
こ
の
よ
う
な
父
の
強
制
に
対
す
る
抗
議
を
表
明
し
た
︒
ム
ハ
ン
マ
ド
の
も
と
で
は
︑
若
い
寡
婦
が
知
己
を
得
て
﹇
次
の
﹈
夫

を
探
そ
う
と
公
共
の
場
所
に
姿
を
現
す
と
い
う
慣
習
さ
え
あ
っ
た
︒
⁝
﹂
︵
二
七
～
二
八
頁
︶

Ａ
⑦
﹁
⁝
﹇
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
期
の
女
性
の
﹈
サ
ロ
ン
で
の
も
て
な
し
は
重
荷
で
あ
り
︑
こ
れ
は
時
間
と
労
力
を
要
し
た
︑
な
ぜ
な
ら
︑
フ
ァ
ト
マ
・
ア

リ
イ
ェ
に
よ
れ
ば
︑
﹁
服
装
は
複
雑
に
な
り
︑
化
粧
品
が
流
行
し
︑
女
性
特
有
の
コ
ケ
ッ
ト
が
も
て
は
や
さ
れ
た
﹂
か
ら
だ
︒
こ
う
し
た
女
性
た
ち
は
用
務

で
あ
れ
︑
単
な
る
知
り
合
い
で
あ
れ
︑
常
に
客
を
も
て
な
す
準
備
が
で
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
面
倒
を
回
避
し
︑
部
屋
着
の

快
適
さ
を
も
っ
て
く
つ
ろ
ぐ
た
め
に
︑
シ
リ
ア
︑
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
︑
ペ
ル
シ
ア
の
貴
婦
人
の
例
に
な
ら
っ
て
︑
そ
の
陰
に
座
っ
て
誰
と
で
も
面
会
す
る
こ

と
が
で
き
る
仕
切
り
を
導
入
す
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の
だ
︒
こ
れ
が
ア
ラ
ブ
に
お
け
る
女
性
の
q
落
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
︒
こ
の
仕
切
り
は
や
が
て
︑

文
化
的
に
彼
ら
を
魅
了
し
凌
駕
し
た
シ
リ
ア
人
と
ペ
ル
シ
ア
人
を
模
倣
し
た
男
性
た
ち
の
関
与
の
も
と
︑
日
に
日
に
分
厚
い
も
の
に
な
り
︑
つ
い
に
は
透

か
し
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
中
国
の
壁
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
︒
﹇
と
は
い
え
﹈
九
～
一
〇
世
紀
の
こ
の
時
代
︑
カ
リ
フ
国
に
お
け
る
女
性
の
状
況
は
ま
だ

十
分
に
自
立
的
で
自
由
だ
っ
た
︒
﹂
︵
四
一
～
四
二
頁
︶

Ａ
⑧
﹁
﹁
し
か
し
当
時
の
﹇
＝
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
期
の
﹈
ハ
ー
レ
ム
は
﹂
と
フ
ァ
ト
マ
・
ア
リ
イ
ェ
は
言
う
︑
﹁
現
在
の
ハ
ー
レ
ム
と
は
何
の
関
連
も
な
く
︑

ペ
ル
シ
ア
の
ア
ン
ダ
プ
ンа

н
д
а
п
у
н

⑤

と
も
ギ
リ
シ
ア
の
ギ
ネ
ケ
イг

и
н
е
к
е
й

﹇
＝
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
女
性
の
居
室
﹈
と
も
似
て
い
な
か
っ
た
︒
こ
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れ
は
現
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
婦
人
の
サ
ロ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
女
主
人
は
そ
こ
で
︑
ま
っ
た
く
客
の
性
別
に
遠
慮
す
る
こ
と
な
く
︑
自
分
の
個
人

的
な
客
を
受
け
入
れ
た
︒
彼
女
は
そ
こ
で
夕
べ
を
催
し
た
り
︑
晩
餐
会
を
し
た
り
し
た
が
︑
夫
を
邪
魔
す
る
こ
と
は
な
く
︑
夫
は
﹇
自
宅
の
﹈
半
分
の
自

分
の
空
間
で
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
︒
﹂
こ
の
女
主
人
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
︑
家
族
と
社
会
に
お
け
る
自
分
の
役
割

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
︑
誰
に
囲
ま
れ
︑
彼
女
は
周
囲
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
︑
さ
て
我
々
は
そ
の
よ
う
な
女
性
た
ち
の
個
性
の
記
述
に
と

り
か
か
ろ
う
︒
⁝
︵
四
二
頁
︶

サ
イ
イ
ド
・
ア
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー

S
y
e
d

A
m
e
e
r
A
li︵
一
八
四
九
～
一
九
二
八
︶

次
に
ぜ
ひ
取
り
上
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
英
領
イ
ン
ド
の
歴
史
家
・
弁
護
士
で
︑
後
に
議
員
に
も
な
っ
た
サ
イ
イ
ド
・
ア
ミ
ー

ル
・
ア
リ
ー⑥
で
あ
る
︒
英
領
イ
ン
ド
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
本
国
に
お
い
て
イ
ン
ド
・
ム
ス
リ
ム
の
権
利
を
擁
護
す
る
活
動
を
広
く
展
開
し
た
改
革

主
義
者
と
し
て
知
ら
れ
︑
ま
た
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム
の
精
神
﹄
︵
A
li
1891
︶
や
﹃
サ
ラ
セ
ン
抄
史
﹄
︵
A
li
1899a
︶
な
ど
︑
英
語
で
執
筆
さ
れ
た
イ
ス

ラ
ー
ム
通
史
の
分
野
で
も
当
時
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
︒
こ
の
二
つ
の
著
作
に
は
ム
ス
リ
ム
女
性
に
関
す
る
章
や
節
が
設
け
ら
れ
て
お
り
︑

具
体
的
に
は
前
者
で
は
第
一
三
章
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
女
性
の
地
位
﹂
︑
後
者
で
は
第
二
五
章
﹁
回
顧
︵
続⑦
︶

バ
グ
ダ
ー
ド
﹂
の

﹁
女
性
﹂
お
よ
び
﹁
そ
の
地
位
﹂
と
い
う
連
続
し
た
節
︑
第
三
一
章
﹁
回
顧

グ
ラ
ナ
ダ
王
国
﹂
の
﹁
女
性
の
地
位
﹂
お
よ
び
﹁
女
性
学
者

た
ち
﹂
と
い
う
連
続
し
た
節
で
あ
る
︒

こ
こ
で
は
︑
ま
ず
先
に
ア
ガ
エ
フ
に
よ
る
言
及
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
︒
ア
ガ
エ
フ
は
ア
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー
の
﹁
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る

女
性
の
影
響
﹂
︵
A
li
1899b
︶
と
題
す
る
論
文
を
具
体
的
に
参
照
文
献
と
し
て
挙
げ
て
お
り
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

Ａ
⑨
﹁
ム
ハ
ン
マ
ド
の
娘
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
は
こ
の
時
期
の
ム
ス
リ
ム
女
性
の
典
型
で
あ
る
︒
そ
の
性
格
の
温
和
さ
︑
家
族
道
徳
︑
社
会
影
響
力
に
よ
り

す
べ
て
の
時
代
︑
す
べ
て
の
国
の
理
想
的
女
性
像
で
あ
る
︒
イ
ン
ド
の
作
家
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー
﹇
＝
サ
イ
イ
ド
・
ア
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー
﹈
は
最
も
信
頼
で
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き
る
史
料
に
基
づ
い
て
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
の
個
性
を
奇
跡
的
に
描
い
た
︒
夫
婦
間
の
愛
着
︑
相
思
相
愛
︑
子
供
へ
の
愛
は
現
在
に
い
た
る
ま
で
ム
ス
リ
ム
の

家
族
生
活
の
理
想
で
あ
る
︒
﹂
︵
三
四
頁
︶

こ
れ
に
続
く
イ
ス
ラ
ー
ム
史
上
の
優
れ
た
女
性
に
関
す
る
ア
ガ
エ
フ
の
記
述
は
︑
お
お
む
ね
サ
イ
イ
ド
・
ア
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー
の
前
述
の
論

文
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

一
方
︑
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
が
直
接
ア
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー
に
言
及
し
て
い
る
の
は
カ
ー
ス
ィ
ム
・
ア
ミ
ー
ン
に
つ
い
て
述
べ
た
Ｌ
⑤
に
続
く
部
分

で
あ
る
︒Ｌ

⑧
﹁
⁝
カ
ル
カ
ッ
タ
の
ム
ス
リ
ム
著
述
家
サ
イ
イ
ド
・
ア
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー
の
論
文
す
な
わ
ち
﹃
ム
ス
リ
ム
女
性⑧
﹄
も
取
り
上
げ
た
い
︵
二
五
頁
︶

上
記
の
言
及
自
体
は
シ
ン
プ
ル
き
わ
ま
り
な
い
が
︑
実
は
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
は
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
的
男
女
平
等
の
根
拠
を
語
る
に
当
た
っ
て
︑
そ

の
多
く
を
ア
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー
の
﹃
サ
ラ
セ
ン
抄
史
﹄
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
︑
照
合
の
結
果
︑
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
そ
の
対
応
関
係
の
一

部
を
以
下
に
示
そ
う
︒
︵
Ａ
Ａ
は
ア
リ
ー
の
著
作
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
を
示
し
︑
そ
の
訳
に
つ
い
て
は
﹃
サ
ラ
セ
ン
抄
史
﹄
の
一
九
二
一
年
改
訂
版
か
ら

の
邦
訳
の
復
刻
版
︵
ア
リ
ー

一
九
四
二
︶
の
訳
文
を
新
か
な
づ
か
い
・
新
字
体
で
示
す
︒
︶

Ｌ
⑨
︵
﹁
ア
ラ
ブ
文
明
の
最
盛
期
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
女
性
の
社
会
的
立
場
に
目
を
向
け
る
な
ら
︑
私
た
ち
は
︑
女
性
が
男
性
と
同
様
の
教
育
と
同
様
の

権
利
を
得
る
こ
と
を
イ
ス
ラ
ー
ム
が
妨
害
し
た
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
こ
と
を
目
に
す
る
︒
﹂
と
い
う
文
に
続
け
て
︶
﹁
実
際
︑
ウ
マ
イ
ヤ
朝
お
よ
び
初

期
の
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
時
代
の
バ
グ
ダ
ー
ド
で
は
︑
ム
ス
リ
ム
世
界
の
文
明
の
進
化
を
止
め
た
最
初
の
人
物
カ
ー
デ
ィ
ル
・
ビ
ッ
ラ
ー
フ⑨
の
治
世
︵
紀
元
九

二
一
年
︶
以
前
ま
で
は
︑
そ
う
で
あ
っ
た
︒
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私
た
ち
は
︑
ム
ス
リ
ム
女
性
が
果
た
し
た
尖
鋭
的
で
顕
著
な
一
連
の
事
例
と
事
実
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

カ
リ
フ
・
マ
ン
ス
ー
ル
の
治
世
に
お
い
て
二
人
の
姫
︑
彼
の
従
妹
た
ち
が
ビ
ザ
ン
チ
ン
に
対
す
る
軍
事
行
動
に
参
加
し
︑
男
性
用
の
鎧
を
着
用
し
た
︒

﹇
ハ
ー
ル
ー
ン
・
ア
ッ
﹈
ラ
シ
ー
ド
お
よ
び
マ
ア
ム
ー
ン
の
時
代
に
は
︑
婦
人
た
ち
は
学
者
た
ち
と
議
論
を
し
︑
詩
を
吟
味
し
︑
そ
の
教
養
で
あ
ら
ゆ

る
人
々
を
驚
か
せ
つ
つ
︑
社
会
の
精
神
と
な
っ
た
︒

若
い
女
性
た
ち
は
騎
馬
隊
で
戦
う
こ
と
さ
え
あ
り
︑
軍
を
指
揮
し
た
︒

上
流
社
会
の
夫
人
の
も
と
で
の
集
ま
り
は
ム
タ
ワ
ッ
キ
ル
の
治
世
ま
で
続
い
た
︒

ム
タ
ワ
ッ
キ
ル
︹
原
文
マ
マ
︺
の
母
︑
カ
ト
ル
・
ア
ル
・
ナ
ダ
ー
は
︑
高
等
裁
判
の
審
議
を
取
り
仕
切
り
︑
外
国
大
使
・
高
官
を
特
別
に
謁
見
し
︑
裁

判
官
と
高
貴
な
人
々
を
招
集
し
︑
彼
女
自
身
の
手
に
よ
り
署
名
し
た
国
家
令
を
発
布
し
た
︒
﹂
︵
六
～
七
頁
︶

︵
Ａ
Ａ
①

第
二
五
章

﹁
ア
バ
ー
ス
朝
の
初
期
に
は
︑
婦
人
の
地
位
も
オ
マ
イ
ア
朝
と
少
し
も
違
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
事
実
絶
対
的
な
籠
居
と
両
性
隔

離
の
風
が
普
通
に
な
っ
た
の
は
カ
ー
デ
ィ
ル
・
ビ
ラ
ー
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
ら
し
く
︑
彼
は
回
教
世
界
の
進
歩
を
妨
げ
る
こ
と
に
於
い
て
他
の

ど
の
君
主
よ
り
も
甚
だ
し
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
マ
ン
ス
ー
ル
の
時
代
に
は
二
人
の
王
女
︵
彼
の
従
姉
妹
︶
が
︑
メ
ル
ワ
ー
ン
と
争
っ
て

誓
っ
た
言
葉
を
実
行
す
る
た
め
に
︑
鎧
を
着
て
ビ
ザ
ン
チ
ン
帝
国
と
の
戦
争
に
出
た
と
い
う
話
が
あ
る
︒
ラ
シ
ー
ド
の
時
代
に
も
︑
ア
ラ
ビ
ア
の
娘
た
ち

が
馬
に
乗
っ
て
出
征
し
軍
隊
を
指
揮
し
た
事
実
が
あ
る
︒
ム
ク
タ
デ
ィ
ル
の
母
后
は
自
ら
高
等
法
院
の
裁
判
長
と
な
っ
て
訴
願
を
聞
き
︑
重
臣
や
外
国
使

臣
を
引
見
し
た
︒
地
位
の
高
い
教
養
あ
る
婦
人
の
住
居
に
於
け
る
集
会
や
講
演
会
は
︑
ム
タ
ワ
ッ
キ
ル
の
時
代
ま
で
常
に
行
わ
れ
て
い
た
︒
﹂
︵
邦
訳
三
九

七
～
三
九
八
頁
︶
︶

上
記
に
続
く
部
分
に
お
い
て
も
︑
ハ
ー
ル
ー
ン
・
ア
ッ
ラ
シ
ー
ド
の
妻
ズ
バ
イ
ダ
︑
マ
ア
ム
ー
ン
の
妻
ブ
ー
ラ
ー
ン
︑
ム
タ
ワ
ッ
キ
ル
時
代

の
詩
人
フ
ァ
ズ
ル
︑
一
二
世
紀
に
バ
グ
ダ
ー
ド
で
歴
史
・
文
学
を
講
じ
た
シ
ャ
イ
ハ
・
シ
ュ
フ
ダ
︵
フ
ァ
フ
ル
ー
ン
・
ニ
サ
︶
︑
法
学
者
ザ
イ
ナ

ブ
・
ウ
ン
ム
・
ウ
ル
・
ム
エ
イ
イ
ド
︑
サ
ラ
デ
ィ
ン
時
代
に
歴
史
を
講
じ
た
タ
キ
イ
エ
と
い
っ
た
女
性
た
ち
に
関
す
る
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
の
記
述
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は
︑
ほ
ぼ
﹃
サ
ラ
セ
ン
抄
史
﹄
の
上
記
の
続
き
の
部
分
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

さ
ら
に
別
の
箇
所
の
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
︒

Ｌ
⑩
﹁
西
ア
ジ
ア
の
社
会
構
造
と
政
治
が
q
落
に
向
か
っ
た
一
二
世
紀
﹇
原
文
マ
マ
﹈
の
災
難
の
中
で
︑
女
性
は
な
お
騎
士
的
な
崇
拝
と
最
上
級
の
優

し
さ
を
伴
う
配
慮
の
対
象
で
あ
っ
た
︒
結
婚
は
厳
粛
な
行
為
と
認
め
ら
れ
︑
そ
し
て
家
族
の
竈
は
聖
な
る
場
所
と
み
な
さ
れ
︑
子
供
の
誕
生
は
神
の
恩
寵

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
︒
母
親
は
息
子
た
ち
に
と
っ
て
最
初
の
教
育
者
で
あ
り
︑
彼
ら
は
や
が
て
養
育
者
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
︒
娘
た
ち
は
高
度
な
善
行

の
規
則
を
教
え
ら
れ
︑
﹃
キ
タ
ー
ブ
・
ウ
ル
・
イ
テ
ィ
バ
ー
ル
﹄
な
る
書
に
あ
る
表
現
に
従
え
ば
︑
ウ
マ
ハ
ー
ト
・
ウ
ル
・
リ
ジ
ャ
ー
ル
︑
す
な
わ
ち
﹁
市

民
の
母
﹂
と
な
る
べ
く
養
育
さ
れ
た
︒
﹂
︵
一
〇
頁
︶

︵
Ａ
Ａ
②

第
二
五
章

﹁
ア
ミ
ー
ル
・
オ
サ
ー
マ
の
書
い
た
も
の
に
は
︑
ア
ラ
ビ
ア
人
の
間
で
婦
人
が
如
何
に
高
い
地
位
を
占
め
て
い
た
か
が
非
常
に

は
っ
き
り
と
出
て
い
る
︒
十
一
世
紀
頃
西
亜
の
社
会
政
治
組
織
が
殆
ど
崩
壊
に
ひ
ん
し
て
い
た
大
混
乱
の
真
只
中
に
於
い
て
も
︑
婦
人
は
尚
︑
特
に
シ
ャ

イ
ザ
ル
に
於
い
て
は
︑
騎
士
的
な
称
賛
と
優
し
い
保
護
の
対
象
で
あ
っ
た
︒
結
婚
は
厳
粛
な
行
為
と
さ
れ
︑
家
庭
は
神
聖
視
さ
れ
︑
子
供
特
に
男
子
の
出

生
は
天
の
恵
み
と
見
做
さ
れ
て
い
た
︒
息
子
や
娘
の
訓
育
は
母
の
仕
事
で
あ
っ
て
︑
息
子
た
ち
は
教
育
者
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
ま
で
母
の
手
に
よ
っ
て
育

て
ら
れ
︑
娘
は
徳
高
く
心
の
清
い
婦
人

将
来
の
﹁
人
の
母
﹂
︵
原
注
：
ウ
マ
ハ
ー
ト
・
ウ
ル
・
リ
ジ
ャ
ー
ル

﹁
キ
タ
ー
ブ
・
ウ
ル
・
イ
テ
ィ
バ
ー

ル
﹂
第
一
〇
〇
頁
︶

た
る
べ
く
躾
け
ら
れ
た
︒
﹂
︵
邦
訳
三
九
九
頁
︑
四
一
五
頁
︶
︶

Ｌ
⑪
﹁
マ
ア
ム
ー
ン
と
ム
ウ
タ
ス
ィ
ム
の
時
代
に
生
き
た
オ
バ
イ
ダ
ー
は
︑
そ
の
美
し
さ
︑
善
良
さ
︑
才
能
に
お
い
て
優
れ
た
女
性
と
し
て
︑
上
述
の

書
﹇
＝
キ
タ
ー
ブ
・
ウ
ル
・
ア
ガ
ー
ニ
﹈
に
記
述
さ
れ
て
い
る
︒
彼
女
の
声
は
︑
歌
う
よ
う
な
柔
ら
か
な
も
の
で
︑
彼
女
が
伴
奏
に
使
っ
た
タ
ン
バ
リ
ン

の
芸
術
性
ゆ
え
に
彼
女
に
﹁
エ
ッ
タ
ン
ブ
リ
エ
﹂
と
い
う
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
が
与
え
ら
れ
た
︒
﹂
︵
一
一
頁
︶
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︵
Ａ
Ａ
③

第
二
五
章

﹁
タ
ン
バ
リ
ン
の
名
手
︵
ア
タ
ン
ブ
ー
リ
ア
︶
オ
バ
イ
ダ
ー
は
マ
ー
ム
ー
ン
と
ム
タ
シ
ム
の
時
代
の
女
性
で
あ
る
が
︑
﹁
キ

タ
ー
ブ
・
ウ
ル
・
ア
ガ
ー
ニ
﹂
の
著
者
の
言
に
よ
れ
ば
非
常
な
美
と
徳
と
才
を
備
え
た
婦
人
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
彼
女
は
こ
の
楽
器
を
巧
み
に
弾
じ
て
名

を
あ
げ
た
が
︑
作
曲
も
自
ら
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
﹂
︵
邦
訳
三
九
八
頁
︶
︶

こ
の
よ
う
に
︑
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
も
ア
ガ
エ
フ
も
イ
ス
ラ
ー
ム
史
に
お
け
る
傑
出
し
た
女
性
を
描
く
に
あ
た
り
︑
か
な
り
の
部
分
を
サ
イ
イ

ド
・
ア
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー
に
依
拠
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
一
般
的
な
執
筆
の
作
法
か
ら
す
れ
ば
︑
引
用
箇
所
・
引
用
元
が
明
確
に
示
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
問
題
で
あ
る
わ
け
だ
が
︑
本
論
の
主
眼
は
そ
の
点
に
お
い
て
両
者
を
批
判
す
る
こ
と
に
は
な
く
︑
む
し
ろ
同
時

代
の
背
景
の
も
と
で
彼
ら
が
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
ど
の
よ
う
な
文
献
や
情
報
に
目
配
り
を
し
︑
着
目
し
︑
自
分
の
主
張
の
根
拠
と
し
た
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒
そ
の
意
味
で
は
サ
イ
イ
ド
・
ア
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー
に
こ
こ
ま
で
大
き
く
依
拠
し
て
い
た
点
は
︑
カ
ー
ス
ィ
ム
・

ア
ミ
ー
ン
や
フ
ァ
ト
マ
・
ア
リ
イ
ェ
の
参
照
が
あ
る
程
度
予
想
で
き
た
こ
と
に
比
す
れ
ば
︑
新
た
な
発
見
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

①

こ
の
人
物
と
著
作
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
確
認
で
き
て
い
な
い
︒

②

オ
ス
マ
ン
帝
国
の
高
級
官
僚
で
あ
り
歴
史
家
で
も
あ
っ
た
ジ
ェ
ヴ
デ
ト
・
パ
シ

ャ

C
evdet
Pa
şa
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
︑
当
時
の
女
性
と
し
て
は
例
外
的
な
高

度
な
教
育
を
家
庭
で
受
け
て
︑
ア
ラ
ビ
ア
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
に
も
通
じ
る
よ
う
に

な
っ
た
︒
結
婚
後
一
〇
年
を
経
て
︑
夫
の
了
承
と
︑
父
親
や
ア
フ
メ
ト
・
ミ
ド
ハ

ト
の
支
援
を
受
け
て
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
の
翻
訳
や
小
説
の
執
筆
に
携
わ
る
よ
う
に

な
っ
た
が
︑
当
時
の
社
会
的
雰
囲
気
の
中
で
は
実
名
を
名
乗
る
こ
と
が
で
き
ず
︑

当
初
は
﹁
一
婦
人

bir
kadın
﹂
と
い
う
筆
名
を
用
い
た
︒
作
品
を
通
じ
て
︑
男

女
平
等
や
個
人
主
義
の
尊
重
を
訴
え
た
︒
ま
た
ヴ
ェ
ー
ル
を
着
け
ず
洋
装
で
公
共

の
場
に
姿
を
現
し
た
最
初
の
ト
ル
コ
人
女
性
の
一
人
で
も
あ
る
︒

③

M
akbule
Lem
an
H
anım
︵
一
八
六
五
～
一
八
九
八
︶
︒
本
名
は
フ
ァ
ト
マ
・

マ
ク
ブ
レ
︒
ニ
ガ
ル
・
ハ
ヌ
ム
と
と
も
に
一
九
世
紀
を
代
表
す
る
オ
ス
マ
ン
帝
国

の
女
性
詩
人
︒

④

T
ercüm
an-ı
H
akikat
ミ
ド
ハ
ト
が
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
創
刊
し
た
日
刊
新
聞

︵
一
八
七
八
～
一
九
二
一
︶
︒

⑤

現
時
点
で
何
を
意
味
す
る
の
か
確
定
で
き
て
い
な
い
︒

⑥

サ
イ
イ
ド
・
ア
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー
は
イ
ン
ド
の
名
門
ム
ス
リ
ム
の
出
自
を
持
つ
︒

ム
ス
リ
ム
女
性
に
関
す
る
文
献
と
し
て
は
︑
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
も
の
の
他
に
︑

“T
he
R
eal
Status
of
W
om
en
in
Islam
,”
T
he
N
ineteenth
C
entury,

X
X
X
/175:387-399;T
he
R
egal
P
osition
of
W
om
en
in
Islam
,London:

T
he
U
niversity
of
London
Press,
1912.
が

あ

る
︵
F
orw
ard
1999:

151-152
︶
︒

⑦

邦
訳
で
は
﹁
ア
バ
ー
ス
朝
概
観
︵
続
︶
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

⑧

レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
は
書
名
をЕ

н

-ни
с
а

-фи
л

-Ис
л
а
м

と
ア
ラ
ビ
ア
語
風
に
書
い
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て
お
り
︑
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
が
こ
の
文
献
を
英
語
原
典
で
読
ん
だ
の
か
︑
あ
る
い
は

翻
訳
な
ど
で
読
ん
だ
の
か
不
明
で
あ
る
︒

⑨

第
二
五
代
カ
リ
フ
の
ア
ル
・
カ
ー
デ
ィ
ル
の
こ
と
︒
九
二
一
年
と
い
う
年
号
も

現
在
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
ア
ル
・
カ
ー
デ
ィ
ル
の
統
治
期
と
は
若
干
ず
れ

て
い
る
︒

お
わ
り
に

二
つ
の
帝
国
と
二
つ
の
世
紀
の
は
ざ
ま
で

レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
と
ア
ガ
エ
フ
の
後
の
人
生
を
考
え
る
と
︑
ロ
シ
ア
革
命
の
大
動
乱
に
向
か
う
時
代
の
な
か
で
︑
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
は
一
九
一
三

年
以
降
消
息
不
明
で
あ
り
︑
ア
ガ
エ
フ
は
一
九
〇
八
年
ロ
シ
ア
か
ら
オ
ス
マ
ン
帝
国
へ
亡
命
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︒
や
が
て
ロ
シ
ア
で
は
ソ
ヴ

ィ
エ
ト
政
権
が
成
立
し
た
こ
と
に
よ
り
科
学
的
無
神
論
を
含
む
社
会
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
で
︑
ト
ル
コ
に
お
い
て
は
新
生
ト
ル
コ
共

和
国
を
率
い
る
ア
タ
テ
ュ
ル
ク
の
強
力
な
主
導
に
よ
る
西
洋
化
政
策
の
も
と
で
︑
宗
教
を
否
定
す
る
に
等
し
い
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
世
俗
主
義
が
猛

烈
な
勢
い
を
得
て
支
配
的
と
な
り
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
的
男
女
平
等
に
基
づ
い
た
女
性
解
放
論
は
居
場
所
を
失
い
︑
埋
も
れ
て
し
ま
わ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
い
う
な
れ
ば
︑
彼
ら
の
ム
ス
リ
ム
女
性
解
放
論
は
︑
ロ
シ
ア
帝
国
と
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
い
う
二
つ
の
帝
国
の

は
ざ
ま
で
︑
二
つ
の
世
紀
の
は
ざ
ま
で
一
瞬
き
ら
め
い
た
後
に
︑
忘
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
と
ア
ガ
エ
フ
が
共
感
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
的
男
女
平
等
論
の
共
振
の
輪
と
は
︑
カ
ー
ス
ィ
ム
・
ア
ミ
ー
ン
︑
フ
ァ
ト
マ
・
ア
リ

イ
ェ
︑
サ
イ
イ
ド
・
ア
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー
ら
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑
女
性
の
地
位
や
自
由
と
い
う
点
で
ム
ハ
ン
マ
ド
の
時
代
を
理
想
化
す

る
あ
る
種
の
イ
ス
ラ
ー
ム
復
古
主
義
に
拠
る
と
同
時
に
︑
当
時
と
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
に
お
い
て
例
外
的
と
も
い
え
る
高
度
な
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
教
育
を
受
け
た
人
々
の
間
に
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
背
景
と
し
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

東
洋
学
の
発
展
と
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
重
要
な
下
地
を
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

一
方
こ
う
し
た
見
方
の
評
価
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
例
え
ば
ア
ミ
ー
ン
に
つ
い
て
は
︑
ヴ
ェ
ー
ル
や
隔
離
と
い
っ
た
慣
習
を
﹁
文
化
の
問
題
﹂

に
す
る
こ
と
に
結
果
と
し
て
加
担
し
て
し
ま
っ
た
︑
自
民
族
の
女
性
庶
民
を
い
た
ず
ら
に
貶
め
た
︑
女
性
の
解
放
を
主
張
し
な
が
ら
も
男
性
優

ロシア帝国からムスリム女性の解放を訴える（帯谷）
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位
の
社
会
や
家
父
長
制
を
前
提
と
し
て
い
る
の
が
明
ら
か
で
あ
る
な
ど
の
観
点
か
ら
︵
ア
ハ
メ
ド

二
〇
〇
〇
：
二
〇
六
～
二
四
二
︶
︑
サ
イ
ー
ド
・

ア
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー
に
つ
い
て
は
ム
ス
リ
ム
内
部
の
区
分
を
過
小
評
価
な
い
し
無
視
し
ア
ラ
ブ
称
賛
に
偏
り
過
ぎ
た
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
イ
ス

ラ
ー
ム
に
つ
い
て
抱
い
て
い
た
不
安
や
神
経
過
敏
︑
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
の
理
由
に
気
づ
か
な
か
っ
た
︵
F
orw
ard
1999:133
︶

な
ど
の
観
点
か
ら
︑
す
で
に
批
判
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
批
判
は
︑
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
と
ア
ガ
エ
フ
が
ヴ
ェ
ー
ル
を
一

様
に
﹁
野
蛮
な
慣
習
﹂
と
み
な
し
︑
そ
れ
を
﹁
文
化
﹂
の
問
題
と
し
て
語
り
が
ち
で
あ
り
︑
あ
る
い
は
未
来
の
国
を
担
う
子
を
育
て
る
﹁
良
妻

賢
母
﹂
像
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
女
性
に
期
待
し
た
点
な
ど
に
お
い
て
︑
ア
ミ
ー
ン
ら
に
対
し
て
な
さ
れ
て
き
た
数
々
の
批
判
は
︑
確
か
に
一
定
程

度
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
に
も
ア
ガ
エ
フ
に
も
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
よ
り
深
い
考
察
が
今
後
必
要
で
あ
る
︒

そ
れ
で
も
な
お
本
論
の
検
討
が
意
味
を
も
つ
と
す
れ
ば
︑
ひ
と
つ
に
は
事
実
と
し
て
こ
の
よ
う
な
ム
ス
リ
ム
女
性
解
放
論
が
ロ
シ
ア
帝
国
か

ら
も
発
信
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
捉
え
て
お
く
必
要
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
別
の
観
点
か
ら
は
︑
世
俗
主
義
こ
そ
近
代
で
あ
る
と
い
う
命

題
が
追
求
さ
れ
た
の
が
二
〇
世
紀
で
あ
る
と
す
る
な
ら
︑
そ
の
命
題
は
二
一
世
紀
の
今
日
大
き
く
揺
ら
い
で
お
り
︑
宗
教
の
復
権
や
公
共
宗
教

の
役
割
な
ど
が
広
く
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
現
実
が
あ
る
︒
カ
ー
ス
ィ
ム
・
ア
ミ
ー
ン
や
サ
イ
イ
ド
・
ア
ミ
ー
ル
・
ア
リ
ー
に
対
す

る
批
判
を
ふ
ま
え
た
上
で
︑
あ
ら
た
め
て
イ
ス
ラ
ー
ム
的
男
女
平
等
論
に
目
を
向
け
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
現
代
の

タ
タ
ー
ル
ス
タ
ン
で
レ
ベ
ヂ
ェ
ヴ
ァ
が
︑
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
で
ア
ガ
エ
フ
が
一
部
の
人
々
に
よ
っ
て
見
直
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
︑

あ
る
い
は
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
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negotiations and adaptation of that knowledge. We have also seen an

increase in studies analyzing the views of the body reflected in Chinese-

Western medicine. This paper builds on those perspectives, considering the

translation and promotion of Fuying Xinshuo within the discourses on the

body politics linked to questions of civilizational hegemony. This paper first

found that Fuying Xinshuo did not include sections on medical equipment

and surgery, which are usually considered to be elements of advanced

practice in Western medicine; these were presumably excluded since they

were thought to be incompatible with the constitution and customs of the

Chinese people. In addition to medical knowledge, Fuying Xinshuo also

includes content describing modern Western views on the body, gender,

morality, and theology, using as illustration factual material including plates,

statistics, and other data. Explanations organically link ideas of the body,

gender, morals, and theology. This article argues that while there has been

much discussion of the dramatic impact of the Hobsonʼs “Five Kinds of

Western Medicine Books” on Chinese medicine, at least for the first twenty

years after its publication Fuying Xinshuo had little impact. The main

reason for this was that Western obstetrics and gynecology, unlike other

medical fields, were not accepted in China because of a cultural aversion to

surgical operations and gender norms.

Key Words ; Fuying Xinshuo, Benjamin Hobson, history of medicine,

body politics, gender

Calls to Emancipate Muslim Women from within the Russian Empire:

The Views of O. S. Lebedeva and A. Agaev on the Equality

between Men and Women in Islam

by

OBIYA Chika

At the beginning of the 20th century, the Russian Empire had almost 20

million Muslims within its borders. This article brings into perspective an

overview of the Muslim womenʼs emancipation movement in the Russian

Empire in that era and focuses on two Russian works calling for the

( 281 )



liberation of Muslim women from within the Russian Empire: About the

Emancipation of Muslim Woman (1900) by the Russian translator and

orientalist Olʼga Sergeevna Lebedeva and Woman According to Islam and in

Islam (1901) by the Azerbaijani Muslim journalist and reformist Akhmed-bek

Agaev. Both works were based on the idea of equality between men and

women in accordance with Islamic principles. By analyzing these works and

referring to relevant literature, this paper sheds light on how such

perspectives on Muslim womenʼs emancipation resonated in a cross-border

arena. The author argues that both Lebedeva and Agaev intended to resist

orientalist views of the Muslim world in Russia and found sympathizers

among some contemporary Muslim activists and writers, including key

figures such as Qasim Amin from Egypt, Fatma Aliye from Turkey, and

Syed Ameer Ali from British India.

Key Words ; Olʼga Sergeevna Lebedeva, Akhmed-bek Agaev,

Russian Empire, Emancipation of Muslim women,

Islam and gender

Faith and Profession: The World of the Davidées,

Women Teachers during the Interwar Period in France

by

MAEDA Nobuko

This article considers the ideas and activities of the Davidées, a group of

Catholic female teachers who worked in public schools. This is firstly an

attempt to clarify the daily lives of female teachers in rural France during

the Interwar period, and secondly an effort to present one case to help us

understand how pious individuals adapted to the modern nation state that

promoted laïcité as a national principle. The historical sources employed in

this study are chiefly letters written by Marie Silve and Marthe Lagarde,

who were leading members of the Davidées, records of the interviews of

Marie Silve by the Catholic intellectuals Jean Guitton and Emmanuel

Mounier, and the monthly Aux Davidées, published by the group itself.

The Davidées were created in 1916 in the sanctuary of Notre-Dame du

Laus, located in the Southern Alps, where six female teachers, who were
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