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◎ 
は
じ
め
に

歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
宗
教
・
文
化
・
思
想
な
ど
に
よ
っ
て
培
わ
れ
て
き
た
諸
文
明
は
、
共
通
し
て
い
く
つ
か
の
鍵
と
な
る
言
葉
を

繁
栄
の
要
諦
と
し
て
き
た
。
そ
れ
は
「
善
行
」、「
施
し
」、「
平
安
」、「
幸
福
」、「
豊
か
さ
」
な
ど
で
あ
る
。

だ
が
、
文
明
が
発
展
し
て
い
く
過
程
で
、
社
会
に
は
貧
富
の
差
が
現
れ
て
き
た
。
人
の
責
任
は
、
た
と
え
社
会
に
様
々
な
階
層
が
生
ま
れ
て

き
た
と
し
て
も
、
お
互
い
に
社
会
的
な
繋
が
り
を
強
め
、
み
ん
な
で
幸
福
や
豊
か
さ
を
得
る
た
め
の
手
段
を
見
出
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
上
で
、
発
見
し
た
知
恵
を
社
会
全
体
で
分
か
ち
合
い
な
が
ら
、
こ
の
世
に
お
け
る
安
ら
ぎ
の
維
持
に
で
き
る
だ
け
努
め
る
こ
と
で
あ
る
。

宗
教
、
民
族
、
地
理
的
位
置
を
問
わ
ず
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
す
べ
て
の
人
間
は
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
平
和
と
平
安
を
求
め
、
幸
福
な
人

生
を
送
る
こ
と
を
望
ん
で
き
た
。

現
在
に
お
い
て
も
人
間
は
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
地
球
規
模
で
の
協
力
と
協
調
を
求
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
社
会
や
経

済
の
成
長
の
維
持
、
自
然
環
境
や
天
然
資
源
の
保
護
、
よ
り
高
い
生
活
水
準
の
獲
得
、
人
権
や
自
由
の
尊
重
、
す
べ
て
の
人
が
容
易
に
利
用
で

き
る
基
本
的
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
通
じ
た
、
健
全
か
つ
安
全
な
生
活
環
境
の
整
備
、
そ
し
て
、
異
な
る
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
認
め
合

う
こ
と
な
ど
に
お
い
て
で
あ
る
。

人
は
誰
で
も
自
ら
の
基
本
的
人
権
や
自
由
を
享
受
す
る
権
利
を
持
つ
と
同
時
に
、「
他
者
や
次
の
世
代
の
権
利
を
守
る
義
務
」
が
あ
る
と
い

う
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
的
責
任
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
き
、
一
人
ひ
と
り
が
、
社
会
全
体
の
発
展
に
積
極
的
に
参
加
し

寄
与
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
基
本
的
な
社
会
的
要
請
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
一
人
ひ
と
り
が
「
利
己
主
義
」
に
陥
る
こ
と
な
く
、
人
間
と
し
て
成
長
し
成
熟

す
る
こ
と
、「
他
者
」
の
存
在
を
認
め
、
彼
ら
の
成
長
と
成
熟
の
た
め
に
も
力
を
傾
け
る
こ
と
が
第
一
歩
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
社
会
全

体
に
協
調
と
協
力
の
文
化
が
醸
成
さ
れ
、「
利
己
主
義
」
で
は
な
く
「
利
他
主
義
」
が
広
く
い
き
わ
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
本
の
主
題
で
あ
る
ワ
ク
フ
は
、ま
さ
に
「
自
己
」
と
「
他
者
」
の
間
を
結
び
、協
調
精
神
を
具
現
化
す
る
組
織
の
例
で
あ
る
。1

ワ
ク
フ
は
、

正
義
感
あ
ふ
れ
る
人
々
に
よ
る
人
間
性
豊
か
な
民
主
的
な
非
政
府
組
織
で
あ
る
。
現
代
文
明
発
展
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
の

民
主
的
な
非
政
府
組
織
で
あ
る
ワ
ク
フ
こ
そ
、
ま
さ
に
そ
の
中
心
的
な
存
在
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
時
代
を
経
て
も
、
そ
の
重
要
性
と
存
在
意
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義
を
失
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
代
社
会
は
貧
困
や
病
気
と
の
闘
い
な
ど
実
に
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
ワ
ク
フ
の
目
的
は
そ
う
し

た
問
題
へ
の
解
決
策
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。

16 世紀、イスタンブールにつくられた建築家スィナンの代表作品の一つとされる
スレイマニエ・モスク。ワクフの最大の作品は礼拝堂である
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一
、
分
か
ち
合
い
は
人
間
の
美
徳

神
に
与
え
ら
れ
た
恵
み
を
最
大
限
活
用
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
社
会
全
体
の
共
有
財
産
と
す
る
こ
と
は
人
間
に
与
え
ら
れ
た
大
き
な
課
題
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
富
を
社
会
の
各
層
の
人
々
へ
配
分
す
る
た
め
に
は
、
共
同
体
に
お
け
る
助
け
合
い
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
次
の
三
つ

の
方
法
が
あ
る
。「
参
加
に
よ
る
助
け
合
い
」、「
物
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
交
換
に
よ
る
助
け
合
い
」、「
慈
善
活
動
に
よ
る
助
け
合
い
」
で
あ
る
。

「
参
加
よ
る
助
け
合
い
」
と
は
、政
府
が
税
金
を
集
め
、そ
の
税
金
に
よ
っ
て
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
を
構
築
す
る
国
家
の
働
き
を
意
味
し
て
い
る
。

徴
収
さ
れ
た
税
金
は
、国
庫
か
ら
社
会
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
た
め
に
支
出
さ
れ
、ま
た
ク
ル
ア
ー
ン
に
示
さ
れ
て
い
る「
国
庫
か
ら
の
受
益
者（
高

齢
者
・
孤
児
・
障
害
者
な
ど
）」
な
ど
に
対
し
て
も
手
当
が
支
給
さ
れ
る
。2

二
番
目
の
「
物
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
交
換
に
よ
る
助
け
合
い
」
と
は
、
様
々
な
分
野
に
お
い
て
生
産
な
ど
の
経
済
活
動
を
行
っ
て
い
る
関
係
者

間
の
商
取
引
を
意
味
す
る
。

三
番
目
の
「
慈
善
活
動
に
よ
る
助
け
合
い
」
と
は
、
資
本
や
能
力
の
不
足
、
あ
る
い
は
健
康
上
の
理
由
か
ら
、
経
済
活
動
に
参
加
で
き
な
い

人
た
ち
を
社
会
か
ら
排
除
す
る
こ
と
な
く
、
彼
ら
に
対
し
て
富
を
配
分
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
善
行
を
通
じ
た
助
け
合
い
の
こ
と
で

あ
る
。3

こ
の
配
分
に
お
け
る
国
家
の
役
割
と
は
、
富
を
増
や
し
、
そ
の
社
会
全
体
へ
の
配
分
を
可
能
と
す
る
イ
ン
フ
ラ
を
整
備
し
、
社
会
全
体
に
対

し
て
公
正
な
経
済
活
動
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
経
済
活
動
や
表
現
の
自
由
を
は
ば
む
何
ら
か
の
障
害
が
あ
る
場
合
、
そ
の
障

害
を
取
り
除
き
、
社
会
に
民
主
的
な
法
治
国
家
と
し
て
の
考
え
方
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
や
治
安
の
維
持
も
国
家
の
役
割
で
あ
る
。

現
在
、
こ
の
役
割
は
次
の
三
つ
の
セ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。

①
法
律
の
遵
守
や
公
正
の
保
持
及
び
基
本
的
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
役
割
を
担
う
「
公
共
セ
ク
タ
ー
」

②
営
利
目
的
で
経
済
活
動
を
行
う
「
民
間
セ
ク
タ
ー
」

第
一
章

ト
ル
コ・
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
に
お
け
る
ワ
ク
フ
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③
社
会
貢
献
や
慈
善
活
動
を
目
的
と
す
る
民
間
主
導
の
非
営
利
団
体
で
、「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
」
と
も
呼
ば
れ
る
「
第
三
セ
ク
タ
ー
」4

地
球
に
遍
在
す
る
富
で
あ
る
天
然
資
源
は
、
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
の
恵
み
で
あ
り
、
本
来
の
意
味
で
の
協
力
責
任
は
、
そ
れ
ら
の
資
源
の
配
分
と

い
う
よ
り
、
働
い
て
生
活
の
糧
を
得
る
こ
と
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
。
法
的
整
備
や
教
育
に
お
け
る
成
功
の
鍵
は
、
い
か
に
人
々
に
「
働
い

て
生
活
の
糧
を
得
る
」
こ
と
を
美
徳
と
す
る
意
識
を
浸
透
さ
せ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
創
造
主
ア
ッ
ラ
ー
は
、
し
も
べ
で
あ
る
人
間
に
、
自

由
意
志
で
行
動
し
、
働
い
て
生
活
の
糧
を
得
る
能
力
を
お
与
え
に
な
っ
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
推
奨
さ
れ
た
の
は
、
働
き
生
活
の
糧
を
得

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
も
最
も
発
達
し
た
の
は
公
正
な
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
分
野
で
あ
る
。5

営
利
目
的
の
民
間
企
業
が
獲
得
す
る
富
の
す
べ
て
は
、そ
の
企
業
の
能
力
や
努
力
だ
け
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、ア
ッ

ラ
ー
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
自
然
の
恵
み
と
社
会
の
協
力
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

社
会
の
あ
り
方
は
現
在
、
過
去
、
未
来
が
相
互
に
深
く
影
響
し
あ
う
も
の
で
あ
る
。
現
在
は
過
去
に
蓄
積
し
た
財
産
や
知
恵
を
引
き
継
い
で

い
る
。
ま
た
現
在
生
き
て
い
る
人
々
は
、
人
に
よ
っ
て
そ
の
度
合
い
は
異
な
る
が
、
様
々
な
困
難
に
耐
え
て
い
る
。
彼
ら
は
、
自
ら
の
利
益
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
次
世
代
の
利
益
の
た
め
に
も
働
き
、
他
方
、
次
世
代
の
人
々
は
過
去
か
ら
継
承
し
た
現
在
の
生
活
水
準
を
よ
り
一
層
高
め

る
た
め
に
努
力
す
る
。
そ
し
て
将
来
、
現
在
よ
り
も
さ
ら
に
豊
か
な
生
活
を
享
受
し
て
い
る
こ
と
を
心
に
思
い
描
き
、
仕
事
に
励
む
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
人
類
の
歴
史
は
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
続
い
て
き
た
。
そ
の
間
に
、
人
類
は
大
き
な
文
明
を
築
き
、
膨
大
な
知
識
を
蓄
積

し
て
き
た
。
今
日
、
私
た
ち
は
そ
う
し
て
手
に
し
た
知
識
を
用
い
て
自
分
た
ち
の
生
活
に
必
要
な
糧
を
得
て
い
る
。
人
は
糧
を
得
る
た
め
に
自

ら
の
努
力
だ
け
で
は
な
く
、
神
か
ら
の
恵
み
や
社
会
に
も
依
存
し
て
い
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
社
会
的
公
平
を
保
つ
た
め
に
、
そ
う
し
た
恵
み

や
社
会
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
と
し
て
、
得
た
も
の
の
一
部
を
再
配
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
社
会
で
生
産
さ
れ
た
富
を
分
配
す
る
た
め
に
は
、
商
取
引
や
物
々
交
換
を
行
う
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。「
物
品
や
サ
ー
ビ
ス
の

交
換
に
よ
る
助
け
合
い
」
と
い
う
考
え
方
だ
け
で
は
、
社
会
に
様
々
な
不
公
平
を
生
ん
で
し
ま
う
。
た
と
え
経
済
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
し
て
も
社
会
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
、
社
会
の
維
持
に
貢
献
し
て
い
る
人
々
も
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
た
と
え
そ
れ
が
わ
ず
か
で

あ
っ
て
も
、彼
ら
も
ま
た
社
会
で
蓄
積
し
た
富
に
対
し
て
権
利
を
持
っ
て
い
る
。
子
供
た
ち
、高
齢
者
、孤
児
た
ち
、身
寄
り
の
な
い
貧
し
い
人
々
、

そ
し
て
、
病
気
に
苦
し
む
人
た
ち
が
社
会
の
保
護
を
必
要
と
し
、
社
会
に
は
彼
ら
を
保
護
す
る
義
務
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
社
会
的
立
場

の
弱
い
人
々
の
増
加
は
社
会
を
不
安
定
に
さ
せ
、
つ
い
に
は
社
会
全
体
の
崩
壊
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
。6

経
済
学
や
社
会
学
の
観
点
か
ら
も
、
人
々
の
共
存
と
相
互
扶
助
は
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
の
共
存
と
相
互
扶
助
は
商
取
引
の
み
で
維
持

第一章 / トルコ・イスラーム文明におけるワクフ
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で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
確
か
に
商
取
引
は
、
相
互
扶
助
の
第
一
の
方
式
で
あ
る
が
、
商
取
引
だ
け
で
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
商

取
引
に
参
加
す
る
す
べ
て
の
人
々
の
条
件
が
平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
人
に
は
強
さ
と
弱
さ
が
あ
り
等
し
く
生
ま
れ
た
存
在
で

は
な
い
。
能
力
に
差
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
働
き
生
活
の
糧
を
得
る
こ
と
を
平
等
に
取
り
扱
う
こ
と
は
純
粋
な
助
け
合
い
の
精
神
に
反
す

る
。
そ
れ
ゆ
え
平
等
で
公
平
な
相
互
扶
助
の
た
め
に
、
商
取
引
以
外
の
第
二
の
方
式
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
強
い
人
間
が
弱
い
人
間

に
手
を
貸
し
、
強
い
国
が
弱
い
国
を
助
け
る
と
い
う
支
援
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。7

第
一
の
方
式
で
あ
る
相
互
扶
助
、
つ
ま
り
商
取
引
は
同
じ
社

会
層
に
属
す
る
人
々
の
間
の
絆
を
、
そ
し
て
第
二
の
方
式
で
あ
る
相
互
扶
助
、
つ
ま
り
強
者
か
ら
弱
者
へ
の
支
援
は
異
な
る
社
会
層
に
属
す
る

人
々
の
間
の
絆
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。8

第
三
の
方
式
で
あ
る
「
慈
善
活
動
に
よ
る
助
け
合
い
」、
す
な
わ
ち
非
営
利
活
動
で
あ
る
第
三
セ
ク
タ
ー
の
最
も
歴
史
の
あ
る
組
織
は
ワ
ク

フ
で
あ
る
。
ワ
ク
フ
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
や
ト
ル
コ
文
化
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
ワ
ク
フ
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
オ
リ
エ

ン
ト
文
明
発
展
の
鍵
を
解
く
こ
と
や
、
そ
の
文
明
を
築
き
上
げ
て
き
た
人
々
の
財
産
や
人
生
に
関
す
る
考
え
方
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。

二
、
ワ
ク
フ
に
寄
付
す
る
理
由
と
動
機

イ
ス
ラ
ー
ム
や
ト
ル
コ
文
化
に
よ
っ
て
成
熟
し
た
統
治
思
想
に
お
け
る
国
家
の
役
割
と
は
、
公
正
さ
を
維
持
し
、
国
民
と
そ
の
財
産
を
守
り
、

人
々
に
信
仰
の
自
由
と
自
己
成
長
の
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
外
の
国
の
発
展
や
豊
か
さ
に
ま
つ
わ
る
重
要
な
活
動
、
つ
ま

り
教
育
や
文
化
、
医
療
や
社
会
福
祉
は
非
政
府
組
織
に
託
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
が
、
食
堂
や
病
院
、
橋
や
井
戸
、
学

校
や
モ
ス
ク
と
い
っ
た
公
共
の
施
設
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
そ
の
財
源
を
ど
の
よ
う
に
し
て
確
保
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら

は
ど
の
よ
う
な
社
会
の
層
に
属
し
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
職
業
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
公
共
の
施
設
を
建
て
た
最
大
の
理
由
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ト
ル
コ
の
社
会
と
国
家
の
様
々
な
面
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ワ
ク
フ
は
、
社
会
的
活
動
や
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
、
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
の
成
功

を
収
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
人
々
は
お
互
い
に
競
い
合
っ
て
ワ
ク
フ
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
に
は
、
歴
史
上
類
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が
な
い
ほ
ど
多
く
の
ワ
ク
フ
が
つ
く
ら
れ
た
。
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
・
政
治
的
・
社
会
的
信
条
が
以
前
の
国
家
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
ワ
ク
フ

と
い
う
文
明
を
誕
生
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

土
地
の
権
利
や
商
業
上
の
権
利
な
ど
経
済
的
に
価
値
が
あ
る
も
の
は
、
得
て
し
て
社
会
の
中
や
国
家
間
に
摩
擦
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
と
な
り
、

と
き
に
は
戦
争
さ
え
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
個
人
の
レ
ベ
ル
で
も
財
産
は
と
き
に
命
よ
り
も
大
切
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
人
々
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
大
切
な
財
産
を
喜
ん
で
手
離
し
、
公
益
の
た
め
に
寄
付
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
学
校
、
マ
ド
ラ
サ
（
学

院
）、
修
道
場
、
そ
し
て
図
書
館
の
よ
う
な
教
育
施
設
、
ま
た
モ
ス
ク
、
礼
拝
所
、
キ
リ
ス
ト
教
会
、
ユ
ダ
ヤ
教
会
と
い
っ
た
宗
教
施
設
、
病
院
、

女
性
の
避
難
所
、
墓
地
、
道
路
、
水
道
、
橋
、
泉
、
水
飲
み
場
と
い
っ
た
公
共
施
設
、
そ
の
他
の
文
化
施
設
な
ど
は
、
人
々
の
ど
の
よ
う
な
努

力
や
協
力
で
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
疑
問
へ
の
回
答
は
、
お
そ
ら
く
現
代
の
人
々
に
と
っ
て
も
大
変
興
味
深
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
が
こ
の
本
の
限
ら
れ
た

頁
数
の
中
で
、
ど
こ
ま
で
説
明
で
き
る
か
わ
か
ら
な
い
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
・
ト
ル
コ
文
化
の
枠
組
み
の
中
で
ワ
ク
フ
を
創
設
し
た
原
動
力
と
そ

の
果
た
し
た
役
割
を
も
う
少
し
詳
細
に
探
っ
て
み
た
い
。

ワ
ク
フ
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
ク
ル
ア
ー
ン
に
出
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
ハ
デ
ィ
ー
ス
（
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
行
録
）

に
は
、
ワ
ク
フ
で
は
な
く
「
尽
き
る
こ
と
の
な
い
施
し
」
と
い
う
意
味
の
「
サ
ダ
カ
・
イ
・
ジ
ャ
ー
リ
ヤ
」9

と
い
う
表
現
が
出
て
く
る
。
し
か

し
ワ
ク
フ
と
い
う
言
葉
自
体
が
出
て
こ
な
く
て
も
、
多
く
の
ク
ル
ア
ー
ン
の
解
説
書
に
は
ワ
ク
フ
の
目
的
と
す
る
善
行
は
、11

「
ビ
ッ
ル
・
ハ
イ

ル
（
正
義
と
善
）」
や
「
ビ
ッ
ル
・
タ
ク
ワ
ー
（
正
義
と
篤
信
）」
と
い
う
言
葉
で
説
明
さ
れ
、
広
く
慈
善
や
善
行
を
行
う
こ
と
が
奨
励
さ
れ
て

い
る
。
ク
ル
ア
ー
ン
は
そ
う
し
た
行
い
を
、「
罪
と
恨
み
の
た
め
で
は
な
く
、11

む
し
ろ
正
義
と
篤
信
の
た
め
に
協
力
し
な
さ
い
」（
第
五
章
二
節
）

と
述
べ
て
推
奨
し
て
い
る
。

ビ
ッ
ル
（
正
義
）
と
は
、
自
己
中
心
的
な
考
え
方
か
ら
自
ら
を
解
き
放
ち
、
た
と
え
自
分
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
自

分
よ
り
も
っ
と
必
要
と
し
て
い
る
人
に
譲
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
タ
ク
ワ
ー
（
篤
信
）
と
は
、
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
授
け
ら
れ
た
力
に
よ
っ
て

法
や
道
徳
に
反
す
る
道
へ
の
誘
惑
に
打
ち
勝
つ
こ
と
で
あ
る
。
罪
や
恨
み
は
、
財
産
の
合
法
で
適
切
な
使
い
方
に
相
反
す
る
行
為
に
よ
っ
て
生

じ
る
も
の
で
あ
る
。11

ア
ッ
ラ
ー
は
そ
の
重
要
さ
を
ク
ル
ア
ー
ン
の
中
で
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
が
人
生
に
ま
つ
わ
る
大

切
な
概
念
を
正
し
く
理
解
し
、
そ
の
知
識
に
よ
っ
て
成
熟
す
る
よ
う
に
説
い
て
い
る
。「
あ
な
た
が
た
は
愛
す
る
も
の
を
（
施
し
に
）
使
わ
な

い
限
り
、
本
当
の
正
義
に
達
し
な
い
だ
ろ
う
」11

（
第
三
章
九
二
節
）
と
ク
ル
ア
ー
ン
に
は
あ
り
、
人
間
に
施
し
を
行
う
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
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「
善
」
の
根
本
に
あ
る
精
神
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
め
に
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
い
く
つ
か
の
節
を
見
て
み
よ
う
。11

ク
ル
ア
ー
ン
は
精
神
的
に
も
物
理
的
に
も
人
々
の
間
の
調
和
を
勧
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
人
び
と
よ
。
あ
な
た
が
た
、
ま
た
あ
な
た
が

た
以
前
の
者
を
創
ら
れ
た
主
に
仕
え
な
さ
い
。
恐
ら
く
あ
な
た
が
た
は
（
悪
魔
に
対
し
）
そ
の
身
を
守
る
で
あ
ろ
う
」（
第
二
章
二
一
節
）
と

ク
ル
ア
ー
ン
に
は
あ
る
。
こ
の
節
を
通
じ
て
、
ア
ッ
ラ
ー
は
人
々
の
魂
を
精
神
面
に
お
い
て
一
つ
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
あ
な
た

が
た
は
ど
こ
に
い
て
も
、あ
な
た
が
た
の
顔
を
（
メ
ッ
カ
の
）
聖
モ
ス
ク
の
方
向
に
向
け
な
さ
い
」（
第
二
章
一
四
四
節
）
と
い
う
節
を
通
じ
て
、

人
々
が
向
か
う
方
向
を
物
理
的
な
面
に
お
い
て
も
一
つ
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
崇
拝
の
対
象
や
方
向
を
一
つ
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
は
な
く
、
人
生
の
目
的
を
も
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
も
一
つ
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。「
あ
な
た
が
た
は
、
人
類
に
遣
さ
れ
た
最
良
の
共

同
体
で
あ
る
。
あ
な
た
が
た
は
正
し
い
こ
と
を
命
じ
、
邪
悪
な
こ
と
を
禁
じ
、
ア
ッ
ラ
ー
を
信
奉
す
る
」（
第
三
章
一
一
〇
節
）。
こ
の
節
を
正

し
く
理
解
し
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ッ
ラ
ー
は
人
間
が
幸
せ
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
共
同
体
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

ク
ル
ア
ー
ン
で
は
、
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
人
間
に
授
け
ら
れ
た
無
限
の
恵
み
の
中
か
ら
合
法
的
で
清
浄
な
も
の
を
存
分
に
用
い
な
さ
い
、
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。「
か
れ
こ
そ
は
、
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
、
地
上
の
す
べ
て
の
も
の
を
創
ら
れ
た
方
で
あ
り
、
さ
ら
に
天
の
創
造
に
向
か
い
、

七
つ
の
天
を
完
成
さ
れ
た
御
方
」（
第
二
章
二
九
節
）、「
人
々
よ
、地
上
に
あ
る
も
の
の
う
ち
良
い
合
法
な
も
の
を
食
べ
て
」（
第
二
章
一
六
八
節
）、

「
信
仰
す
る
者
よ
。
わ
れ
が
あ
な
た
が
た
に
与
え
た
良
い
も
の
を
食
べ
な
さ
い
」（
第
二
章
一
七
二
節
）。

ま
た
、
天
然
資
源
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
働
き
稼
い
だ
も
の
を
自
由
に
使
う
権
利
が
人
間
に
は
あ
り
、
そ
れ
を
自

分
の
た
め
だ
け
に
使
う
の
で
は
な
く
、
共
同
体
の
中
で
必
要
と
し
て
い
る
人
々
と
分
か
ち
合
う
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
人
に
と
っ
て
最
も
身
近

な
資
本
と
は
自
分
の
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。
最
も
手
短
に
お
金
を
稼
ぐ
方
法
は
こ
の
能
力
を
使
う
こ
と
で
あ
る
。

富
を
蓄
積
す
る
主
な
源
は
天
然
資
源
と
労
働
で
あ
る
が
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
次
の
節
で
は
自
ら
の
労
働
で
稼
ぐ
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

「
信
仰
す
る
者
よ
。
あ
な
た
が
た
の
働
い
て
得
た
良
い
も
の
と
、
わ
れ
が
、
大
地
か
ら
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
生
産
し
た
も
の
を
惜
し
ま
ず

施
せ
」（
第
二
章
二
六
七
節
）

イ
ス
ラ
ー
ム
の
最
も
重
要
な
教
え
の
一
つ
は
人
間
に
働
い
て
稼
ぐ
こ
と
を
勧
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
お
い
て
も
人
間
が

つ
く
っ
た
法
律
で
も
、
そ
の
中
で
最
も
事
細
か
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
商
取
引
に
関
す
る
条
項
で
あ
る
。

労
働
の
大
切
さ
に
関
し
て
ク
ル
ア
ー
ン
で
は
、「
誰
も
が
そ
の
稼
ぎ
に
対
し
、
報
酬
を
受
け
る
」（
第
五
二
章
二
一
節
）、「（
人
び
と
は
）
自
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分
の
稼
い
だ
も
の
で
（
自
分
を
）
益
し
、
そ
の
稼
い
だ
も
の
で
（
自
分
を
）
損
う
」（
第
二
章
二
八
六
節
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
イ

ス
ラ
ー
ム
法
に
お
け
る
商
取
引
は
、「
勤
労
は
恵
み
に
応
じ
た
も
の
で
あ
り
、
恵
み
は
勤
労
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
」11

と
い
う
考
え
方
が
基
本

原
則
と
な
っ
て
い
る
。11

「
各
人
（
各
民
族
）
に
は
行
動
の
傾
向
、そ
し
て
や
り
方
が
あ
る
。
あ
な
た
方
は
善
事
に
走
り
な
さ
い
。
善
事
で
お
互
い
競
争
し
な
さ
い
」（
第

二
章
一
四
八
節
）
と
い
う
ク
ル
ア
ー
ン
の
節
は
、
善
行
を
こ
の
上
な
く
推
奨
し
て
い
る
。
ク
ル
ア
ー
ン
は
社
会
に
お
け
る
助
け
合
い
を
二
つ
の

言
葉
で
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
国
家
へ
の
義
務
の
税
金
で
あ
る
ザ
カ
ー
ト
（
喜
捨
）
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
義
務
で
は
な
い
が
よ

り
広
い
意
味
で
の
寄
付
金
サ
ダ
カ
（
施
し
）
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
言
葉
以
外
に
も
、
ク
ル
ア
ー
ン
で
は
、「
持
っ
て
い
る
も
の
か
ら
差
し
上

げ
る
こ
と
」、「
食
べ
さ
せ
る
こ
と
」、「
美
し
い
行
い
」、「
ア
ッ
ラ
ー
に
よ
い
貸
し
を
行
う
こ
と
」、「
有
意
義
な
行
い
」、「
自
ら
の
財
産
か
ら
与

え
る
こ
と
」、「
善
行
」
と
い
っ
た
様
々
な
言
葉
で
、
分
か
ち
合
う
こ
と
の
美
徳
と
大
切
さ
が
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ク
ル
ア
ー

ン
に
は
ワ
ク
フ
の
活
動
の
根
本
に
あ
る
よ
い
行
い
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
よ
い
意
志
に
基
づ
い
て
必
要
な
人
に
無
利

息
で
お
金
を
貸
す
こ
と
」、「
困
窮
者
や
貧
窮
者
、
孤
児
を
保
護
す
る
こ
と
」、「
奴
隷
や
捕
虜
を
解
放
す
る
こ
と
、
ま
た
は
そ
の
た
め
の
資
金
を

提
供
す
る
こ
と
」、「
旅
人
に
食
事
や
休
憩
所
を
提
供
す
る
こ
と
、
ま
た
彼
ら
の
求
め
に
応
じ
る
こ
と
」、「
イ
ス
ラ
ー
ム
に
新
た
に
入
信
し
た
人

の
心
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
素
晴
ら
し
さ
を
定
着
さ
せ
る
た
め
に
援
助
を
行
う
こ
と
」、「
礼
拝
所
や
そ
の
他
の
公
益
施
設
を
建
設
し
、
維
持
す
る
こ

と
」、「
教
育
の
機
会
を
つ
く
る
こ
と
」、「
保
健
衛
生
の
普
及
の
た
め
に
支
援
す
る
こ
と
」、「
国
を
守
る
た
め
に
準
備
す
る
こ
と
」17

ワ
ク
フ
に
つ
い
て
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
よ
り
も
ハ
デ
ィ
ー
ス
で
よ
り
一
層
詳
し
く
説
明
さ
れ
実
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
そ
こ
で

は
礼
拝
所
の
建
設
、
水
道
の
整
備
、
旅
人
の
保
護
や
彼
ら
の
た
め
の
宿
舎
や
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
（
隊
商
宿
）
の
建
設
、
寄
付
行
為
な
ど
が

勧
め
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
行
動
が
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
や
彼
の
教
友
た
ち
が
手
が
け
た
ワ
ク
フ
に
つ
い
て
も
、
ハ

デ
ィ
ー
ス
や
そ
の
他
の
文
献
で
多
く
の
頁
を
割
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。11

ハ
デ
ィ
ー
ス
に
は
、ワ
ク
フ
の
公
益
性
や「
サ
ダ
カ
・
イ
・
ジ
ャ
ー
リ
ヤ
」

が
永
遠
に
尽
き
る
こ
と
の
な
い
施
し
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
サ
ダ
カ
・
イ
・
ジ
ャ
ー
リ
ヤ
と
は
金
銭
的
な
寄
付
や
財
産
の
譲
渡
だ

け
で
は
な
い
。
人
々
に
挨
拶
す
る
こ
と
や
通
行
者
の
邪
魔
と
な
っ
て
い
る
道
路
の
石
を
取
り
除
く
と
い
っ
た
さ
さ
や
か
な
行
動
も
、
サ
ダ
カ
と

し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
サ
ダ
カ
は
人
間
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
自
然
界
の
す
べ
て
に
対
し
て
も
与
え
ら
れ
て
い
る
。
環
境
の
保
護
も
こ
の

よ
う
な
行
動
の
一
つ
で
あ
り
、
人
間
だ
け
で
は
な
く
鳥
た
ち
や
他
の
す
べ
て
の
生
き
物
と
共
存
で
き
る
環
境
を
つ
く
る
こ
と
も
サ
ダ
カ
と
さ
れ

て
い
る
。11

第一章 / トルコ・イスラーム文明におけるワクフ
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15 世紀、アマシアにつくられたバヤズィト 2 世の
キュッリエ。このモスクや学校、病院などを中心と
した施設は都市計画の中で重要な役割を果たした
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こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
ひ
と
え
に
宗
教
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ト
ル
コ
の
伝
統
文
化
や
文
学
に
ま
で
浸
透
し
て
い
る
。
ト
ル
コ
の
歴
史
上
、

有
名
な
学
者
で
あ
る
ユ
ー
ス
フ
・
ハ
ス
・
ハ
ー
ジ
ブ
は
、
名
著
『
ク
タ
ト
ゥ
グ
・
ビ
リ
グ
（
聖
な
る
知
恵
）』
の
中
で
、「
あ
な
た
は
誰
よ
り
も

よ
い
人
と
な
り
、
い
つ
で
も
よ
い
行
い
を
す
る
よ
う
に
努
め
な
さ
い
」11

と
語
っ
て
い
る
。
同
じ
く
作
家
の
ア
シ
ュ
ク
パ
シ
ャ
ザ
ー
デ
は
「
真
の

財
産
と
は
、
慈
善
の
た
め
に
費
や
す
も
の
」11

と
述
べ
て
い
る
。
十
三
世
紀
の
偉
大
な
ト
ル
コ
の
詩
人
ユ
ヌ
ス
・
エ
ム
レ
は
、「
豊
か
で
あ
る
こ

と
に
も
喜
ば
ず　

欠
乏
に
も
悲
し
ま
ず　

あ
な
た
へ
の
愛
情
が
私
の
慰
め
で
す　

私
に
は
あ
な
た
の
み
が
必
要
で
す
」
と
詠
み
、「
あ
な
た
」

と
呼
び
か
け
て
い
る
ア
ッ
ラ
ー
へ
の
愛
を
最
も
大
切
に
し
、
人
間
が
物
質
的
な
も
の
や
現
世
の
し
が
ら
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
道
を
教
え
て
い
る
。

金
銭
的
に
余
裕
が
あ
る
人
た
ち
は
、
自
ら
の
財
産
を
他
の
人
々
の
幸
福
の
た
め
に
寄
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
か
ら
の
解
放
感
を
味
わ

う
こ
と
が
で
き
る
。11

十
一
世
紀
前
半
に
生
き
た
ト
ル
コ
の
哲
学
者
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
は
、「
人
は
自
分
だ
け
で
文
明
を
つ
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ア
ッ
ラ
ー
が

人
間
を
創
造
し
た
意
図
は
、
人
間
が
完
璧
さ
に
近
づ
く
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
自
ら
の
力
だ
け
で
は
完
璧
な
人
間
に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
な

い
。
完
璧
さ
に
は
、
互
い
に
助
け
合
う
人
た
ち
だ
け
が
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
完
璧
な
社
会
に
近
づ
く
に
も
助
け
合
い
が
必
要
だ
。

人
々
が
互
い
に
助
け
合
う
社
会
は
、
美
徳
を
持
つ
完
璧
な
社
会
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
の
幸
福
の
た
め
に
各
地
域
が
互
い
に
助
け
合
え
ば
、

そ
の
国
も
ま
た
美
徳
を
持
つ
完
璧
な
国
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
」11

と
語
っ
て
い
る
。
同
様
に
美
徳
を
持
つ
完
璧
で
普
遍
的
な
国
家
と
は
、
そ
の

庇
護
の
も
と
に
あ
る
す
べ
て
の
共
同
体
の
幸
せ
の
た
め
に
国
民
が
互
い
に
分
か
ち
合
っ
て
い
る
国
家
で
あ
る
。
十
六
世
紀
の
オ
ス
マ
ン
朝
の
思

想
家
ク
ナ
ル
ザ
ー
デ
・
ア
リ
・
チ
ェ
レ
ビ
は
、「
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
が
唱
え
た
美
徳
を
持
つ
完
璧
な
社
会
や
幸
福
な
地
域
は
、
立
法
者
と
称
さ

れ
た
カ
ー
ヌ
ー
ニ
ー
・
ス
ル
タ
ン
・
ス
レ
イ
マ
ン
（
在
位
一
五
二
〇
～
一
五
六
六
年
）
の
時
代
に
実
現
し
て
い
た
」11

と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
宗
教
的
・
伝
統
的
文
化
が
醸
成
さ
れ
た
文
明
の
中
に
生
き
た
人
々
の
財
産
や
人
生
に
対
す
る
考
え
方
や
世
界
観
は
、
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
は
彼
ら
が
創
設
し
た
ワ
ク
フ
の
記
録
書
の
冒
頭
に
隠
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
エ
デ
ィ
ル
ネ
の
セ
リ
ミ
エ
・
キ
ュ
ッ
リ
エ
（
モ
ス
ク
を
中
心
と
し
た
大
学
、
図
書
館
、
寮
、
食
堂
、
病
院
な
ど
を
含
む
総
合
施
設
）

所
蔵
の
セ
リ
ム
二
世
（
在
位
一
五
六
六
～
一
五
七
四
年
）
の
ワ
ク
フ
の
記
録
書
は
次
の
よ
う
な
文
章
で
始
ま
っ
て
い
る
。

「
ア
ッ
ラ
ー
に
感
謝
す
る
。
ア
ッ
ラ
ー
の
無
限
の
力
の
前
で
は
知
性
や
理
性
は
立
ち
す
く
ん
で
し
ま
う
。
そ
の
お
方
の
創
造
さ
れ
た
宇
宙
と

そ
の
シ
ス
テ
ム
を
観
察
す
る
と
、
ど
ん
な
に
大
き
な
国
を
管
理
し
て
い
る
皇
帝
た
ち
で
さ
え
も
驚
嘆
す
る
。
永
遠
な
も
の
は
、
た
だ
そ
の
お
方

の
尊
さ
と
誉
れ
の
み
。
死
は
す
べ
て
の
人
を
捕
え
る
。
い
つ
の
日
か
死
を
迎
え
地
中
へ
と
埋
め
ら
れ
る
定
め
か
ら
、
富
は
人
を
救
う
こ
と
は
で

第一章 / トルコ・イスラーム文明におけるワクフ
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き
な
い
。
死
の
定
め
か
ら
は
預
言
者
も
、
皇
帝
も
、
大
臣
も
、
役
人
も
、
裁
判
官
も
、
そ
し
て
カ
ー
ヌ
ー
ニ
ー
・
ス
レ
イ
マ
ン
も
、
そ
の
息
子

で
あ
る
私
セ
リ
ム
も
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

「
本
当
の
叡
智
と
は
ア
ッ
ラ
ー
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
ア
ッ
ラ
ー
の
し
も
べ
に
ふ
さ
わ
し
い
形
で
崇
拝
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
オ
ス
マ
ン
朝

は
神
か
ら
実
に
大
き
な
恵
み
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
王
族
の
一
人
が
人
生
に
お
い
て
“
輝
か
し
い
幸
福
の
星
”、
つ
ま
り
王
位
に
つ
く
と
い
う

幸
運
に
恵
ま
れ
た
と
き
、
初
め
て
行
う
行
為
は
来
世
を
見
す
え
た
上
で
の
善
行
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
世
代
か
ら
世
代
へ
と
伝
え
ら
れ
て
伝
統
と

な
っ
た
。
こ
う
し
て
多
く
の
善
行
が
行
わ
れ
、
多
く
の
後
世
に
残
る
作
品
や
施
設
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
」11

「
こ
の
世
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
財
産
は
、
永
遠
の
も
の
で
は
な
く
幻
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
世
に
生
を
営
ん
で
い
る
人
は
、
あ
た
か
も
待
合
室

の
客
の
よ
う
で
あ
る
。
考
え
る
力
を
持
っ
て
い
る
人
は
こ
の
こ
と
を
忘
れ
は
し
な
い
。
来
世
、
す
な
わ
ち
死
後
の
世
界
の
こ
と
も
考
え
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
現
世
を
畑
と
見
な
し
、
そ
こ
に
来
世
の
幸
せ
の
種
で
あ
る
善
行
を
撒
き
続
け
る
。
こ
う
し
た
善
行
を
行
う
人
は
、
死
後
も
そ
の
善
行

ゆ
え
に
人
々
に
思
い
起
こ
さ
れ
、
あ
る
意
味
で
永
遠
の
命
を
持
つ
こ
と
に
な
る
」11

「
こ
の
世
の
財
産
や
地
位
は
幻
に
す
ぎ
ず
決
し
て
永
遠
の
も
の
で
は
な
い
。
い
つ
で
も
消
え
去
る
も
の
で
あ
る
。
王
座
や
王
冠
も
た
だ
一
時

的
に
託
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
ア
ッ
ラ
ー
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
消
滅
の
運
命
に
あ
る
。
も
し
、
誰
か
の
た
め
に
こ
の
世
が
永
遠
で
あ

る
な
ら
、
ア
ッ
ラ
ー
の
預
言
者
は
永
遠
に
生
き
続
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
何
人
も
来
世
を
信
じ
、
老
い
る
前
に
、
ま
だ
余
力
が
残
っ
て
い
る
う

ち
に
善
行
に
励
む
べ
き
で
あ
る
。
ワ
ク
フ
は
善
行
や
施
し
の
中
で
最
も
優
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
永
遠
に
続
く
最
も
美
し
い
行
い
で
あ
る
」12

こ
の
世
で
ど
れ
ほ
ど
の
財
産
や
能
力
を
得
よ
う
と
、
人
の
命
は
い
つ
か
終
わ
り
を
告
げ
る
。
し
か
し
、
人
は
誰
し
も
長
生
き
す
る
こ
と
、11

周

囲
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
よ
う
な
地
位
に
就
く
こ
と
、11

そ
し
て
死
し
て
か
ら
も
「
ア
ッ
ラ
ー
の
恵
み
を
得
た
よ
き
人
」
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
望

む
。11人

々
の
ワ
ク
フ
を
つ
く
る
動
機
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
来
世
を
も
考
慮
に
入
れ
た
動
機
と
と
も
に
、
外
部
環
境
の
影
響
も
無
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
次
の
よ
う
な
動
機
は
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
政
治
的
・
社
会
的
事
情
、
富
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
心
理
的
欲
求
、
社
会
経
済
的

な
必
要
性
、
社
会
の
道
徳
的
、
知
的
、
そ
し
て
文
化
的
構
造
、
獲
得
し
た
貴
重
な
財
産
が
相
続
で
分
散
す
る11

前
に
確
実
に
次
世
代
へ
と
継
承
さ

せ
よ
う
と
す
る
考
え
、11

国
家
の
力
の
顕
示
な
ど
。

イ
ス
ラ
ー
ム
や
ト
ル
コ
文
化
が
も
た
ら
し
た
文
明
や
社
会
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
ワ
ク
フ
を
生
み
出
し
た
要
因
や
動
機
は
そ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ワ
ク
フ
は
常
に
宗
教
的
な
動
機
か
ら
設
立
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
、
一
部
の
人
々
の
、



17 第一章 / トルコ・イスラーム文明におけるワクフ

15 世紀、エディルネにつくられた
エスキ・ジャーミイの壁面に記され
たアッラーという文字

13 世紀、ウルファにつくられたバルクルグュル・モスク
の集団礼拝の光景。人々はアッラーに感謝し、その恵みを
分かち合うことを美徳とした
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ワ
ク
フ
は
財
産
が
没
収
さ
れ
る
こ
と
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
、
と
い
う
主
張
も
実
情
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
。11

こ
れ
ら
す
べ
て
を
考
慮
し
た
上
で
、
ワ
ク
フ
を
生
み
出
し
た
要
因
に
順
位
を
つ
け
て
い
く
と
す
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
や
ト
ル
コ
世
界
が
個
人

及
び
社
会
の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
信
仰
の
あ
り
方
、
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
に
属
す
る
人
々
の
世
界
観
や
国
家
観
、
地
位
や
立
場
を
善
用

す
る
考
え
方
、
様
々
な
原
因
か
ら
社
会
的
弱
者
と
な
っ
た
人
々
を
社
会
的
に
強
い
立
場
の
人
々
か
ら
守
る
べ
き
だ
と
い
う
理
念
、
そ
れ
に
基
づ

く
「
国
民
を
生
か
せ
ば
国
も
生
き
る
」
と
い
う
哲
学
に
の
っ
と
っ
た
統
治
思
想
な
ど
を
上
位
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。11

ワ
ク
フ
の
創
設
者
の
資
質
や
ワ
ク
フ
が
手
が
け
た
事
業
の
内
容
を
見
み
て
み
る
と
、
ワ
ク
フ
は
財
産
や
所
得
の
再
配
分
の
機
能
を
果
た
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
社
会
的
に
豊
か
な
人
々
が
、
そ
の
経
済
力
に
応
じ
て
ワ
ク
フ
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ワ
ク
フ
は
所
得
や
財
産
の

偏
在
に
よ
る
弊
害
を
排
除
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
た
。
そ
れ
が
意
図
し
て
行
わ
れ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ワ
ク
フ

は
一
つ
の
社
会
的
な
任
務
と
責
任
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
経
済
問
題
の
一
つ
の
解
決
策
を
示
し
て
い
た
と
い
え
る
。

経
済
社
会
学
の
観
点
か
ら
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
は
財
産
を
誇
示
す
る
こ
と
と
ワ
ク
フ
と
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。
人
間
に
は
有
史
以

来
、
自
ら
所
有
し
て
い
る
財
産
を
様
々
な
手
段
を
講
じ
て
人
に
誇
示
し
よ
う
と
す
る
欲
求
が
あ
り
、
そ
の
欠
点
を
お
お
い
隠
す
た
め
、
間
接
的

で
複
雑
な
方
法
を
用
い
て
き
た
。
人
間
の
こ
の
欠
点
は
ワ
ク
フ
や
同
様
の
社
会
貢
献
活
動
に
よ
っ
て
有
意
義
な
も
の
と
さ
れ
な
い
限
り
、
収
入

や
財
産
を
見
せ
つ
け
よ
う
と
浪
費
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
ワ
ク
フ
が
、
そ
う
し
た
人
々
の
欲
望
の
充
足
と
社
会
の
利
益
を
最
適
な
形

で
合
致
さ
せ
る
場
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
由
も
あ
っ
て
ワ
ク
フ
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
に
お
い
て
、
か
つ
て
ど
の
イ
ス
ラ
ー
ム

国
家
に
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
形
で
広
く
実
践
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
低
所
得
層
の
人
々
、
あ
る
い
は
社
会
的
に
弱
い

立
場
に
あ
っ
た
人
々
に
対
し
て
富
が
分
配
さ
れ
、
あ
る
種
の
社
会
的
救
済
策
が
実
行
に
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
。11

三
、
ワ
ク
フ
は
人
々
を
教
育
す
る
文
化
的
組
織
で
あ
る

ワ
ク
フ
は
、
そ
の
活
動
を
通
じ
て
様
々
な
人
々
を
教
育
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
は
道
徳
心
を
育
み
、
受
け
取
る
こ
と
や
与
え
る
こ

と
の
喜
び
を
学
び
、
企
み
や
強
制
的
な
手
段
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
社
会
の
安
定
を
も
た
ら
す
文
化
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
社
会
に
お

い
て
は
、
こ
う
し
た
考
え
方
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
、
人
々
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
や
社
会
的
不
安
の
渦
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
。
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今
日
の
社
会
に
は
、
分
か
ち
合
い
の
文
化
ど
こ
ろ
か
、
不
正
な
手
段
を
駆
使
し
て
ま
で
利
益
を
上
げ
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
蔓
延
し
て
い
る
。

国
が
持
つ
富
を
国
民
が
分
か
ち
合
う
こ
と
を
優
先
し
て
い
た
我
々
の
伝
統
的
な
良
き
文
化
は
、
現
在
、
強
者
が
弱
者
か
ら
持
て
る
も
の
を
奪
い

尽
く
す
と
い
う
正
反
対
の
価
値
観
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
利
益
を
上
げ
る
こ
と
を
何
よ
り
も
優
先
す
る
こ
う
し
た
考
え
方
は
、

我
々
の
分
か
ち
合
い
与
え
る
こ
と
を
優
先
す
る
卓
越
し
た
文
化
を
消
し
去
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

両
者
の
考
え
方
の
違
い
は
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
西
洋
文
明
と
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
は
異
な
る
出
発
点
に
立
ち
、
異
な
る
方
向
を
目
指
し

て
い
る
。
西
洋
文
明
は
自
ら
の
考
え
方
や
手
法
を
他
の
文
明
を
持
つ
人
々
に
押
し
付
け
よ
う
と
し
、
異
な
る
文
明
の
存
立
を
望
ん
で
い
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
は
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
明
を
起
源
と
し
、
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
は
ウ
ラ
ル
・
ア
ル
タ
イ
文
明
や
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
に
基
づ
い

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
依
っ
て
立
っ
て
い
る
源
、
発
展
を
遂
げ
た
地
域
、
そ
し
て
そ
れ
を
担
っ
て
き
た
人
々
も
異
な
っ
た
資
質
を
持
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
こ
の
二
つ
の
文
明
に
属
す
る
人
々
の
考
え
方
、
人
生
観
は
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
西
洋
文
明
に
お
い
て
は
自
己
の
利
益
の
追
求
が
社
会
的
損
害
を
防
ぐ
こ
と
よ
り
も
優
先
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
イ

ス
ラ
ー
ム
文
明
に
お
い
て
は
社
会
的
損
害
を
防
ぐ
こ
と
は
、
個
人
の
利
益
の
追
求
よ
り
も
尊
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
西
洋
文
明
は
あ
ら
ゆ
る

面
に
お
い
て
、
自
己
の
利
益
を
優
先
し
て
考
え
る
。
自
己
の
利
益
を
確
保
す
る
こ
と
は
社
会
を
有
害
な
事
柄
か
ら
守
る
こ
と
よ
り
も
重
要
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
や
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
に
お
い
て
は
、
常
に
人
々
に
害
を
与
え
る
も
の
を
取
り
除
く
こ
と
が
、
自
己
の

利
益
を
確
保
す
る
こ
と
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
人
々
の
遺
伝
子
に
ま
で
浸
透
し
日
々
の
生
活
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
現
世

に
お
け
る
生
、
財
産
、
物
事
に
ま
つ
わ
る
意
義
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
受
け
取
る
こ
と
よ
り
与
え
る
こ

と
の
方
が
尊
ば
れ
る
文
明
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
文
明
の
名
こ
そ
、
社
会
的
相
互
扶
助
に
よ
る
「
ワ
ク
フ
文
明
」
な
の
で
あ
る
。

ワ
ク
フ
は
、
そ
の
長
く
培
わ
れ
て
き
た
歴
史
、
多
岐
に
わ
た
る
法
的
仕
組
み
、
実
現
し
て
き
た
社
会
奉
仕
、
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
と
イ
ス
ラ
ー

ム
文
明
発
展
へ
の
寄
与
な
ど
に
よ
り
、
社
会
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
存
在
意
義
を
示
し
て
き
た
社
会
的
・
政
治
的
組
織
で
あ
る
。

ワ
ク
フ
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
学
問
分
野
に
わ
た
っ
て
研
究
さ
れ
る
べ
き
貴
重
な
文
献
が
豊
富
に
存
在
し
て
い
る
。
ワ
ク
フ
に
関
す
る
資
料

を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
創
設
さ
れ
た
土
地
に
生
き
た
諸
民
族
の
人
間
的
資
質
、
慈
善
を
好
む
特
質
、
芸
術
や
建
築
、
都
市
計
画

に
お
け
る
考
え
方
な
ど
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
ら
の
社
会
的
地
位
、
人
口
統
計
学
的
分
布
、
教
育
や
文
化
な
ど
に
つ
い
て
も
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
の
人
々
が
い
か
に
読
書
好
き
で
、
そ
の
た
め
に
図
書
館
を
つ
く
り
、
書
道
や
伝
統
的
装
飾
芸
術
の
振

興
の
た
め
に
努
力
し
て
き
た
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



21

ト
ル
コ
民
族
の
国
家
建
設
と
そ
の
統
治
能
力
に
つ
い
て
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
保
存
資
料
に
、
法
や
法
の
下
に
お
け
る
公
正
さ
の
概
念
は
イ
ス

ラ
ー
ム
法
に
基
づ
く
裁
判
記
録
に
、
土
地
の
所
有
権
に
関
す
る
概
念
は
土
地
の
登
記
簿
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
彼
ら
の
慈
善
を

好
む
性
質
、
人
々
に
対
す
る
愛
情
や
尊
敬
、
現
世
に
つ
い
て
の
見
方
や
人
生
観
、
財
産
に
対
す
る
考
え
方
な
ど
は
、
ワ
ク
フ
の
諸
文
献
の
中
に

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
四
つ
の
保
存
資
料
を
研
究
す
る
こ
と
な
く
ト
ル
コ
民
族
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
元

と
な
る
資
料
を
用
い
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
る
研
究
は
不
完
全
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

公
益
法
人
で
あ
る
ワ
ク
フ
の
組
織
を
完
全
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
多
方
面
か
ら
の
研
究
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
具
体
的
な
研

究
対
象
と
し
て
、
ワ
ク
フ
の
起
源
、
関
係
者
、
法
的
仕
組
み
、
公
益
事
業
の
実
績
、
運
営
方
法
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
ワ

ク
フ
の
憲
法
に
あ
た
る
定
款
（
ワ
ク
フ
ィ
エ
）
の
内
容
の
分
析
も
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
ワ
ク
フ
の
財
産
を
拠
出
す
る
人
の
価
値
観
、

社
会
的
地
位
、
職
業
観
に
ま
つ
わ
る
要
因
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
こ
か
ら
は
そ
の
他
の
要
因
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
こ
う
。

ワ
ク
フ
に
基
金
が
拠
出
さ
れ
る
た
め
に
は
、
拠
出
さ
れ
る
財
産
と
そ
れ
を
受
け
取
る
側
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ワ
ク
フ
の
制

度
で
は
、
慈
善
と
奉
仕
を
行
う
与
え
る
側
の
人
を
「
ワ
ー
ク
フ
」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
拠
出
さ
れ
る
財
産
は
「
マ
ウ
ク
ー
フ
」、
そ
の
受
益
者

や
ワ
ク
フ
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
事
業
を
「
マ
ウ
ク
ー
フ
ン
・
ア
レ
イ
フ
」
と
呼
ぶ
。

動
産
ま
た
は
不
動
産
と
い
っ
た
ワ
ク
フ
へ
の
寄
付
は
、
そ
の
経
済
的
価
値
を
計
り
や
す
く
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
一
方
、

ワ
ク
フ
か
ら
利
益
を
受
け
る
の
は
人
間
で
あ
る
た
め
、
そ
の
人
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
生
き
方
を
し
て
き
た
か
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。
一

部
の
経
済
学
者
た
ち
は
ワ
ク
フ
に
対
し
て
「
ワ
ク
フ
は
資
本
の
効
率
的
な
運
用
を
妨
げ
、
経
済
原
則
に
反
す
る
こ
と
を
行
っ
て
い
る
。
社
会
の

中
に
働
い
て
稼
ぐ
こ
と
な
く
怠
惰
に
生
き
る
人
々
を
生
み
出
し
、
片
や
与
え
る
側
も
、
獲
得
し
た
資
本
を
国
家
の
財
源
と
さ
れ
る
こ
と
を
避
け

た
い
が
た
め
に
寄
付
し
て
い
る
の
だ
」
と
批
判11

し
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、「
マ
ウ
ク
ー
フ
ン
・
ア
レ
イ
フ
」、
つ
ま
り
寄
付
の
受
益
者
に
つ

い
て
も
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

過
去
に
あ
っ
た
事
柄
を
、
そ
の
ま
ま
今
日
の
基
準
に
照
ら
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
判
断
を
誤
る
原
因
と
な
る
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
体
現
し
た

オ
リ
エ
ン
ト
文
明
は
、
社
会
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
た
ち
を
よ
き
人
と
し
て
育
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
文
明
は
、
た
と

え
人
間
を
世
界
の
中
心
に
置
い
た
と
し
て
も
、
他
の
い
か
な
る
生
命
体
も
、
ま
た
自
然
環
境
も
損
な
う
こ
と
な
く
、
生
態
系
の
調
和
と
保
全
に

努
め
て
き
た
。
そ
し
て
、
既
存
の
富
を
可
能
な
限
り
公
正
に
分
配
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
き
、
人
々
の
努
力
が
報
わ
れ
る
社
会
的
流
動
性
の
高

い
生
活
環
境
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
考
え
方
は
、
貧
困
層
は
結
婚
し
て
は
な
ら
ず
、
た
と
え
結
婚
し
た
と
し
て
も
子
供
を
持
つ
べ
き

第一章 / トルコ・イスラーム文明におけるワクフ
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で
は
な
く
、
そ
し
て
社
会
的
救
済
措
置
を
と
ら
れ
る
こ
と
な
く
死
へ
と
放
擲
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
ト
ー
マ
ス
・
Ｒ
・
マ
ル
サ
ス

（
一
七
六
六
～
一
八
三
四
年
、『
人
口
論
』
を
著
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
学
者
）
の
考
え
方
と
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。12

都
市
計
画
、
建
築
、
芸
術
な
ど
は
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
の
核
を
成
す
分
野
で
あ
り
、
音
楽
、
書
道
、
装
飾
芸
術
、
彫
刻
、
木
工
、
石
細
工
と
い
っ

た
芸
術
の
分
野
も
ワ
ク
フ
の
活
動
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
分
野
が
人
々
の
道
徳
心
を
涵
養
し
、
次
の
よ
う
な

役
割
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
与
え
る
だ
け
の
力
の
あ
る
人
の
与
え
よ
う
と
い
う
感
覚
を
、
そ
し
て
様
々
な
理
由
か
ら
働
い
て
稼
ぐ
こ
と
が

で
き
な
い
人
々
の
受
け
取
る
側
と
し
て
の
感
覚
を
正
し
く
磨
く
。
裕
福
な
人
々
が
逸
脱
し
た
り
浪
費
に
走
っ
た
り
す
る
こ
と
を
防
ぐ
。
同
様
に
、

貧
し
い
人
々
が
知
的
、
肉
体
的
な
条
件
が
整
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
働
い
て
生
産
活
動
を
行
わ
ず
、
常
に
他
人
の
援
助
に
よ
っ
て
生
き
よ

う
と
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
。

こ
う
し
た
文
明
は
人
々
の
魂
の
奥
深
く
ま
で
浸
透
し
、
社
会
に
平
安
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
苦
し
み
の
中
に
あ
る
貧
し
い
人
々

を
救
う
た
め
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
る
。
貧
し
い
人
々
を
耐
え
難
い
生
活
状
況
か
ら
救
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
を
満
た
し
喜
び
を

得
よ
う
と
す
る
裕
福
な
人
は
、
夜
の
暗
闇
の
中
、「
サ
ダ
カ
（
施
し
）
の
石
」（
宗
教
的
施
設
の
周
囲
に
設
け
ら
れ
施
し
の
お
金
を
入
れ
る
石
。

貧
し
い
人
々
は
そ
こ
か
ら
必
要
と
す
る
お
金
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
）
に
向
い
、
誰
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
な
く
石
の
穴
の
中
に
お
金
を
入
れ
静

か
に
そ
こ
を
立
ち
去
る
。
そ
し
て
、
貧
し
い
人
々
は
夜
明
け
前
の
薄
闇
の
中
、
そ
の
石
へ
と
向
か
い
そ
こ
か
ら
必
要
な
だ
け
の
お
金
を
受
け
取

る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
こ
う
し
て
双
方
の
立
場
の
人
々
に
正
し
い
道
を
示
し
、受
け
取
る
こ
と
・
与
え
る
こ
と
を
人
間
と
し
て
守
る
べ
き
道
徳
と
し
、

決
し
て
策
略
や
強
制
的
措
置
を
と
る
こ
と
な
く
、
社
会
の
平
安
を
守
る
文
明
と
し
て
あ
り
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

宗
教
上
、
心
身
と
も
に
健
康
で
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
の
糧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
人
々
が
、
サ
ダ
カ
を
受
け
取
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て

い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
本
来
人
は
、
自
ら
の
手
で
生
活
の
糧
を
得
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ク
ル
ア
ー
ン
に
あ
る
よ
う
に
、
ム
ス
リ
ム

は
「
わ
た
し
た
ち
は
ア
ッ
ラ
ー
に
の
み
崇
め
仕
え
、
ア
ッ
ラ
ー
に
の
み
御
助
け
を
請
い
願
う
」（
第
一
章
五
節
）
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
人
は

他
者
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
な
く
、自
ら
律
し
て
生
き
る
べ
き
で
あ
り
、尊
厳
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、貶
め
ら
れ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。

役
に
立
つ
存
在
で
あ
り
、
害
を
も
た
ら
す
存
在
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
愛
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
憎
悪
の
対
象
と
さ
れ
て
は
い
け

な
い
の
で
あ
る
。
ハ
デ
ィ
ー
ス
（
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
行
録
）
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
与
え
る
手
は
受
け
取
る
手
よ
り
も
上
に
あ

る
」11

の
で
あ
る
。
他
者
か
ら
援
助
を
受
け
る
こ
と
に
慣
れ
た
人
々
は
、
そ
う
し
た
感
覚
を
失
っ
て
し
ま
う
。
自
ら
の
置
か
れ
た
状
況
に
耐
え
る

貧
窮
者
の
尊
さ
は
、
そ
の
貧
困
ゆ
え
で
は
な
く
、
困
窮
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
間
と
し
て
の
高
潔
さ
や
尊
厳
を
失
わ
ず
、
卑
屈
に
な
る

第一章 / トルコ・イスラーム文明におけるワクフ



24

こ
と
な
く
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。11

他
者
の
援
助
や
寄
付
に
依
存
し
て
生
き
る
習
慣
を
身
に
つ
け
て
し
ま
え
ば
、
サ
ダ
カ
は
人
々
を
怠
慢
へ
と
落
と
し
入
れ
る
要
因
と
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
決
し
て
勧
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
援
助
を
受
け
る
と
い
う
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
援
助
を

行
う
と
い
う
視
点
か
ら
人
々
の
道
徳
心
を
育
も
う
と
し
て
い
る
。
ト
ル
コ
の
著
名
な
ク
ル
ア
ー
ン
の
解
説
者
で
あ
る
Ｍ
・
ハ
ム
デ
ィ
・
ヤ
ズ
ル
は
、

「
ム
ス
リ
ム
は
他
の
人
々
に
善
や
援
助
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
意
義
な
一
生
を
送
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
行
い
は
人
間
を
神

の
報
奨
へ
と
導
く
。
ま
た
、ム
ス
リ
ム
は
生
活
の
糧
を
得
る
力
が
あ
る
の
に
サ
ダ
カ
を
受
け
取
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
知
っ

て
い
る
。
ム
ス
リ
ム
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
の
こ
う
し
た
命
令
や
禁
止
事
項
に
従
わ
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
を
常
に
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
信
仰
心
を
持
つ
人
は
怠
慢
で
あ
る
こ
と
を
大
き
な
罪
と
見
な
し
て
い
る
」11

と
述
べ
て
い
る
。

こ
う
し
た
条
件
の
も
と
で
貧
し
い
人
々
は
ワ
ク
フ
か
ら
様
々
な
援
助
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ワ
ク
フ
を
つ
く
る
側
も
社
会
的
必
要
性

に
合
わ
せ
、
ど
の
よ
う
な
ワ
ク
フ
を
つ
く
る
か
、
そ
の
優
先
順
位
を
決
め
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
す
な
わ
ち
貧
し
い
人
々
の
置
か
れ
た

状
況
に
よ
っ
て
、
設
立
さ
れ
る
ワ
ク
フ
の
種
類
も
異
な
っ
て
く
る
。
最
高
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
ワ
ク
フ
と
は
、
人
が
最
も
緊
急
に
必
要
と
し

て
い
る
も
の
に
応
じ
る
も
の
で
あ
る
。11

ま
た
、
最
も
有
意
義
な
ワ
ク
フ
と
は
、
援
助
を
必
要
と
し
て
い
る
人
々
が
労
働
に
よ
っ
て
収
入
を
得
る

こ
と
を
助
け
、
彼
ら
に
自
ら
の
労
働
に
よ
っ
て
収
入
を
得
る
こ
と
を
教
え
る
ワ
ク
フ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貧
困
に
苦
し
む
人
々
が
生
活
の

糧
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
教
育
の
機
会
を
提
供
す
る
ワ
ク
フ
は
、
彼
ら
の
衣
食
住
の
必
要
性
を
満
た
す
た
め
に
活
動
を
行
っ
て
い
る
ワ
ク

フ
よ
り
も
尊
い
存
在
で
あ
る
。11

四
、
ワ
ク
フ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
・
ト
ル
コ
世
界
を
包
括
す
る
文
明
の「
作
品
」で
あ
る

 

社
会
科
学
に
お
い
て
は
、す
べ
て
の
結
論
が
白
か
黒
と
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
両
者
の
中
間
、す
な
わ
ち
グ
レ
ー
ゾ
ー

ン
に
こ
そ
真
実
が
存
在
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
問
題
点
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
解
決
す
べ
き
課
題
と

し
て
提
示
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
最
終
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
と
同
じ
ぐ
ら
い
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
今
も
安
寧
を
求
め

続
け
て
い
る
人
類
に
と
っ
て
、
何
世
紀
に
も
わ
た
り
高
い
社
会
性
を
発
揮
し
て
き
た
ワ
ク
フ
の
経
験
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
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だ
が
残
念
な
こ
と
に
学
問
的
な
研
究
に
基
づ
い
て
発
表
さ
れ
た
ワ
ク
フ
の
デ
ー
タ
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
存
在
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
れ
か
ら

す
べ
き
こ
と
は
、
国
際
的
な
視
野
に
立
っ
た
歴
史
学
者
や
社
会
学
者
、
法
学
者
、
さ
ら
に
科
学
者
な
ど
を
集
め
、
研
究
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
、

あ
ら
ゆ
る
側
面
か
ら
ワ
ク
フ
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
の
研
究
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
分
割
を
も
く
ろ
む
外
国
政
府
の
指
導
の
も
と
で
行
わ
れ
た
偏

見
に
満
ち
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
類
全
体
の
発
展
に
寄
与
す
る
研
究
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
二
十
一
世
紀
に
入
り
、
民
主
的
な

非
政
府
組
織
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
る
現
在
、
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
の
代
表
的
な
非
政
府
組
織
で
あ
る
ワ
ク
フ
は
、
間
違
い
な
く
オ
リ
エ
ン
ト

文
明
を
理
解
す
る
一
つ
の
大
き
な
鍵
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ワ
ク
フ
に
対
す
る
関
心
は
、
年
々
、
社
会
的
に
も
学
問
的
に
も
ま
す
ま
す

高
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

オ
ス
マ
ン
帝
国
は
確
か
に
高
度
な
文
明
を
生
み
出
し
、
一
つ
の
時
代
を
築
い
て
き
た
。
だ
が
そ
の
後
の
停
滞
と
衰
退
、
そ
れ
に
続
く
崩
壊
と

と
も
に
、
そ
の
諸
組
織
は
困
難
な
状
況
に
陥
い
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ワ
ク
フ
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
た
組
織
の
一
つ
で
あ
る
。
だ

が
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
今
日
の
ワ
ク
フ
に
対
す
る
評
価
は
、
そ
の
真
の
理
解
の
た
め
に
十
分
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
ら
の
考
え
方

の
正
し
さ
を
証
明
し
た
い
が
た
め
に
物
事
を
一
方
的
に
分
析
す
る
の
で
は
な
く
、
厳
正
に
中
立
的
な
立
場
に
立
ち
、
学
問
的
に
正
確
に
物
事
の

全
体
像
を
捉
え
直
し
、
ワ
ク
フ
と
い
う
命
題
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
部
の
例
外
を
除
き
、
こ
れ
ま
で
ワ
ク
フ
と
い
う
命
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
人
々
は
、
大
き
く
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
ワ
ク
フ
は
聖
な
る
概
念
で
不
可
侵
で
あ
る
べ
き
と
考
え
る
グ
ル
ー
プ
、
他
の
一
つ
は
ワ
ク
フ
は
、
現
代
の
ト
ル
コ
人
の
生
活
に
は
そ
ぐ

わ
な
い
過
去
の
遺
物
で
あ
り
、11

そ
の
歴
史
的
結
び
つ
き
を
断
つ
た
め
に
一
度
清
算
さ
れ
、社
会
か
ら
完
全
に
排
除
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
グ
ル
ー

プ
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
れ
が
す
ぐ
に
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
ワ
ク
フ
を
で
き
る
だ
け
社
会
生
活
か
ら
遠
ざ
け
、
そ
の
活
動
範
囲
を
狭
め
る
べ
き

だ
と
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
る
と
、
十
九
世
紀
以
降
の
ト
ル
コ
の
諸
改
革
や
西
洋
化
の
流
れ
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
態
度
が
ワ
ク
フ

に
対
し
と
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。11

だ
が
、
正
確
に
言
え
ば
こ
の
二
つ
の
考
え
方
は
ど
ち
ら
も
正
し
く
な
い
。
ワ
ク
フ
は
イ
ス
ラ
ー

ム
の
信
仰
上
の
条
件
や
宗
教
的
な
義
務
で
も
な
け
れ
ば
、11

社
会
的
・
文
化
的
な
生
活
か
ら
取
り
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
無
価
値
な
も
の
で

も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ワ
ク
フ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
行
っ
て
も
行
わ
な
く
て
も
よ
い
行
為
（
ム
バ
ー
フ
）
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ワ
ク
フ
は
、

社
会
に
貢
献
し
た
い
と
の
良
い
意
思
を
持
つ
人
々
に
多
方
面
に
わ
た
る
機
会
を
与
え
て
い
る
反
面
、
悪
意
あ
る
人
々
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
か
ね
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な
い
側
面
も
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

良
い
意
思
か
ら
生
ま
れ
た
ワ
ク
フ
は
、
人
格
を
陶
冶
し
、
生
命
を
持
つ
す
べ
て
の
も
の
を
包
括
し
、
豊
か
な
社
会
の
建
設
に
寄
与
し
、
あ
ら

ゆ
る
芸
術
活
動
に
貢
献
し
、
居
住
環
境
を
整
備
し
、
美
し
い
国
づ
く
り
と
い
っ
た
社
会
的
に
価
値
の
あ
る
目
的
の
た
め
に
活
用
さ
れ
る
。
し
か

し
他
方
で
、
自
己
利
益
の
追
求
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
ワ
ク
フ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
必
要
性
も
な
い
の
に
国
有
地
の
使
用
権
を
得
て
ワ
ク
フ

の
も
の
と
し
、
そ
の
財
産
を
悪
用
し
て
遺
産
相
続
人
の
た
め
の
取
り
分
を
確
保
し
た
と
い
う
例
も
あ
る
。
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

こ
う
し
た
悪
い
意
図
か
ら
設
立
さ
れ
た
ワ
ク
フ
が
全
体
の
中
で
ど
れ
だ
け
の
割
合
を
占
め
て
い
た
か
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
立
証
す
る
た
め
に

も
良
心
的
で
中
立
的
な
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
学
問
的
な
成
果
が
十
分
で
は
な
く
、
さ
ら
な
る
研
究
が
必
要
だ
と
し
て
も
、
ワ
ク
フ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
・
ト
ル
コ
文
明
に
与
え
て

き
た
多
大
な
影
響
は
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ワ
ク
フ
の
キ
ュ
ッ
リ
エ
（
大
学
、
図
書
館
、
寮
、
食
堂
、
病
院
な
ど
を
含
む
総
合
施
設
）
は
、
人
が
そ
の
土
地
に
住
む
た
め
に
欠
か
せ
ぬ
要

素
の
一
つ
で
あ
り
、
美
し
い
都
市
の
基
盤
を
構
成
し
て
い
る
。
ト
ル
コ
の
東
や
西
、
南
や
北
に
位
置
す
る
主
要
な
都
市
に
ワ
ク
フ
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
は
、
世
紀
を
超
え
て
今
を
生
き
る
我
々
に
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
い
く
つ
も
の
宗
教
や
文
化
が
出
会
う
ダ
マ
ス
カ
ス
の
ウ
マ

イ
ヤ
・
モ
ス
ク
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
ア
ル
＝
ア
ク
サ
・
モ
ス
ク
や
岩
の
ド
ー
ム
を
中
心
と
す
る
キ
ュ
ッ
リ
エ
は
、
ワ
ク
フ
の
支
え
に
よ
っ
て
今
も

活
動
し
て
い
る
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
ウ
ル
グ
・
ベ
グ
の
レ
ギ
ス
タ
ン
広
場
の
キ
ュ
ッ
リ
エ
、11

ト
ル
コ
の
エ
デ
ィ

ル
ネ
の
セ
リ
ミ
エ
・
モ
ス
ク
の
キ
ュ
ッ
リ
エ
、
そ
し
て
サ
ラ
エ
ボ
の
ガ
ズ
ィ
ー
・
フ
ス
レ
ブ
・
ベ
グ
・
モ
ス
ク
の
キ
ュ
ッ
リ
エ
に12

至
る
ま
で
、

ト
ル
コ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
各
地
に
、
石
や
レ
ン
ガ
に
魂
を
吹
き
込
み
つ
つ
ワ
ク
フ
の
活
動
は
広
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
成
果
は
他
に
も

カ
シ
ュ
ガ
ル
で
は
ヤ
ー
ク
ブ
・
ハ
ー
ン
の
キ
ュ
ッ
リ
エ
、
ブ
ル
サ
で
は
イ
ェ
シ
ル
・
モ
ス
ク
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
は
フ
ァ
ー
テ
ィ
ヒ
・
モ
ス

ク
や
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
・
モ
ス
ク
の
キ
ュ
ッ
リ
エ
と
し
て
結
実
し
て
い
る
。11

こ
う
し
た
数
々
の
キ
ュ
ッ
リ
エ
は
都
市
計
画
に
社
会
奉
仕
の
精
神
が
調
和
し
た
社
会
的
組
織
の
代
表
的
な
例
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
環
境

保
護
の
視
点
か
ら
も
キ
ュ
ッ
リ
エ
の
建
築
物
が
町
に
発
展
を
も
た
ら
す
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
キ
ュ
ッ
リ
エ
は
そ
の
計
画
段
階
か
ら
周
辺
環

境
と
の
調
和
、
街
並
み
全
体
と
の
統
一
が
継
続
性
を
持
っ
て
考
慮
さ
れ
、
町
の
発
展
の
重
要
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
イ
ス
タ
ン

ブ
ー
ル
の
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
・
モ
ス
ク
の
キ
ュ
ッ
リ
エ
は
、
旧
市
街
の
街
並
の
中
で
単
に
モ
ス
ク
の
建
築
物
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
広
く
周
辺

の
建
物
と
と
も
に
、
一
つ
の
統
一
体
と
し
て
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
か
も
し
だ
し
て
い
る
。
こ
の
キ
ュ
ッ
リ
エ
の
一
連
の
デ
ザ
イ
ン
は
大
ド
ー
ム
を
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起
点
と
し
な
が
ら
、
建
物
群
が
周
辺
へ
と
広
が
っ
て
い
き
、
そ
れ
が
ま
た
同
じ
調
和
を
保
ち
な
が
ら
波
の
よ
う
に
別
の
建
物
の
大
ド
ー
ム
へ
と

上
昇
カ
ー
ブ
を
描
き
な
が
ら
つ
な
が
っ
て
い
く
。
建
築
家
ス
ィ
ナ
ン
が
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
・
モ
ス
ク
で
手
が
け
、
後
の
建
築
家
が
マ
ル
マ
ラ
沿
岸

に
お
い
て
模
倣
し
た
こ
の
建
築
学
的
概
念
は
、
二
十
世
紀
に
入
り
「
青
空
の
下
の
作
品
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
独
創
的
な
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。11

一
五
七
三
年
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
を
訪
れ
た
デ
ュ
フ
レ
ン
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
こ
れ
ら
の
キ
ュ
ッ
リ
エ
は
、
ト
ル
コ
人
の
自
然
と
人
間
と
神

と
の
結
び
つ
き
を
、
ワ
ク
フ
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
表
現
し
た
作
品
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。11

こ
れ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
・
ト
ル
コ
世
界
を
包
括
す

る
文
明
の
も
た
ら
し
た
傑
作
で
あ
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
疑
問
を
差
し
は
さ
む
余
地
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

 

五
、
十
分
評
価
さ
れ
て
い
な
い
ワ
ク
フ
の
価
値

ワ
ク
フ
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
最
初
に
考
案
し
た
制
度
で
は
な
い
。
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
な
ど
で
す
で
に
実
践
さ
れ
て
き
た
も
の
が
、
オ
ス
マ
ン

帝
国
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
な
る
時
代
の
ど
の
よ
う
な
国
に
も
増
し
て
、
ワ
ク
フ
を
活
用
し
て
国
の
富
を
分
配
し
、

公
正
に
国
家
を
運
営
し
徳
を
備
え
た
都
市
を
つ
く
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
で
あ
っ
た
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
ワ
ク
フ
の
発
展
を

通
し
て
多
く
の
こ
と
を
達
成
し
て
い
る
。

そ
の
一
つ
は
公
正
な
政
治
家
を
育
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
・
宗
教
・
民
族
の
別
な
く
す
べ
て
の
人
々
に
安
寧
と
幸
福
を
与
え
る
公
正

な
統
治
を
実
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
ワ
ク
フ
を
通
じ
て
達
成
し
た
も
う
一
つ
の
成
果
は
、
国
家
の
富
を
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
階

層
の
人
々
に
相
応
に
分
配
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
々
の
将
来
に
対
す
る
不
安
が
解
消
さ
れ
、
互
い
の
権
利
を
尊
重
し
あ
う
高

い
徳
を
備
え
た
一
つ
の
国
家
モ
デ
ル
を
つ
く
り
上
げ
た
。
三
つ
目
の
成
果
と
し
て
都
市
計
画
と
そ
の
建
設
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
オ
ス
マ
ン

帝
国
を
高
い
文
明
レ
ベ
ル
に
引
き
上
げ
、人
々
が
幸
福
に
暮
ら
す
徳
に
満
ち
た
町
を
つ
く
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
以
外
の
国
々

で
は
、
ワ
ク
フ
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
成
果
を
得
ら
れ
ず
、
ワ
ク
フ
が
本
来
持
っ
て
い
る
す
ば
ら
し
い
特
性
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。11

ワ
ク
フ
は
当
初
、
個
人
や
共
同
体
の
様
々
な
要
請
に
応
え
る
こ
と
を
目
的
に
つ
く
り
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
社
会
の
発
展
と
と
も
に
ワ
ク
フ

も
多
様
な
発
展
を
み
た
。
そ
の
背
景
に
は
社
会
や
文
化
の
あ
り
方
の
変
化
、
経
済
成
長
な
ど
が
あ
っ
た
。
ワ
ク
フ
が
最
も
発
展
し
た
オ
ス
マ
ン
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朝
時
代
に
は
、
ワ
ク
フ
は
社
会
や
文
化
、
経
済
、
さ
ら
に
は
政
治
活
動
と
切
り
離
せ
な
い
セ
ク
タ
ー
と
な
っ
た
。
自
由
経
済
の
法
則
や
地
方
自

治
体
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
て
い
た
ワ
ク
フ
に
は
、
法
人
格
も
与
え
ら
れ
て
い
た
。
ワ
ク
フ
は
国
の
発
展
や
停
滞
、
景
気
や
不
景
気

の
循
環
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
活
動
範
囲
を
拡
大
、
縮
小
さ
せ
な
が
ら
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。11

様
々
な
時
代
を
対
象
と
し
た
ワ
ク
フ
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
ワ
ク
フ
の
経
済
活
動
は
ト
ル
コ
経
済
全
体
の
中
で
約
十
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
オ
マ
ル
・
リ
ュ
ト
ゥ
フ
ィ
・
バ
ル
カ
ン
は
、
ア
ナ
ト
リ
ア
州
の
一
五
三
〇
年
か
ら
一
五
四
〇
年
の
記
録
を
も
と
に
行
っ

た
研
究
で
、
こ
の
地
域
の
年
間
所
得
の
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
が
ワ
ク
フ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。11

同
じ
時
期
の
国
家

予
算
の
一
般
会
計
部
門
に
お
い
て
、
ル
ー
ム
州
で
一
五
・
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
ハ
レ
ッ
ポ
・
ダ
マ
ス
カ
ス
州
で
は
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
ズ
ル
カ
デ
ィ

リ
エ
で
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
ル
メ
リ
ア
で
は
五
・
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
ワ
ク
フ
へ
の
支
出
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。11

近
年
ワ
ク
フ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
世
紀
に
わ
た
る
時
代
を
研
究
対
象
と
し
た
三
件
の
博
士
論
文
が
発
表
さ
て
い
る
。
こ
の
研
究
は
全

体
の
中
か
ら
代
表
的
な
も
の
を
取
り
上
げ
、
一
定
の
数
の
ワ
ク
フ
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
を
全
体
に
置
き
換
え
て
み

る
と
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
経
済
は
、
十
七
世
紀
に
は
一
五
・
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
、11

十
八
世
紀
に
は
二
六
・
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、11

十
九
世
紀
に
は

一
五
・
七
七
パ
ー
セ
ン
ト12

が
ワ
ク
フ
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

統
計
の
示
す
数
値
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
が
、
ワ
ク
フ
が
農
業
や
製
造
業
、
商
業
、
住
宅
建
設
、
雇
用
、
そ
し
て
金
融
と
い
っ
た

多
岐
に
わ
た
る
分
野
で
国
の
経
済
の
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。11

ワ
ク
フ
は
公
共
事
業
に
従
事
す
る
人
々
の
う
ち
、
オ
ス
マ

ン
帝
国
の
最
後
の
時
期
に
は
八
・
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
、11

共
和
国
成
立
当
初
に
は
一
二
・
六
八
パ
ー
セ
ン
ト11

を
雇
用
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

そ
れ
以
降
の
世
界
の
流
れ
に
逆
行
す
る
よ
う
な
「
脱
ワ
ク
フ
政
策
」
に
よ
っ
て
、
経
済
及
び
雇
用
に
占
め
る
ワ
ク
フ
の
割
合
は
次
第
に
減
少
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

現
在
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
非
営
利
組
織
の
総
資
産
残
高
は
一
兆
ド
ル
を
超
え
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
雇
用
者
数
は
約
八
百
万
人
に

の
ぼ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
人
口
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
当
た
る
。11

欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
に
お
い
て
も
、
非
営
利
組
織
の
担
う
い
わ
ゆ
る
「
社
会
経
済
」

の
規
模
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
Ｅ
Ｕ
の
農
業
生
産
高
よ
り
も
大
き
い
。
二
十
一
世
紀
に
入
っ
た
現
在
で
は
、
こ
れ
ら
の
国
々
の
労
働
人
口
の

五
パ
ー
セ
ン
ト
が
「
社
会
経
済
」
分
野
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
。11

世
界
に
お
け
る
非
営
利
組
織
の
こ
の
よ
う
な
発
展
と
は
対
照
的
に
ト
ル
コ
で
は
、
歴
史
的
に
大
切
な
遺
産
で
も
あ
る
ワ
ク
フ
の
雇
用
に
占
め

る
割
合
は
、
二
十
世
紀
末
に
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
に
ま
で
落
ち
こ
ん
で
し
ま
っ
た
。11
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か
つ
て
ワ
ク
フ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
や
ト
ル
コ
に
お
い
て
、
人
間
を
中
心
に
据
え
つ
つ
も
一
切
の
生
き
物
を
排
除
す
る
こ
と
な
く
、
と
も
に

富
を
分
か
ち
合
う
こ
と
を
目
指
し
て
き
た
。
ま
た
、
富
の
公
正
な
分
か
ち
合
い
を
前
提
に
、
社
会
生
活
の
水
準
を
高
め
、
芸
術
を
振
興
し
、
人

間
性
を
高
め
る
要
因
と
も
な
っ
た
。
し
か
し
す
で
に
述
べ
た
統
計
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ト
ル
コ
で
は
こ
の
よ
う
な
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
き
た
ワ
ク
フ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
維
持
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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一
、
ワ
ク
フ
は
奉
仕
の
た
め
の
組
織

道
徳
的
に
も
宗
教
的
に
も
ま
た
社
会
的
見
地
か
ら
も
、
善
行
に
務
め
、
よ
い
振
舞
い
を
し
、
互
い
に
助
け
合
う
こ
と
が
人
々
に
奨
励
さ
れ
、

人
が
自
分
の
こ
と
だ
け
に
と
ら
わ
れ
、
蓄
財
に
走
る
こ
と
は
よ
し
と
さ
れ
な
い
。
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
の
統
治
者
た
ち
に
よ
る
な
ら
、
本
来
物
事

は
す
べ
て
個
人
の
責
任
や
自
由
意
志
に
委
ね
ら
れ
る
。
す
べ
て
の
人
々
は
、
他
の
人
々
の
問
題
を
自
分
の
問
題
と
し
て
受
け
と
め
る
べ
き
で
あ

り
、
そ
の
た
め
に
精
一
杯
働
い
て
生
産
活
動
に
勤
し
み
、
生
活
に
苦
し
ん
で
い
る
人
々
を
助
け
る
た
め
に
自
ら
必
要
と
す
る
以
外
の
も
の
は
彼

ら
に
分
け
与
え
る
べ
き
で
あ
る
。

ワ
ク
フ
は
、
強
固
な
宗
教
的
信
条
と
思
想
を
持
つ
組
織
と
し
て
、
で
き
る
限
り
政
治
的
騒
乱
や
行
政
の
動
き
に
は
関
わ
ら
な
い
こ
と
を
そ
の

方
針
と
し
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ワ
ク
フ
は
、
社
会
生
活
に
安
定
と
継
続
性
を
も
た
ら
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
寄
付
さ
れ
た
不
動
産
は
、
い

か
な
る
理
由
が
あ
ろ
う
と
ワ
ク
フ
か
ら
他
へ
所
有
権
を
移
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
使
用
目
的
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
ワ
ク

フ
の
定
款
に
記
さ
れ
た
規
則
に
反
し
た
行
動
を
と
ら
な
い
限
り
、
管
財
人
を
そ
の
職
務
か
ら
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
り
、

ワ
ク
フ
の
組
織
は
政
治
的
・
行
政
的
な
干
渉
を
受
け
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。11

そ
し
て
、ワ
ク
フ
は
富
の
不
平
等
な
分
配
か
ら
生
じ
る
対
立
を
防
ぎ
、

社
会
的
格
差
を
な
く
し
、
奉
仕
の
精
神
の
醸
成
や
社
会
的
公
正
さ
の
実
現
に
大
き
く
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
貢
献
は
、
個
人
が
財
産
を
寄

付
し
そ
れ
を
公
共
の
福
祉
に
活
用
す
る
こ
と
が
、
人
の
果
た
す
べ
き
道
徳
的
な
任
務
で
あ
る
と
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
遂
行
さ
れ
た
。
こ
う
し

た
ワ
ク
フ
の
制
度
の
発
達
に
よ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
は
階
級
差
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
ー
ム
・
ト
ル
コ
文
化
は
、
個
人
の
生
活
に
お
け
る
様
々
な
困
難
を
未
然
に
防
ぎ
、
そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
と
し
て
心
の
平
安
を

支
え
、
社
会
生
活
を
調
和
が
と
れ
た
も
の
と
す
る
た
め
に
、
歴
史
を
通
し
て
常
に
ワ
ク
フ
の
創
設
を
奨
励
し
て
き
た
。
今
日
に
至
る
ま
で
人
類

へ
の
貢
献
を
続
け
多
大
な
社
会
的
業
績
を
生
み
出
し
て
き
た
ワ
ク
フ
は
、
そ
の
法
的
構
造
を
時
代
の
条
件
に
適
し
た
形
で
発
展
さ
せ
て
き
た
。

ワ
ク
フ
は
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
、
そ
の
社
会
的
・
文
化
的
貢
献
を
最
も
よ
く
果
た
し
て
い
た
。
ワ
ク
フ
の
活
動
は
、
そ
の
時
代
の
発
展
期
や
衰
退
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期
に
お
け
る
統
治
と
文
化
の
変
容
に
並
行
し
て
行
わ
れ
た
。
今
日
、
政
府
が
担
っ
て
い
る
公
共
の
福
祉
の
多
く
の
活
動
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
時
代

に
ワ
ク
フ
に
よ
っ
て
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
。
当
時
の
政
府
は
、
公
共
施
設
の
建
設
、
教
育
や
保
険
と
い
っ
た
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
、
あ
る

い
は
崇
拝
行
為
を
行
う
施
設
の
建
設
と
い
っ
た
任
務
を
負
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。11

こ
う
し
た
考
え
方
を
も
と
に
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
に
具
現
化
さ
れ
た
制
度
に
よ
っ
て
政
府
は
、
国
家
の
治
安
や
外
交
、
国
民
の
生
命
や
財
産
の

保
護
、
経
済
活
動
の
奨
励
と
い
っ
た
こ
と
以
外
の
、
社
会
の
発
展
に
か
か
せ
な
い
厚
生
、
教
育
、
文
化
、
そ
し
て
宗
教
的
奉
仕
、
芸
術
の
振
興

と
い
っ
た
務
め
を
、
民
主
的
で
民
間
主
導
の
ワ
ク
フ
に
任
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
統
治
者
た
ち
が
異
な
る
言
語
、
宗
教
、

民
族
か
ら
な
る
集
団
を
一
つ
に
ま
と
め
、
三
つ
の
大
陸
に
わ
た
る
国
家
の
安
定
と
安
全
を
保
ち
、
六
世
紀
も
の
長
い
間
、
世
界
的
な
国
家
と
し

て
存
在
し
続
け
た
秘
密
は
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

皇
帝
や
そ
の
一
族
の
人
々
を
は
じ
め
と
し
て
、
高
級
官
僚
か
ら
一
般
の
人
々
に
至
る
ま
で
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
人
々
は
ワ
ク
フ
と
い
う
形
で
、

マ
ド
ラ
サ
（
学
院
）
や
図
書
館
と
い
っ
た
教
育
施
設
、
病
院
、
商
業
ビ
ル
、
ハ
マ
ー
ム
（
公
衆
浴
場
）、
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
（
隊
商
宿
）

な
ど
の
社
会
的
施
設
、
上
水
道
施
設
、
水
飲
み
場
、
橋
、
道
路
と
い
っ
た
公
共
施
設
を
つ
く
っ
て
き
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
建
物
は
そ
の
機
能

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
芸
術
的
な
美
し
さ
も
追
求
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ワ
ク
フ
は
芸
術
振
興
に
も
貢
献
し
た
。

食
堂
、
灯
台
、
洗
濯
場
、
墓
地
な
ど
も
ワ
ク
フ
の
手
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
や
ス
ポ
ー
ツ
振
興
の
た
め
の
ワ
ク
フ
、
変
わ
っ

た
も
の
で
は
川
や
湖
で
船
を
運
航
す
る
ワ
ク
フ
、
あ
る
い
は
孤
児
の
少
女
た
ち
に
嫁
入
り
道
具
を
与
え
た
り
、
破
産
し
た
者
の
借
金
を
代
わ
り

に
払
い
戻
し
た
り
、
税
金
の
支
払
い
に
困
っ
て
い
る
市
民
に
援
助
を
行
う
ワ
ク
フ
、
敵
か
ら
町
を
守
る
城
壁
を
つ
く
る
ワ
ク
フ
、
兵
士
の
装
備

や
食
料
を
よ
り
充
実
し
た
も
の
に
す
る
ワ
ク
フ
な
ど
が
創
設
さ
れ
た
。
さ
ら
に
ワ
ク
フ
の
役
割
と
し
て
、
孤
児
や
未
亡
人
な
ど
助
け
を
必
要
と

し
て
い
る
人
に
援
助
を
行
う
こ
と
、
子
供
た
ち
を
野
外
で
遊
ば
せ
る
こ
と
、
学
校
の
生
徒
た
ち
に
食
料
や
衣
服
、
教
育
用
品
を
与
え
る
こ
と
、

未
亡
人
や
老
人
に
衣
服
を
与
え
食
料
や
燃
料
の
援
助
を
行
う
こ
と
、
貧
し
い
人
々
や
身
寄
り
の
な
い
人
々
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
そ
の
遺
体
を

適
切
に
処
置
す
る
こ
と
、
お
祭
り
の
と
き
に
子
供
た
ち
や
貧
し
い
人
々
に
贈
り
物
を
与
え
る
こ
と
、
家
畜
に
え
さ
や
水
を
与
え
る
こ
と
な
ど
も

あ
っ
た
。11

こ
の
よ
う
に
ワ
ク
フ
は
、
特
に
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
の
国
家
で
行
わ
れ
て
い
た
宗
教
的
な
分
野
に
限
定
し
た
活
動
に
と

ど
ま
ら
ず
、
広
く
国
家
の
様
々
な
活
動
を
担
い
、
国
民
の
生
活
を
多
方
面
か
ら
支
援
す
る
公
益
の
組
織
と
な
っ
て
い
た
。12

実
際
、
一
五
三
〇
年
か
ら
一
五
四
〇
年
の
間
の
記
録
に
よ
る
と
、
カ
ス
タ
モ
ヌ
、
ア
ラ
ー
イ
エ
、
テ
ケ
、
ハ
ミ
ド
、
カ
ラ
ヒ
サ
ル
な
ど
の
西
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ア
ナ
ト
リ
ア
県
全
体
の
収
入
の
合
計
は
七
千
九
百
七
十
八
万
四
千
九
百
六
十
ア
ク
チ
ェ
（
金
貨
）
で
あ
り
、
そ
の
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
つ
ま
り

千
三
百
六
十
四
万
千
六
百
八
十
四
ア
ク
チ
ェ
は
ワ
ク
フ
が
あ
げ
た
収
入
で
あ
っ
た
。
こ
の
ワ
ク
フ
の
手
に
よ
る
収
入
の
多
く
は
、
公
共
の
福
祉

や
宗
教
活
動
に
ま
つ
わ
る
事
業
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ワ
ク
フ
は
ア
ナ
ト
リ
ア
地
方
で
、
四
十
五
の
食
事
提
供
の
場
、
三
百
四
十
二
の
モ
ス
ク
、

千
五
十
五
の
モ
ス
ク
、百
十
の
マ
ド
ラ
サ
、六
百
二
十
六
の
宿
泊
施
設
、百
五
十
四
の
学
校
、一
つ
の
修
道
場
、二
つ
の
ハ
ー
フ
ィ
ズ
（
ク
ル
ア
ー

ン
を
す
べ
て
暗
記
し
て
い
る
人
）
の
養
成
所
、
七
十
五
の
商
業
ビ
ル
と
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
、
二
百
三
十
八
の
ハ
マ
ー
ム
を
運
営
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
施
設
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
公
共
福
祉
が
、
完
全
に
実
践
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
働
く
百
二
十
一
人
の
教
師
、

三
千
七
百
五
十
六
人
の
説
教
師
、イ
マ
ー
ム（
礼
拝
時
の
指
導
者
）、ム
ア
ッ
ジ
ン（
礼
拝
の
呼
び
か
け
を
行
う
人
）と
三
千
二
百
九
十
九
人
の
シ
ャ

イ
フ
（
長
老
）、
モ
ス
ク
な
ど
の
雑
用
係
、
生
徒
の
計
七
千
百
七
十
六
人
が
、
公
共
福
祉
の
た
め
の
奉
仕
者
も
し
く
は
生
徒
と
し
て
ワ
ク
フ
か

ら
給
与
を
得
て
い
た
。
同
じ
時
期
の
他
の
地
方
、
た
と
え
ば
ワ
ク
フ
の
収
入
が
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
た
カ
ラ
マ
ン
地
方
で
も
同
様
に
、

三
つ
の
食
事
提
供
の
場
、
七
十
五
の
モ
ス
ク
、
三
百
十
九
の
礼
拝
所
、
四
十
五
の
マ
ド
ラ
サ
、
二
百
七
十
二
の
宿
泊
所
、
二
つ
の
病
院
、
十
四

の
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
が
ワ
ク
フ
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
。11

二
、
教
育
・
文
化
面
に
お
け
る
貢
献

文
化
は
、
社
会
を
統
一
し
た
目
的
で
ま
と
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
に
一
つ
の
民
族
と
し
て
の
意
識
を
植
え
つ
け
、
そ
こ
か
ら
そ
の
民
族
固

有
の
能
力
や
美
的
感
覚
を
生
み
出
す
特
質
を
持
っ
て
い
る
。
文
化
を
育
む
三
つ
の
要
素
は
、
人
の
行
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
信
仰
、
人
々

を
共
通
の
目
的
の
も
と
に
集
め
、
同
じ
世
界
観
に
高
め
る
教
育
、
個
人
や
社
会
の
能
力
を
引
き
出
す
芸
術
で
あ
る
。

ワ
ク
フ
は
こ
の
三
つ
の
要
素
を
歴
史
を
通
し
て
実
現
し
て
き
た
。
オ
ス
マ
ン
朝
に
お
い
て
、
将
来
官
僚
と
な
る
優
れ
た
能
力
を
持
つ
学
生
た

ち
を
育
成
し
て
い
た
宮
殿
付
属
の
エ
ン
デ
ル
ン
学
校
と
、
西
洋
化
と
刷
新
の
時
代
に
開
設
さ
れ
た
国
家
の
安
全
保
障
に
か
か
わ
る
軍
事
・
技
術

の
学
校
を
除
き
、
ワ
ク
フ
は
小
学
校
か
ら
始
ま
る
す
べ
て
の
教
育
を
担
っ
て
い
た
。

オ
ス
マ
ン
朝
時
代
、
五
・
六
歳
の
子
供
た
ち
が
通
っ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る
ス
ブ
ヤ
ン
学
校
は
各
町
か
ら
村
々
に
至
る
ま
で
全
国
各
地
に
広
ま
っ

て
い
っ
た
。
そ
の
数
に
つ
い
て
は
正
確
な
資
料
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
エ
ヴ
ィ
リ
ヤ
ー
・
チ
ェ
レ
ビ
は
十
七
世
紀
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
だ
け
で
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13 世紀、シワスにつくられたゴク・
マドラサ（学院）。オスマン朝時代に
ワクフによってつくられた学校の数は
1000 校に近かったとされる

16 世紀、ブルサにつくられた
ゴクデレ・マドラサ（学院）の
内部。ワクフは装飾面において
も大きな貢献をしている
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千
九
百
九
十
三
の
学
校
が
あ
っ
た
と
記
録
し
て
い
る
。
十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
は
、
ル
ー
ム
州
の
中
心
部
で
六
十
、
ア
ナ
ト
リ

ア
州
で
百
五
十
四
、
ア
マ
ス
ヤ
州
で
二
百
、
エ
ル
ズ
ル
ム
州
で
百
十
の
ス
ブ
ヤ
ン
学
校
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
、

十
七
世
紀
に
は
イ
ズ
ニ
ク
で
四
六
、
シ
ワ
ス
で
百
四
十
の
学
校
が
存
在
し
て
い
た
。11

十
七
世
紀
に
オ
ス
マ
ン
朝
を
旅
し
た
フ
ラ
ン
ス
人
の
旅
行

家
は
、
す
べ
て
の
村
々
に
学
校
が
あ
り
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
初
等
教
育
が
西
洋
国
家
と
は
比
較
で
き
な
い
ほ
ど
充
実
し
て
い
た
こ
と
に
驚
い
て
い

る
。21こ

の
初
等
教
育
学
校
に
お
い
て
は
、
身
寄
り
の
な
い
、
あ
る
い
は
貧
し
い
低
年
齢
の
子
供
た
ち
の
た
め
に
、
毎
年
衣
服
や
靴
を
買
う
た
め
の

お
金
が
ワ
ク
フ
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
て
い
た
。
フ
ァ
ー
テ
ィ
ヒ
・
ス
ル
タ
ン
・
メ
フ
メ
ト
（
メ
フ
メ
ト
二
世
、
在
位
一
四
四
四
～
一
四
八
一
年
）

は
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
つ
く
ら
せ
た
キ
ュ
ッ
リ
エ
付
属
の
ス
ブ
ヤ
ン
学
校
に
つ
い
て
、「
孤
児
が
い
れ
ば
教
育
の
優
先
権
は
彼
ら
に
与
え
る

べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
空
き
が
あ
れ
ば
次
に
貧
し
い
家
庭
の
子
供
た
ち
を
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
他
の
ワ
ク
フ
の
施

設
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
就
学
年
齢
に
達
し
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
首
都
に
住
む
す
べ
て
の
孤
児
た
ち
を
対
象
に
一

日
に
百
ア
ク
チ
ェ
、
一
ヵ
月
に
三
千
ア
ク
チ
ェ
の
予
算
を
費
や
し
、
す
べ
て
の
孤
児
が
成
人
す
る
ま
で
一
人
に
一
日
半
デ
ィ
ル
ヘ
ム
、
一
ヵ
月

に
十
五
ア
ク
チ
ェ
を
与
え
、
成
長
し
た
者
へ
の
分
配
は
本
人
の
承
諾
を
得
て
終
了
し
、
そ
の
分
は
他
の
同
様
の
権
利
を
持
つ
子
供
た
ち
に
支
払

う
こ
と
と
す
る
」71

カ
ー
ヌ
ー
ニ
ー
・
ス
ル
タ
ン
・
ス
レ
イ
マ
ン
（
在
位
一
五
二
〇
～
一
五
六
六
年
）
は
、
孤
児
た
ち
の
た
め
に
ワ
ク
フ
の
定
款
に
次
の
よ
う
に

記
し
て
い
る
。「
学
校
で
教
育
を
受
け
始
め
る
孤
児
た
ち
に
衣
服
を
買
い
与
え
る
た
め
、
ワ
ク
フ
の
収
入
か
ら
一
日
に
十
ア
ク
チ
ェ
を
取
り
分

け
、
そ
の
お
金
で
年
に
二
回
服
を
購
入
し
分
配
す
る
こ
と
。
一
日
に
二
回
の
食
事
と
し
て
、
学
校
で
学
ぶ
孤
児
や
貧
し
い
家
庭
の
子
供
た
ち
に

一
皿
ず
つ
の
ピ
ラ
フ
、
一
切
れ
ず
つ
の
肉
、
そ
し
て
二
枚
の
パ
ン
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
必
要
に
応
じ
て
学
校
の
教
材
を
買
い
与
え
る

こ
と
」72

ハ
フ
サ
・
ス
ル
タ
ン
も
ま
た
ワ
ク
フ
の
定
款
に
、
守
る
べ
き
規
則
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
子
供
た
ち
に
ク
ル
ア
ー
ン
の
正
し

い
読
み
方
を
教
え
る
能
力
の
あ
る
教
師
を
学
校
に
採
用
し
、
報
酬
と
し
て
そ
の
教
師
に
一
日
に
五
デ
ィ
ル
ヘ
ム
、
助
手
に
は
一
日
に
三
デ
ィ
ル

ヘ
ム
を
支
払
う
こ
と
。
生
徒
は
孤
児
か
貧
困
層
の
子
供
と
し
、
も
し
該
当
す
る
子
供
が
い
な
い
場
合
は
マ
ニ
サ
に
住
む
ム
ス
リ
ム
の
子
供
た
ち

を
受
け
入
れ
る
こ
と
。
孤
児
た
ち
の
衣
服
の
た
め
に
一
日
に
二
デ
ィ
ル
ヘ
ム
を
割
り
当
て
、
一
年
間
で
集
め
た
資
金
で
買
え
る
だ
け
の
服
を
買

い
、
断
食
明
け
の
お
祭
り
の
と
き
、
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
る
孤
児
た
ち
に
分
配
す
る
こ
と
」73

。
ヌ
ル
バ
ー
ヌ
・
ス
ル
タ
ン
は
、「
ス
ブ
ヤ
ン
学
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校
で
ク
ル
ア
ー
ン
を
学
ぶ
子
供
た
ち
の
中
で
貧
し
く
援
助
を
必
要
と
し
て
い
る
子
供
た
ち
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
応
じ
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド

の
生
誕
の
夜
及
び
断
食
月
に
服
を
与
え
る
こ
と
」
を
ワ
ク
フ
の
規
則
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
こ
に
は
他
の
貧
し
い
人
々
に
与
え
る
べ
く
、
毎

年
「
千
五
百
デ
ィ
ル
ヘ
ム
分
の
衣
服
・
帽
子
・
靴
を
購
入
し
分
配
す
る
こ
と
」21

が
記
さ
れ
て
い
る
。

す
べ
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
と
同
様
に
、
オ
ス
マ
ン
朝
も
高
等
教
育
と
大
学
教
育
を
マ
ド
ラ
サ
で
行
っ
て
い
た
。
オ
ス
マ
ン
朝
の
ワ
ク
フ
で

は
、
知
識
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
高
め
て
い
く
た
め
の
施
設
を
つ
く
る
こ
と
が
常
に
重
視
さ
れ
て
い
た
。

オ
ス
マ
ン
朝
時
代
に
建
設
さ
れ
た
マ
ド
ラ
サ
の
数
を
今
日
正
確
に
述
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
ジ
ャ
ー
ヒ
ト
・
バ
ル
タ
ジ
ュ
に
よ
る
と

十
五
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
、
そ
の
数
は
五
百
に
達
し
て
い
た
。
さ
ら
に
ワ
ク
フ
の
所
有
す
る
不
動
産
の
権
利
書
や
ワ
ク
フ
の
財
産
目

録
を
細
か
く
見
て
い
く
と
、
オ
ス
マ
ン
朝
以
前
に
つ
く
ら
れ
た
同
様
の
学
校
を
加
え
る
と
、
そ
の
数
は
千
に
近
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
る
。21

全
焼
し
て
し
ま
っ
た
も
の
、
破
壊
さ
れ
た
も
の
を
除
き
、
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
の
最
後
期
に
は
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
だ
け
で

百
七
十
八
の
マ
ド
ラ
サ
、
百
九
十
三
の
学
校
、
百
四
十
七
の
図
書
館
が
存
在
し
て
い
た
。
統
計
に
よ
る
と
こ
の
百
七
十
八
の
マ
ド
ラ
サ
に
は

二
千
三
百
の
部
屋
と
六
十
三
の
教
室
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
百
四
十
七
の
図
書
館
に
は
合
計
二
十
万
近
い
手
書
き
の
書
物
が
収
蔵
さ
れ
、
学
生

た
ち
や
市
民
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。21

オ
ス
マ
ン
朝
時
代
の
マ
ド
ラ
サ
は
、そ
の
教
育
段
階
に
応
じ
て
「
一
般
」
と
「
専
門
」
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。「
一
般
マ
ド
ラ
サ
」
は
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
一
般
的
な
知
識
を
定
め
ら
れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
教
え
、
カ
ー
デ
ィ
ー
（
裁
判
官
）
や
教
師
、
ム
フ
テ
ィ
（
学
識
の
あ
る
宗
教

指
導
者
）
を
育
成
す
る
教
育
組
織
で
あ
っ
た
。
こ
の
マ
ド
ラ
サ
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
全
域
の
村
々
に
至
る
ま
で
広
く
設
置
さ
れ
て
い
た
。「
専
門

マ
ド
ラ
サ
」
と
は
、
専
門
知
識
を
必
要
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
学
の
各
分
野
に
つ
い
て
深
く
学
ぶ
こ
と
、
あ
る
い
は
技
術
・
医
学
・
工
学
な
ど
の

分
野
に
つ
い
て
実
践
的
な
知
識
を
学
ぶ
こ
と
を
目
的
と
し
、
そ
の
学
問
分
野
に
固
有
の
方
法
で
教
育
を
行
っ
て
い
た
学
校
で
あ
る
。
主
に
都
市

に
設
け
ら
れ
て
い
た
専
門
マ
ド
ラ
サ
は
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
（
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
行
録
）
を
教
え
る
マ
ド
ラ
サ
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
正
し
い
読

み
方
を
教
え
る
マ
ド
ラ
サ
、
そ
し
て
医
学
な
ど
を
教
え
る
マ
ド
ラ
サ
の
三
つ
の
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。22

ま
た
、
学
生
た
ち
に
は
個
室

が
あ
て
が
わ
れ
て
い
た
。

オ
ス
マ
ン
朝
時
代
の
マ
ド
ラ
サ
は
無
償
で
あ
り
寄
宿
制
を
と
っ
て
い
た
。21

食
堂
で
は
、
学
生
、
教
師
、
そ
こ
で
働
く
職
員
、
そ
し
て
客
た
ち

に
一
日
二
回
温
か
い
食
事
が
出
さ
れ
た
。21

学
生
た
ち
の
奨
学
金
は
職
員
の
月
給
に
等
し
く
、
教
師
た
ち
の
給
料
は
そ
の
二
十
五
倍
で
あ
っ
た
。11

ま
た
学
生
た
ち
に
は
個
室
が
あ
て
が
わ
れ
て
い
た
。11
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マ
ド
ラ
サ
の
研
究
に
よ
る
と
、
こ
の
制
度
が
独
創
的
で
あ
っ
た
の
は
教
育
の
成
果
が
一
般
の
人
々
に
還
元
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
マ
ド

ラ
サ
で
生
み
出
さ
れ
た
学
問
の
成
果
は
、
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
一
般
の
人
々
を
対
象
と
し
た
モ
ス
ク
で
の
講
演
会
、
あ
る
い
は
学
校
が
休
み
の

間
に
各
地
に
散
っ
て
い
く
学
生
た
ち
を
通
し
て
、
広
く
一
般
の
人
々
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
中
央
か
ら
地
方
へ
向
け

て
文
化
的
統
一
が
成
し
遂
げ
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
広
く
民
衆
の
教
育
が
行
わ
れ
、
人
々
は
生
活
の
質
を
向
上
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

マ
ド
ラ
サ
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
ワ
ク
フ
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
国
家
予
算
に
ま
っ
た
く
負
担
を
か
け
て
い
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。11

マ
ド
ラ
サ
や
ス
ブ
ヤ
ン
学
校
は
、
財
政
的
な
面
か
ら
も
国
家
の
活
動
か
ら
独
立
し
た
教
育
組
織
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ

れ
ら
は
ワ
ク
フ
に
属
し
独
立
し
た
法
人
格
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
校
舎
の
建
築
、
教
育
資
材
の
確
保
、
職
員
の
給
与
の
支
払
い
、
生
徒

た
ち
の
食
事
や
衣
服
の
世
話
、
奨
学
金
な
ど
必
要
な
資
金
の
す
べ
て
が
ワ
ク
フ
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
、
医
療
・
福
祉
面
に
お
け
る
貢
献

医
療
面
に
お
い
て
も
ワ
ク
フ
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
医
療
活
動
や
医
学
教
育
は
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
、
政
府
の
直
接
の
仕
事
と
は

見
な
さ
れ
ず
、
ワ
ク
フ
が
つ
く
っ
た
施
設
や
学
校
で
行
わ
れ
て
い
た
。
医
学
教
育
は
、
理
論
よ
り
も
実
践
を
重
視
し
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
は
宗
教

や
言
語
、
民
族
や
階
層
の
区
別
な
く
、
す
べ
て
の
人
々
を
対
象
と
し
て
い
た
。

医
学
教
育
と
治
療
を
と
も
に
行
う
施
設
は
、「
ダ
ー
ル
ッ
ト
ゥ
ッ
プ
（
医
療
の
館
）」、「
ダ
ー
ル
シ
フ
ァ
ー
（
治
療
の
館
）」、「
ダ
ー
ル
ッ
ス
ッ

フ
ァ
（
病
人
の
館
）」、「
ダ
ー
ル
ル
メ
ズ
ラ
ー
（
健
康
の
館
）」
と
い
っ
た
名
称
で
オ
ス
マ
ン
朝
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
。11

セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の
最
初
の
病
院
は
、
ア
ル
パ
ス
ラ
ン
（
在
位
一
〇
六
三
～
一
〇
七
二
年
）
と
そ
の
息
子
メ
リ
ク
シ
ャ
ー
（
在
位
一
〇
七
二

～
一
〇
九
二
年
）
に
大
臣
と
し
て
仕
え
た
ニ
ザ
ー
ム
ル
・
ム
ル
ク
が
ニ
シ
ャ
ブ
ル
に
設
け
た
「
ビ
マ
リ
ス
タ
ン
（
病
人
の
園
）」
で
あ
っ
た
。

大
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
に
続
き
、
ア
ナ
ト
リ
ア
・
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
も
十
三
世
紀
、カ
イ
セ
リ
、シ
ワ
ス
、コ
ン
ヤ
、チ
ャ
ン
ク
ル
、
デ
ィ
ブ
リ
ー
、

ア
マ
ス
ヤ
、
カ
ス
タ
モ
ヌ
、
そ
し
て
ト
カ
ト
な
ど
で
大
き
な
病
院
を
つ
く
ら
せ
た
。11

他
の
国
家
と
同
様
、
オ
ス
マ
ン
朝
も
そ
れ
以
前
の
国
家
、
特
に
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の
人
々
が
医
療
分
野
で
行
っ
て
い
た
活
動
を
継
続
、
発
展

さ
せ
て
い
た
。
た
と
え
ば
経
験
豊
富
な
医
師
が
病
人
の
治
療
に
あ
た
る
一
方
、
医
学
教
育
に
も
携
わ
り
研
修
医
を
育
て
て
い
た
。「
医
療
の
館
」

第二章 / ワクフの社会貢献の推移
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13 世紀、シワスにつくられたディヴィリギ・ウル・ジャーミイ
付属の病院。ワクフの病院における医療サービスは宗教や民族
の区別なく、すべての社会階層の人々を対象に行われた
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と
い
う
名
の
オ
ス
マ
ン
朝
の
最
初
の
病
院
は
、
一
四
〇
〇
年
、
ユ
ル
ド
ゥ
ル
ム
・
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
（
在
位
一
三
八
九
～
一
四
〇
二
年
）
に
よ
っ
て

ブ
ル
サ
で
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
三
九
九
年
に
記
さ
れ
た
ワ
ク
フ
の
定
款
に
よ
る
と
、
こ
の
病
院
に
は
一
人
の
医
師
長
、
三
人
の
医
師
、

二
人
の
薬
剤
師
、
二
人
の
溶
解
液
係
、
一
人
の
料
理
人
、
一
人
の
パ
ン
職
人
な
ど
が
い
た
。

そ
の
定
款
に
は
、
病
院
の
食
材
や
薬
の
費
用
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
病
人
た
ち
の
薬
代
、
そ
し
て
食
事
代
と
し
て
、
一

日
に
二
百
六
十
デ
ィ
ル
ヘ
ム
、
一
年
に
九
万
三
千
六
百
ア
ク
チ
ェ
の
現
金
、
一
日
に
四
分
の
一
枡
、
す
な
わ
ち
一
年
に
九
十
枡
の
米
、
そ
し
て

必
要
な
だ
け
の
パ
ン
用
の
小
麦
を
確
保
す
る
こ
と
」85

こ
れ
ら
の
費
用
は
病
院
あ
る
い
は
ワ
ク
フ
の
規
模
に
よ
っ
て
増
減
が
あ
っ
た
。
様
々
な
病
院
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
一
日
あ
た
り
の
薬
や

食
べ
物
の
対
価
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

病
院
で
必
要
と
な
る
薬
や
治
療
器
具
、
食
料
や
そ
の
他
の
必
需
品
を
購
入
す
る
た
め
、
フ
ァ
ー
テ
ィ
ヒ
・
ス
ル
タ
ン
・
メ
フ
メ
ト
（
メ
フ
メ

ト
二
世
）
は
一
日
に
二
百11

ア
ク
チ
ェ
、
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
二
世
も
毎
日
二
百12

ア
ク
チ
ェ
、
カ
ー
ヌ
ー
ニ
ー
・
ス
ル
タ
ン
・
ス
レ
イ
マ
ン
は
一
日
に

三
百11

ア
ク
チ
ェ
、
ハ
フ
サ
・
ス
ル
タ
ン
は
一
金
貨
、11

ハ
セ
キ
・
ス
ル
タ
ン
は
百
五
十11

デ
ィ
ル
ヘ
ム
、
ヌ
ル
バ
ー
ヌ
・
ス
ル
タ
ン
は
二
百11

デ
ィ
ル

ヘ
ム
、
そ
し
て
ソ
ク
ル
ル
・
メ
フ
メ
ト
将
軍
は
六
百11

フ
ロ
ー
リ
を
負
担
し
て
い
た
。

マ
フ
ム
ト
二
世
（
在
位
一
八
〇
八
～
一
八
三
九
年
）
の
后
で
あ
り
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
メ
ジ
ト
（
在
位
一
八
三
九
～
一
八
六
一
年
）
の
母
で
あ
っ

た
ベ
ズ
ミ
・
ア
ー
レ
ム
母
后
の
手
に
よ
り
、
一
八
四
三
年
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
「
ベ
ズ
ミ
・
ア
ー
レ
ム
・
グ
レ
バ
イ
・
ム
ス
リ
ミ
ー
ン
病
院
」

と
い
う
病
院
が
つ
く
ら
れ
た
。
今
日
で
も
ワ
ク
フ
庁
の
管
轄
下
で
奉
仕
を
続
け
て
い
る
こ
の
病
院
は
、
他
の
ワ
ク
フ
と
は
異
な
り
、「
食
料
や

衣
服
な
ど
の
必
要
量
、
ま
た
そ
の
価
格
を
前
も
っ
て
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
考
え
を
総
則
に
明
記
し
、
個
別
の
割
当
量
を
定
め

て
い
な
い
。
し
か
し
、
病
人
た
ち
の
食
事
に
つ
い
て
は
細
か
な
配
慮
が
な
さ
れ
、
玉
ね
ぎ
一
つ
倹
約
す
る
こ
と
な
く
食
材
と
し
て
提
供
さ
れ
て

い
る
。
事
実
、
こ
の
病
院
の
一
八
六
一
年
の
献
立
表
に
は
、
あ
ば
ら
肉
、
鶏
肉
、
ハ
ゼ
と
い
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。11

ま
た
、

病
人
の
日
々
の
費
用
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
薬
や
食
材
で
も
、
医
師
が
必
要
と
す
る
な
ら
、
値
段
に
か
か
わ
ら
ず
、
担
当
者
の
判
断
で
そ
れ

を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
総
則
で
定
め
ら
れ
て
い
た
。11

こ
う
し
た
事
実
か
ら
、
国
家
の
援
助
を
一
切
受
け
る
こ
と
な
く
ワ
ク
フ
の
収
入
だ
け
で
運
営
さ
れ
て
い
た
こ
れ
ら
の
病
院
で
は
、
病
人
の
治

療
に
必
要
な
出
費
は
何
で
あ
れ
惜
し
む
こ
と
な
く
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

入
院
治
療
が
行
わ
れ
る
一
方
、
週
の
特
定
の
日
に
は
外
来
診
療
も
行
わ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
医
療
施
設
に
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
病
人
の

第二章 / ワクフの社会貢献の推移
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た
め
に
、
訪
問
治
療
も
実
施
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
メ
フ
メ
ト
二
世
の
定
款
か
ら
そ
の
一
部
を
引
用
し
て
み
た
い
。「
国
民
の
健

康
を
守
る
こ
と
は
国
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
従
い
、
週
に
一
度
、
監
査
人
、
医
師
、
事
務
員
は
早
朝
病
院
に
集
ま
り
、
地
域
の
病
人
の

状
況
を
把
握
す
る
こ
と
。
そ
し
て
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
家
々
で
、
寝
た
き
り
の
病
人
で
治
療
に
必
要
な
薬
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
々
、

家
に
医
者
を
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
人
々
、あ
る
い
は
周
囲
の
人
々
か
ら
申
し
出
が
あ
り
援
助
を
求
め
て
い
る
人
々
が
い
れ
ば
、ワ
ク
フ
は
『
善

行
に
浪
費
は
な
い
』
と
い
う
考
え
に
基
づ
き
、
惜
し
み
な
く
、
援
助
の
手
を
差
し
の
べ
る
こ
と
。
ス
ル
タ
ン
の
気
前
よ
さ
が
人
々
の
上
に
反
映

さ
れ
ま
す
よ
う
に
」95

診
察
す
る
こ
と
な
く
寝
た
き
り
の
病
人
に
薬
を
投
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、
医
師
た
ち
は
病
人
た
ち
の
家
へ
と
赴
い
た
の
で
あ
る
。
現

代
で
い
う
訪
問
治
療
が
、
当
時
す
で
に
貧
し
い
病
人
を
対
象
に
地
域
や
家
々
を
廻
り
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ワ
ク
フ
の
定
款
に
記
さ
れ
た

こ
の
文
言
か
ら
、
こ
う
し
た
活
動
が
、
単
に
善
意
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
人
々
の
健
康
を
守
り
、
病
気
に
な
っ
た
人
々
を
治
療
す
る
と
い
う
、

国
家
の
長
に
課
せ
ら
れ
た
責
任
感
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

病
院
に
割
り
当
て
ら
れ
た
資
金
に
よ
り
、
様
々
な
食
糧
が
医
師
た
ち
の
要
請
に
し
た
が
っ
て
購
入
さ
れ
、
薬
や
食
べ
物
が
惜
し
み
な
く
供
給

さ
れ
て
い
た
。
エ
ヴ
リ
ヤ
ー
・
チ
ェ
レ
ビ
は
、
メ
フ
メ
ト
二
世
と
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
二
世
の
病
院
で
は
患
者
た
ち
に
狩
り
で
得
ら
れ
た
貴
重
な
鳥
の

肉
も
出
さ
れ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
二
世
が
エ
デ
ィ
ル
ネ
に
つ
く
ら
せ
た
病
院
の
患
者
の
食
事
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
な
メ
ニ
ュ
ー
を
挙
げ
て
い
る
。「
病
人
た
ち
に
は
一
日
三
度
の
食
事
が
与
え
ら
れ
る
。
ヤ
マ
ウ
ズ
ラ
、
キ
ジ
、
ハ
ト
、
ガ
チ
ョ
ウ
、
カ
モ
、

そ
し
て
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
に
至
る
ま
で
様
々
な
種
類
の
鳥
が
猟
師
の
手
に
よ
っ
て
病
院
へ
と
運
ば
れ
、
医
師
た
ち
の
求
め
に
応
じ
て
調
理
さ
れ
、

患
者
た
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
」96

ト
ル
コ
で
は
古
く
か
ら
精
神
的
な
疾
患
を
持
つ
人
々
の
た
め
に
特
別
な
病
院
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
病
院
は「
ダ
ー
ル
ッ
シ
フ
ァ
ー

（
治
療
の
館
）」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
中
で
最
も
有
名
な
も
の
が
、
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
二
世
が
エ
デ
ィ
ル
ネ
に
、
一
四
八
四
年
か
ら
一
四
八
八
年
に
か
け

て
つ
く
ら
せ
た
病
院
で
あ
る
。
こ
の
病
院
は
、
十
二
の
小
さ
な
ド
ー
ム
、
そ
し
て
中
央
に
大
き
な
ド
ー
ム
を
持
つ
六
角
形
の
本
部
病
院
と
、
大

き
な
噴
水
池
の
周
囲
に
つ
く
ら
れ
た
六
つ
の
部
屋
か
ら
な
る
精
神
病
棟
、そ
し
て
台
所
や
洗
濯
場
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
モ
ス
ク
、病
院
、

食
堂
の
他
、
パ
ン
焼
き
釜
や
貧
し
い
人
々
の
た
め
の
食
堂
な
ど
も
備
え
て
い
た
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
二
世
の
キ
ュ
ッ
リ
エ
は
、
ト
ゥ
ン
ジ
ャ
川
の
ほ
と

り
の
緑
多
い
一
角
に
建
て
ら
れ
て
い
た
。
今
日
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
精
神
病
院
に
見
ら
れ
る
最
先
端
の
様
式
の
原
点
を
エ
デ
ィ
ル
ネ
の
こ
の
施

設
群
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。12
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こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
精
神
疾
患
に
特
化
さ
れ
た
こ
の
病
院
は
、
何
世
紀
も
の
間
そ
の
名
声
を
保
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
患
者
た
ち
は
、

音
楽
や
食
べ
物
、
そ
し
て
花
の
匂
い
や
色
に
よ
っ
て
治
療
さ
れ
て
い
た
。「
春
、
病
院
の
敷
地
内
の
庭
園
で
集
め
ら
れ
る
ス
イ
セ
ン
、
デ
ヴ
ェ

ボ
ユ
ヌ
、
ル
ミ
ー
、
ジ
ャ
ス
ミ
ン
、
バ
ラ
、
ス
ト
ッ
ク
、
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
ス
イ
ー
ト
バ
ジ
ル
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
、
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
な
ど
の
花
々

を
患
者
に
与
え
、
治
療
の
一
環
と
し
て
い
た
」98

さ
ら
に
、
精
神
疾
患
の
患
者
の
た
め
の
専
門
の
楽
団
を
持
っ
て
い
た
。
エ
ヴ
リ
ヤ
ー
・
チ
ェ
レ
ビ
は
音
楽
に
よ
る
治
療
の
模
様
を
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

「
聖
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
は
病
人
た
ち
へ
の
薬
、苦
し
み
へ
の
癒
し
、魂
へ
の
糧
と
な
る
よ
う
に
十
人
の
歌
手
と
演
奏
者
を
こ
の
施
設
に
割
り
当
て
た
。

三
人
の
歌
手
、
一
人
の
ネ
イ
（
横
笛
）
奏
者
、
バ
イ
オ
リ
ン
奏
者
、
サ
ン
ト
ゥ
ー
ル
（
弦
を
打
っ
て
音
を
出
す
楽
器
）
奏
者
、
踊
り
子
、
ウ
ー

ド
奏
者
か
ら
な
る
楽
団
が
週
三
回
病
院
を
訪
れ
、
精
神
を
病
ん
だ
人
々
に
音
楽
を
奏
で
て
い
る
。
多
く
の
患
者
た
ち
は
そ
の
演
奏
を
心
地
よ
く

聴
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
音
楽
は
病
め
る
人
の
魂
の
糧
と
な
り
生
命
を
与
え
て
い
る
」99

世
界
各
地
か
ら
巡
礼
の
た
め
に
聖
な
る
地
を
訪
れ
る
巡
礼
者
た
ち
や
、
そ
の
地
方
に
住
む
人
々
の
診
療
の
た
め
に
メ
ッ
カ
と
メ
デ
ィ
ー
ナ
に

も
病
院
が
つ
く
ら
れ
た
。

ギ
ュ
ル
ヌ
シ
ュ
・
ス
ル
タ
ン
は
、
聖
地
メ
ッ
カ
に
貧
し
い
人
々
の
た
め
の
食
事
を
提
供
す
る
場
と
病
院
を
つ
く
り
、
そ
の
活
動
の
た
め
に
一

年
に
十
二
万
七
千
二
百
ア
ク
チ
ェ
の
予
算
を
割
り
当
て
た
。
そ
の
病
院
で
は
三
十
七
人
が
職
務
に
つ
い
て
い
た
。
こ
の
メ
ッ
カ
の
ワ
ク
フ
の
定

款
に
は
「
裁
判
官
や
権
力
者
た
ち
を
通
し
て
不
正
に
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
人
々
に
決
し
て
利
益
を
与
え
て
は
い
け
な
い
」111

と
記
さ
れ
て
い
た
。

殉
教
者
ソ
ク
ル
ル
・
メ
フ
メ
ト
将
軍
も
巡
礼
者
の
診
療
の
た
め
に
メ
ッ
カ
に
つ
く
っ
た
病
院
に
、
当
時
と
し
て
は
破
格
の
六
百
フ
ロ
ー
リ
の

予
算
を
割
り
当
て
て
い
る
。
そ
の
ワ
ク
フ
の
定
款
に
は
、
そ
の
お
金
で
当
時
入
手
困
難
で
あ
っ
た
様
々
な
食
べ
物
や
飲
み
物
、
そ
し
て
薬
を
病

人
の
た
め
に
購
入
す
る
よ
う
記
さ
れ
て
い
る
。111

多
く
の
ワ
ク
フ
の
組
織
に
お
い
て
、
仕
事
に
就
く
者
の
資
質
と
そ
の
活
動
分
野
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
細
か
な
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ハ

セ
キ
・
ス
ル
タ
ン
が
つ
く
っ
た
ワ
ク
フ
の
定
款
か
ら
医
師
に
関
す
る
記
述
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

「
医
学
と
叡
智
（
ヒ
ク
マ
）
の
法
則
を
理
解
し
、
基
本
的
な
項
目
か
ら
専
門
的
な
項
目
ま
で
よ
く
把
握
し
、
人
間
の
心
理
を
理
解
し
、
薬
を

つ
く
る
こ
と
に
優
れ
、
飲
み
薬
や
軟
膏
の
性
質
に
つ
い
て
熟
知
し
、
病
人
に
最
適
な
薬
を
見
分
け
、
多
く
の
実
践
的
な
経
験
に
基
づ
い
た
高
い

能
力
を
有
し
、
さ
ら
に
医
学
の
研
究
を
深
め
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
を
実
践
に
応
用
す
る
こ
と
に
時
を
過
ご
し
、
完
成
の
域
に
至
る
ま
で
努
力
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す
る
人
物
が
医
師
と
し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
。
医
師
た
ち
は
み
な
健
全
な
精
神
、
気
前
の
よ
さ
、
細
や
か
な
心
や
協
調
性
を
有
し
、
他

の
人
の
幸
せ
を
願
い
、
心
地
よ
い
言
葉
で
語
り
、
笑
顔
を
持
つ
、
医
師
に
ふ
さ
わ
し
い
性
質
を
備
え
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
病
人
一
人

ひ
と
り
を
、
親
し
い
友
の
よ
う
に
心
か
ら
慈
し
み
、
彼
ら
の
言
葉
や
態
度
に
顔
を
し
か
め
た
り
せ
ず
、
相
手
に
怒
り
や
憎
悪
を
覚
え
さ
せ
る
よ

う
な
言
葉
を
語
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
医
師
の
心
な
い
言
葉
は
、
時
と
し
て
患
者
に
と
っ
て
最
大
の
苦
し
み
よ
り
も
辛
い
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ

る
。
病
人
た
ち
に
最
も
心
地
よ
い
言
葉
で
語
り
か
け
、
彼
ら
に
最
も
よ
い
形
で
呼
び
か
け
る
。
医
師
の
口
か
ら
出
る
優
し
い
言
葉
は
、
病
人
た

ち
に
と
っ
て
天
国
の
豊
か
な
恵
み
よ
り
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
り
、
冷
た
く
心
地
よ
い
水
よ
り
も
な
お
気
持
ち
の
よ
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

病
人
た
ち
を
慈
し
み
と
敬
意
の
翼
で
包
み
込
み
、
彼
ら
の
上
に
援
助
と
庇
護
の
天
幕
を
張
る
。
大
小
を
問
わ
ず
患
者
の
あ
ら
ゆ
る
状
態
を
た
ず

ね
、
最
も
些
細
な
こ
と
す
ら
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
。
そ
し
て
一
人
ひ
と
り
に
適
し
た
薬
を
与
え
つ
つ
、
診
察
を
行
う
。
も
し
病
状
が
悪
化
し
、

再
び
医
師
が
必
要
と
な
れ
ば
、
軽
ん
ず
る
こ

と
な
く
す
ぐ
に
患
者
の
も
と
へ
駆
け
つ
け
る
。

一
年
を
通
し
て
、
一
日
も
怠
る
こ
と
な
く
こ

れ
ら
の
規
則
を
守
り
、
そ
の
す
べ
て
に
完
全

な
る
敬
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど

の
医
師
で
あ
れ
、
こ
こ
に
挙
げ
た
も
の
の
う

ち
一
つ
で
も
違
反
を
犯
し
、
あ
る
い
は
受
け

持
っ
て
い
る
任
務
の
う
ち
ど
れ
か
一
つ
で
も

軽
視
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
任

務
の
対
価
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
も
の
は

彼
に
と
っ
て
ハ
ラ
ー
ム
（
禁
止
さ
れ
て
い
る

こ
と
）
と
な
り
、
来
世
に
お
い
て
も
厳
し
い

懲
罰
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
」112

こ
の
よ
う
な
資
質
を
備
え
た
医
師
た
ち
が

働
く
病
院
を
訪
れ
た
貧
し
い
病
人
た
ち
は
、
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そ
の
時
代
に
お
い
て
最
も
有
能
で
経
験
豊
富
な
医
師
た
ち
の
診
察
や
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
入
院
し
た
患
者
た
ち
に
は

様
々
な
種
類
の
有
効
な
薬
剤
が
投
与
さ
れ
回
復
へ
の
道
が
約
束
さ
れ
て
い
た
。
あ
ら
ゆ
る
心
遣
い
や
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
死
亡
し
た
人
々
の

遺
体
の
洗
浄
や
埋
葬
、葬
儀
用
の
白
衣
な
ど
の
費
用
も
ワ
ク
フ
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
、そ
れ
は
病
ん
だ
人
の
た
め
に
行
わ
れ
る
最
後
の
奉
仕
で
あ
っ

た
。
病
気
に
苦
し
む
貧
し
い
人
々
の
希
望
と
慰
め
の
源
で
あ
り
、
避
難
所
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
こ
れ
ら
の
病
院
は
、
真
の
善
行
と
慈

し
み
の
た
め
の
施
設
と
し
て
、
大
き
な
社
会
的
な
責
務
を
果
た
し
て
い
た
。

オ
ス
マ
ン
帝
国
の
各
地
に
存
在
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
慈
悲
の
家
す
な
わ
ち
病
院
で
は
、
病
気
を
解
明
す
る
た
め
に
尿
検
査
な
ど
が
行
わ
れ113

脈

拍
や
体
温
も
測
ら
れ
て
い
た
。114

傷
や
は
れ
も
の
の
た
め
の
薬
を
用
意
し
、
腫
瘍
や
ヘ
ル
ニ
ア
を
治
し
、
抜
歯
を
行
い
、
血
を
抜
き
、
軟
膏
や
ガ
ー

ゼ
に
よ
っ
て
患
部
を
消
毒
し
、
傷
口
を
縫
合
す
る
手
術
が
で
き
る
熟
練
し
た
外
科
医
た
ち
が
働
い
て
い
た
。115

様
々
な
手
術
の
中
で
、
特
に
前
立
腺
の
手
術
は
、
現
在
の
も
の
に
近
い
形
で
行
わ
れ
て
い
た
。116

さ
ら
に
、
病
気
の
診
断
や
手
術
の
経
験
や
知

識
を
得
る
た
め
、
医
師
た
ち
は
機
会
あ
る
ご
と
に
解
剖
を
行
っ
て
い
た
。
ム
ラ
ト
四
世
（
在
位
一
六
二
三
～
一
六
四
〇
年
）
の
医
師
長
エ
ミ
ル
・

チ
ェ
レ
ビ
は
、
一
六
五
三
年
、
可
能
な
限
り
死
体
を
解
剖
し
研
究
を
重
ね
る
こ
と
は
医
師
と
し
て
欠
か
せ
な
い
訓
練
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。117

十
五
世
紀
も
半
ば
に
な
る
と
、
動
物
実
験
を
経
て
い
く
つ
か
の
薬
が
開
発
さ
れ
、
人
間
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
サ
ブ
ン
ジ
ュ
オ
ー
ル
・
シ
ェ

ラ
ー
フ
ェ
ッ
デ
ィ
ン
・
ア
リ
・
ビ
ン
・
ア
ル
＝
ハ
ジ
ュ
・
イ
ル
ヤ
ス
は
フ
ァ
ー
テ
ィ
ヒ
・
ス
ル
タ
ン
・
メ
フ
メ
ト
（
メ
フ
メ
ト
二
世
）
に
献
上

す
る
た
め
、
一
四
六
五
年
、
手
術
用
器
具
や
手
術
の
仕
方
を
色
つ
き
の
図
で
示
し
た
三
百
九
十
八
ペ
ー
ジ
か
ら
な
る
『
外
科
の
書
』
を
著
し
た
。

彼
は
同
書
の
前
書
き
で
、
医
師
の
親
友
た
ち
の
求
め
に
応
じ
、
自
ら
行
っ
た
実
験
結
果
を
記
し
た
『
実
験
の
書
』
を
書
い
た
と
述
べ
て
い
る
。118

メ
フ
メ
ト
二
世
の
教
師
で
あ
っ
た
ア
ク
シ
ェ
ム
セ
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
、
パ
ス
ト
ゥ
ー
ル
よ
り
も
四
世
紀
も
早
く
、
自
ら
著
し
た
書
物
の
中
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
病
に
は
そ
れ
を
引
き
起
こ
す
元
と
な
る
も
の
が
存
在
す
る
と
述
べ
、
初
め
て
細
菌
や
バ
ク
テ
リ
ア
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ

の
時
代
に
は
顕
微
鏡
が
な
か
っ
た
た
め
、
細
菌
を
実
際
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
す
で
に
予
防
接
種
が
知
ら
れ
て
お
り
、
天
然

痘
の
予
防
接
種
は
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
た
。119

細
菌
と
病
気
と
の
関
係
が
解
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
ベ
ズ
ミ
・
ア
ー
レ
ム
・
ワ
ー
リ
デ
・
ス
ル
タ
ン
・
ワ
ク
フ
が
開
設
し
た
グ
レ
ー

バ
病
院
の
「
内
科
部
門
の
規
約
書
」
で
は
、「
伝
染
病
に
か
か
っ
た
患
者
は
、
菌
を
他
の
患
者
に
う
つ
さ
な
い
よ
う
、
伝
染
病
患
者
だ
け
の
病

棟
に
隔
離
さ
れ
る
」111

と
し
、五
一
三
年
も
前
の
時
代
に
、伝
染
病
の
患
者
を
一
般
病
棟
と
は
別
の
病
棟
に
隔
離
し
、病
気
の
拡
大
を
防
い
で
い
た
。

イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
開
拓
が
行
わ
れ
る
前
ま
で
の
ア
ナ
ト
リ
ア
地
方
で
は
、
医
師
は
師
と
弟
子
と
い
う
形
で
育
成
さ
れ
、
各
地
に
派
遣
さ
れ
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て
い
た
。
初
め
て
の
医
学
学
校
は
、
一
四
七
〇
年
に
完
成
し
た
フ
ァ
ー
テ
ィ
ヒ
（
征
服
王
メ
フ
メ
ト
二
世
）・
キ
ュ
ッ
リ
エ
の
敷
地
内
に
建
て

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
学
校
で
は
、
生
徒
た
ち
は
病
院
で
働
き
な
が
ら
、
寄
宿
舎
の
学
生
専
用
の
部
屋
に
住
ん
で
い
た
。
つ
ま
り
こ
の
病

院
は
、
医
師
を
育
成
す
る
「
ダ
ー
ル
ッ
ト
ゥ
ッ
プ
（
医
療
の
館
）」
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。111

フ
ァ
ー
テ
ィ
ヒ
病
院
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
を
代

表
す
る
医
学
学
校
・
病
院
と
し
て
十
六
世
紀
ま
で
存
続
し
た
。
こ
の
世
紀
の
前
半
に
カ
ー
ヌ
ー
ニ
ー
・
ス
ル
タ
ン
・
ス
レ
イ
マ
ン
は
、
キ
ュ
ッ

リ
エ
の
中
に
医
学
学
校
や
病
院
と
と
も
に
科
学
知
識
を
教
え
る
学
校
を
つ
く
ら
せ
た
。
当
時
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
、
そ
の
領
土
を
拡
大
し
、
多
く

の
人
口
を
抱
え
、
数
学
や
生
物
学
や
医
学
と
い
っ
た
科
学
知
識
に
対
す
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。112

フ
ァ
ー
テ
ィ
ヒ
・
キ
ュ
ッ
リ
エ
の
ワ
ク
フ
の
定
款
に
は
、
医
学
教
育
に
つ
い
て
の
明
白
な
言
及
は
な
い
が
、
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
・
ワ
ク
フ
の
定

款
に
は
医
学
学
校
の
教
師
た
ち
の
資
質
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
徳
に
お
い
て
周
囲
の
模
範
と
な
り
、
鋭
い
直
観
力
や
理
解
力
を
持
ち
、
先
見
性
や
洞
察
力
、
優
れ
た
知
性
や
高
い
専
門
性
を
備
え
、
人
間

の
体
の
全
体
、
そ
し
て
各
部
位
に
つ
い
て
物
質
的
な
あ
り
方
を
知
り
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
な
学
者
で
あ
り
、
ジ
ャ
ー
リ
ヌ

ス
ほ
ど
に
有
能
で
あ
り
、
人
々
の
中
で
卓
抜
し
た
能
力
を
持
つ
者
が
教
師
と
な
る
。
叡
智
や
病
気
の
定
理
を
学
ぶ
意
欲
を
持
つ
八
人
が
、
こ
の

学
校
で
相
談
員
と
な
る
」113

こ
れ
に
続
き
、
医
学
生
の
住
む
部
屋
や
そ
こ
で
働
く
者
の
給
与
、
学
生
の
奨
学
金
の
額
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
・
キ
ュ
ッ
リ

エ
を
構
成
す
る
一
つ
で
あ
っ
た
病
院
と
医
学
校
は
、
現
代
の
敷
地
内
に
付
属
病
院
を
持
つ
医
学
部
に
類
似
し
て
い
る
。
学
校
で
理
論
を
修
め
た

医
学
生
た
ち
は
、
病
院
で
そ
の
実
践
を
行
う
の
で
あ
る
。
教
育
課
程
や
教
材
に
つ
い
て
は
ま
だ
十
分
に
調
査
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
当
時
存
在

し
て
い
た
医
学
書
が
読
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
医
療
や
医
学
教
育
に
お
け
る
様
々
な
活
動
は
、
す
べ
て
ワ
ク
フ
の
手
に
よ
っ
て

行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。114

四
、
交
通
文
化
に
ま
つ
わ
る
貢
献

ワ
ク
フ
は
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
時
代
以
来
、
交
通
や
宿
泊
の
制
度
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
宿
泊
施
設
は
時
代
に
よ
っ
て

ル
バ
ト
、
ハ
ー
ン
、
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
な
ど
様
々
な
名
称
で
呼
ば
れ
、
モ
ス
ク
、
ハ
マ
ー
ム
、
水
飲
み
場
、
礼
拝
所
、
食
堂
、
店
、
喫
茶
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店
な
ど
か
ら
成
っ
て
い
た
。
そ
の
立
地
の
選
択
や
設
計
の
巧
み
さ
、
周
囲
と
の
調
和
に
対
す
る
配
慮
を
始
め
、
個
々
の
建
物
、
さ
ら
に
は
そ
れ

ら
の
室
内
に
敷
か
れ
て
い
る
様
々
な
色
や
モ
チ
ー
フ
、
デ
ザ
イ
ン
の
敷
物
、
厨
房
で
用
い
ら
れ
て
い
る
食
器
や
調
理
器
具
の
多
様
さ
、
そ
こ
で

つ
く
ら
れ
る
メ
ニ
ュ
ー
の
豊
富
さ
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
交
通
文
化
の
豊
か
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

政
治
的
・
軍
事
的
な
必
要
性
か
ら
、
あ
る
い
は
観
光
や
貿
易
の
振
興
の
た
め
、
戦
略
的
に
重
要
な
街
道
沿
い
に
は
、
ワ
ク
フ
の
手
に
よ
っ
て

キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
教
育
や
情
報
の
交
換
の
場
と
な
る
文
化
的
施
設
、
食
堂
や
病
院
の
よ
う
な
社
会
的
援
助

施
設
も
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
活
動
は
現
代
で
は
、
国
家
が
担
う
べ
き
重
要
な
責
務
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
町
の
中
心
部
や
街

道
沿
い
に
設
け
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
施
設
は
、
安
全
な
旅
を
保
障
し
、
様
々
な
思
想
の
交
流
や
資
本
の
流
通
を
促
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
文
化
の
一

体
化
を
進
め
、
皇
帝
の
名
声
を
各
地
に
広
め
る
こ
と
に
も
一
役
買
っ
て
い
た
。
ま
た
こ
れ
ら
の
施
設
は
、
飢
え
死
に
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
、
道

徳
を
踏
み
外
し
た
り
集
団
の
調
和
を
乱
す
危
険
な
行
為
を
犯
さ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
状
況
に
追
い
や
ら
れ
た
、
希
望
を
持
て
な
い
人
々
の
避

難
所
と
も
な
っ
た
。
ま
た
、
大
都
市
の
人
々
の
社
会
的
つ
な
が
り
を
促
す
交
流
の
場
の
役
割
も
果
た
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
人
々
は
他
の
人
々

を
慈
し
み
、
貧
し
い
人
々
を
援
助
す
る
と
い
っ
た
人
間
的
・
宗
教
的
務
め
を
、
組
織
的
か
つ
効
果
的
に
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
目
的
を
実
現
す
る
た
め
、
よ
り
多
く
の
旅
人
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
や
、
よ
り
多
く
の
貧
し
い

人
々
に
食
事
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
食
事
の
場
」
と
い
っ
た
社
会
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
機
能
は
、時
代
と
と
も
に
発
展
し
、社
会
の
物
質
的
、

精
神
的
必
要
性
に
応
え
な
が
ら
そ
の
重
要
性
は
ま
す
ま
す
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
宿
泊
施
設
の
中
に
は
、
旅
人
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
市
民
に
対
し
て
も
援
助
の
手
を
差
し
の
べ
る
施
設
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

そ
の
施
設
の
付
属
の
病
院
で
は
、
当
時
最
も
権
威
あ
る
医
師
た
ち
に
よ
っ
て
、
無
料
で
外
来
診
察
や
入
院
治
療
が
行
わ
れ
、
ま
た
別
の
施
設
で

は
庇
護
し
た
何
百
人
も
の
孤
児
た
ち
に
年
金
が
支
払
わ
れ
て
い
た
。115

こ
と
に
孤
児
や
貧
し
い
子
供
た
ち
を
対
象
と
し
て
開
設
さ
れ
た
学
校
は
、

そ
の
当
時
と
し
て
は
特
筆
す
べ
き
社
会
支
援
活
動
で
あ
っ
た
。116

旅
人
や
隊
商
が
安
全
か
つ
快
適
に
利
用
す
る
こ
と
の
で
き
た
ト
ル
コ
最
初
の
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
の
設
立
は
、
ガ
ズ
ナ
朝
や
カ
ラ
ハ
ン
朝

の
時
代
に
さ
か
の
ぼ
り
、
大
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の
時
代
に
そ
れ
ら
は
飛
躍
的
に
発
展
し
て
い
っ
た
。

ア
ナ
ト
リ
ア
・
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の
ス
ル
タ
ン
た
ち
は
ア
ナ
ト
リ
ア
交
易
街
道
の
一
メ
ン
ジ
ル
（
約
三
十
～
四
十
キ
ロ
）
ご
と
に
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ

ン
サ
ラ
イ
を
つ
く
ら
せ
た
。
ト
ル
コ
東
部
と
コ
ン
ヤ
を
結
ぶ
大
街
道
に
は
、
十
三
世
紀
、
シ
ワ
ス
と
コ
ン
ヤ
の
間
だ
け
で
二
十
三
も
の
大
き
く

豪
華
な
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
が
存
在
し
て
い
た
。117



49 第二章 / ワクフの社会貢献の推移

17 世紀、ニギデにつくられたメフメト・パシャ・キャラ
ヴァンサライ（隊商宿）。街道沿いに設けられたこの公共
の宿泊施設は、人々の旅の安全を保障し、文化の交流や
経済の活性化に大きく貢献した



50

キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
サ
ラ
イ
は
、
ア
ナ
ト
リ
ア
・
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
建
築
の
最
も
特
徴
の
あ
る
優
れ
た
建
築
物
で
あ
る
。
特
に
上
部
に
装
飾
が
施
さ

れ
た
門
は
、
高
い
彫
刻
技
術
や
豊
か
な
モ
チ
ー
フ
の
観
点
か
ら
大
変
重
要
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
善
行
を
好
む
皇
帝
た
ち
や
人
々
は
、
こ
の

上
な
く
荘
厳
で
人
々
を
魅
了
す
る
石
細
工
に
よ
っ
て
、
故
国
で
支
配
層
に
属
し
て
い
た
外
国
人
貿
易
商
た
ち
に
、
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の
ア
ナ
ト

リ
ア
に
お
け
る
力
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の
人
々
が
力
を
注
い
だ
こ
う
し
た
制
度
に
よ
っ
て
、
商
人
た
ち
は
安
全
で
快
適
な
旅
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
外
国
人
商
人
が
自
然
災
害
や
犯
罪
と
い
っ
た
予
想
外
の
出
来
事
に
巻
き
込
ま
れ
、
被
害
を
こ
う
む
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
損
失
を

国
が
補
償
す
る
、
今
日
の
保
険
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
す
制
度
も
設
け
ら
れ
て
い
た
。

キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
は
、
通
常
吹
き
抜
け
の
中
庭
と
屋
根
を
持
つ
建
物
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
中
庭
の
「
あ
ず
ま
や
」
と
呼
ば
れ
た
区

画
は
、陽
当
り
が
よ
く
夏
に
は
昼
寝
の
場
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
。「
家
」
と
呼
ば
れ
た
屋
内
部
分
は
冬
の
寒
さ
を
し
の
ぐ
場
所
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
建
物
内
部
に
ハ
マ
ー
ム
、
礼
拝
所
、
蹄
鉄
修
理
工
場
、
そ
し
て
チ
ェ
ス
を
楽
し
む
娯
楽
室
、
病
院
、
薬
局
な
ど
を
備
え
、
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ

ン
サ
ラ
イ
特
有
の
構
造
を
持
っ
て
い
た
。

セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の
大
臣
ジ
ェ
ラ
ー
レ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
カ
ラ
タ
イ
は
、そ
の
ワ
ク
フ
の
定
款
に
、コ
ン
ヤ
の
街
の
出
口
に
あ
る
カ
ラ
タ
イ
・
キ
ャ

ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
の
客
と
な
る
人
に
は
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
、
異
教
徒
、
男
性
、
女
性
、
奴
隷
…
ど
の
よ
う
な
旅
人
で
あ
れ
、
一
日
に
三
オ
ッ

カ
の
よ
く
焼
け
た
パ
ン
と
、
一
オ
ッ
カ
の
調
理
さ
れ
た
肉
が
食
事
と
し
て
与
え
ら
れ
、
靴
の
な
い
貧
し
い
旅
人
に
は
靴
が
与
え
ら
れ
、
客
と
と

も
に
家
畜
た
ち
に
も
十
分
な
藁
や
大
麦
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
」118

と
記
さ
れ
て
い
る
。

オ
ス
マ
ン
朝
時
代
に
は
、
ア
ナ
ト
リ
ア
に
安
定
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
、
貿
易
路
が
変
わ
っ
た
こ
と
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク

朝
の
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
は
そ
の
存
在
意
義
を
失
っ
て
い
っ
た
。
反
対
に
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
版
図
拡
大
に
よ
り
、
特
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
か

ら
バ
ル
カ
ン
半
島
へ
、
東
西
南
北
の
方
向
へ
と
伸
び
る
街
道
沿
い
に119

多
く
の
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
が
つ
く
ら
れ
た
。121

オ
ス
マ
ン
朝
の
政
府
は
、

国
際
間
で
の
貿
易
が
安
全
か
つ
安
定
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
様
々
な
対
策
を
講
じ
て
い
る
。121

道
路
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
、
ワ
ク
フ
が
そ

の
経
費
を
賄
う
私
設
の
保
安
部
隊
が
組
織
さ
れ
た
。

オ
ス
マ
ン
朝
時
代
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
地
方
だ
け
で
二
百
三
十
二
ヵ
所
の
宿
場
、
十
八
軒
の
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
、
三
十
二

の
簡
易
宿
舎
、
十
の
貴
金
属
を
扱
う
マ
ー
ケ
ッ
ト
、
四
十
二
の
橋
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
加
え
、
何
千
も
の
井
戸
、
水
飲
み
場
、
礼

拝
所
、
モ
ス
ク
、
避
難
所
な
ど
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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13 世紀、ネヴシェヒルにつくられたサルハン・
キャラヴァンサライ。建物の内部にはハマーム（公
衆浴場）や礼拝所、娯楽室や病院、薬局などが設
けられていた
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宿
場
や
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
を
つ
く
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ
た
狭
い
山
道
に
も
、
街
道
や
橋
の
安
全
を
守
る
た
め
の
小
屋
や
簡
易
宿
舎
が

つ
く
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
辺
境
の
地
の
安
全
を
守
る
た
め
に
ト
ル
ク
メ
ン
人
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
て
つ
く
ら
れ
た
辺
境
の
村
に
、
ア

ナ
ト
リ
ア
で
は
二
千
二
百
八
十
八
家
族
、
ル
メ
リ
地
方
で
は
千
九
百
六
家
族
が
定
住
し
て
い
っ
た
。122

こ
の
よ
う
な
施
設
の
建
設
の
際
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
タ
ハ
ー
ラ
（
洗
浄
）
と
い
う
教
え
に
基
づ
い
て
、
作
業
現
場
に
水
が
も
た
ら
さ
れ
、

清
潔
に
対
す
る
十
分
な
配
慮
が
な
さ
れ
た
。
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
の
施
設
の
中
で
も
ま
ず
ハ
マ
ー
ム
が
建
設
さ
れ
た
の
も
、123

人
々
が
い
か
に

清
潔
さ
に
重
点
を
置
い
て
い
た
か
が
う
か
が
わ
れ
興
味
深
い
。
そ
し
て
、
施
設
の
完
成
と
同
時
に
、
そ
こ
を
訪
れ
た
旅
人
た
ち
は
笑
顔
と
心
地

よ
い
言
葉
で
迎
え
ら
れ
、124

個
人
の
荷
物
や
取
引
さ
れ
る
品
物
も
安
全
に
管
理
さ
れ
た
。
次
に
客
た
ち
は
宿
泊
場
所
に
案
内
さ
れ
、
彼
ら
が
率
い

る
動
物
た
ち
は
中
庭
に
集
め
ら
れ
た
。
食
事
の
間
に
到
着
し
た
客
た
ち
に
は
五
十
グ
ラ
ム
の
バ
タ
ー
や
百
五
十
グ
ラ
ム
の
蜂
蜜
、
三
百
グ
ラ
ム

の
パ
ン
、
あ
る
い
は
食
糧
貯
蔵
庫
に
常
備
さ
れ
て
い
る
チ
ー
ズ
、
ぶ
ど
う
の
シ
ロ
ッ
プ
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
な
ど
が
提
供
さ
れ
、
旅
人
た
ち
の
空
腹

を
満
た
し
た
。125

旅
の
疲
れ
を
癒
す
た
め
に
ハ
マ
ー
ム
に
案
内
さ
れ
、
入
浴
後
に
は
清
潔
な
下
着
を
身
に
着
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
日
に
二
回
、

食
堂
で
食
事
が
提
供
さ
れ
、
金
曜
日
や
お
祭
り
な
ど
の
祝
日
に
は
旅
人
に
も
宴
の
料
理
が
振
舞
わ
れ
た
。
そ
し
て
出
迎
え
の
と
き
と
同
じ
よ
う

に
旅
立
つ
と
き
も
軍
楽
隊
に
よ
っ
て
見
送
ら
れ
た
。

こ
う
し
た
説
明
が
事
実
で
あ
る
こ
と
示
す
た
め
に
、
何
千
も
の
ワ
ク
フ
の
定
款
か
ら
何
千
も
の
記
述
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の

す
べ
て
を
載
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
例
と
し
て
カ
ー
ヌ
ー
ニ
ー
・
ス
ル
タ
ン
・
ス
レ
イ
マ
ン
と
彼
の
息
子
セ
リ
ム
二
世
の
治
世
の

と
き
の
総
理
大
臣
ソ
ク
ル
ル
・
メ
フ
メ
ト
・
パ
シ
ャ
の
つ
く
っ
た
ワ
ク
フ
を
紹
介
し
た
い
。
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
や
印
刷
所
、
学
校
、
マ
ド

ラ
サ
、
簡
易
宿
舎
、
モ
ス
ク
、
ハ
マ
ー
ム
、
そ
し
て
店
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
た
パ
ヤ
ス
・
キ
ュ
ッ
リ
エ
の
客
へ
の
も
て
な
し
を
次
に
見
て
み
よ
う
。

「
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
に
宿
泊
す
る
旅
人
た
ち
の
た
め
に
、一
日
に
四
十
オ
ッ
カ（
約
五
十
一
キ
ロ
）
の
羊
肉
、
五
キ
レ（
百
二
十
五
キ
ロ
）

の
小
麦
粉
、
朝
の
ス
ー
プ
の
た
め
に
二
キ
レ
の
米
、
一
・
五
オ
ッ
カ
の
塩
、
一
・
五
オ
ッ
カ
の
ヒ
ヨ
コ
マ
メ
、
夕
食
の
た
め
に
一
・
五
キ
レ
の
麦
、

一
・
五
オ
ッ
カ
の
塩
、
一
・
五
オ
ッ
カ
の
た
ま
ね
ぎ
、
一
・
五
オ
ッ
カ
の
ヒ
ヨ
コ
マ
メ
を
用
い
な
さ
い
。
そ
し
て
金
曜
日
に
は
、
特
に
ピ
ラ
フ
と

ゼ
ル
デ
、
あ
る
い
は
ピ
ラ
フ
と
ゼ
ル
ベ
ジ
ュ
な
ど
の
普
段
よ
り
よ
い
料
理
を
提
供
し
な
さ
い
。
こ
れ
ら
の
料
理
の
準
備
の
た
め
、
客
の
多
さ
に

応
じ
て
ピ
ラ
フ
の
た
め
に
十
オ
ッ
カ
か
ら
二
十
オ
ッ
カ
の
米
、
三
オ
ッ
カ
か
ら
七
オ
ッ
カ
の
油
を
購
入
す
る
こ
と
。
ゼ
ル
デ
が
調
理
さ
れ
る
週

に
は
十
か
ら
十
五
オ
ッ
カ
の
米
、
十
か
ら
十
五
オ
ッ
カ
の
蜂
蜜
、
三
百
デ
ィ
ル
ヘ
ム
の
油
、
五
デ
ィ
ル
ヘ
ム
の
サ
フ
ラ
ン
を
用
い
な
さ
い
。
ゼ

ル
ベ
ジ
ュ
が
調
理
さ
れ
る
週
に
は
、
五
オ
ッ
カ
の
で
ん
粉
、
四
オ
ッ
カ
の
蜂
蜜
、
二
オ
ッ
カ
の
着
色
剤
、
二
オ
ッ
カ
の
杏
、
二
オ
ッ
カ
の
ア
ー
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モ
ン
ド
、
五
デ
ィ
ル
ヘ
ム
の
サ
フ
ラ
ン
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
加
え
て
調
味
料
と
し
て
五
デ
ィ
ル
ヘ
ム
の
黒
胡
椒
を
用
い
な
さ
い
。
厨
房
に
は
十

分
な
量
の
大
型
の
盆
、
ス
ー
プ
椀
、
な
べ
、
ひ
し
ゃ
く
、
そ
の
他
の
台
所
用
品
を
備
え
、
そ
れ
ら
が
古
く
な
っ
た
り
失
く
な
っ
た
り
し
た
と
き

は
新
し
い
も
の
を
購
入
し
な
さ
い
。126

食
事
は
、
朝
と
夜
、
一
日
二
回
つ
く
ら
れ
る
。
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
の
各
部
屋
の
客
た
ち
に
は
、
食
事

の
と
き
一
回
の
お
か
わ
り
と
二
皿
ず
つ
の
料
理
が
提
供
さ
れ
る
」127

ア
ナ
ト
リ
ア
の
内
陸
部
、
ア
ン
タ
ル
ヤ
・
ア
フ
ヨ
ン
間
の
街
道
沿
の
シ
ン
ジ
ャ
ン
ル
に
は
、
シ
ナ
ン
将
軍
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
キ
ュ
ッ
リ

エ
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
旅
人
た
ち
は
家
畜
と
と
も
に
次
の
よ
う
な
も
て
な
し
を
受
け
て
い
た
。

「
食
堂
を
訪
れ
る
旅
行
者
た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
に
朝
晩
一
切
れ
の
パ
ン
、三
十
デ
ィ
ル
ヘ
ム
の
蜂
蜜
、五
十
デ
ィ
ル
ヘ
ム
の
黒
胡
椒
入
り
ピ
ラ
フ
、

二
十
五
デ
ィ
ル
ヘ
ム
の
肉
、
二
人
に
ひ
し
ゃ
く
一
杯
分
の
ス
ー
プ
が
提
供
さ
れ
る
。
周
辺
に
住
む
貧
し
い
人
た
ち
に
も
そ
れ
ぞ
れ
一
切
れ
ず
つ

の
パ
ン
が
配
ら
れ
る
。
空
腹
を
訴
え
食
堂
を
訪
れ
る
す
べ
て
の
人
に
食
事
が
提
供
さ
れ
る
。
客
は
三
日
間
も
て
な
し
を
受
け
る
。
旅
人
た
ち
を

乗
せ
る
馬
や
ロ
バ
に
も
た
っ
ぷ
り
藁
と
ひ
し
ゃ
く
二
杯
分
の
大
麦
が
与
え
ら
れ
る
」128

一
五
五
二
年
か
ら
一
五
六
四
年
に
か
け
て
ト
ル
コ
に
滞
在
し
、『
私
が
発
見
し
た
ト
ル
コ
』
と
い
う
書
物
を
著
し
た
バ
ス
ベ
ッ
ク
は
、
ワ
ク

フ
の
宿
泊
施
設
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
私
が
ニ
シ
ュ
で
滞
在
し
た
一
般
人
向
け
の
宿
舎
を
、
ト
ル
コ
人
た
ち
は
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
と
呼
ん
で
い
た
。
ト
ル
コ
人
は
寝
る
と
き

に
は
、
床
よ
り
高
い
式
台
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
ま
ず
礼
拝
用
の
マ
ッ
ト
を
敷
き
、
そ
れ
に
覆
い
を
か
け
そ
の
上
で
眠
っ
た
。
そ
し
て
頭
の
下
に

鞍
を
置
き
枕
と
し
た
。
彼
ら
は
、
昼
間
着
て
い
る
内
側
が
毛
皮
で
覆
わ
れ
足
元
に
ま
で
届
く
衣
装
に
く
る
ま
っ
て
寝
て
い
た
」

バ
ス
ベ
ッ
ク
は
書
物
の
中
で
次
の
よ
う
な
事
実
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
時
に
は
、
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
よ
り
も
広
い
個
室
の
あ
る
宿
に
滞
在
し
た
。
こ
の
宿
は
貧
富
、
宗
教
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
人
に
対
し

開
か
れ
、
将
軍
や
政
治
家
た
ち
も
必
要
に
応
じ
て
泊
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
あ
た
か
も
皇
帝
の
宮
殿
に
い
る
か
の
よ
う
な
受
け
入
れ
の
儀

式
が
行
わ
れ
て
い
た
。
宿
で
客
た
ち
に
食
事
を
提
供
す
る
こ
と
は
慣
習
と
な
っ
て
い
る
。
食
事
の
時
間
が
く
る
と
、
一
人
の
召
使
が
肉
入
り
ピ

ラ
フ
を
の
せ
た
大
き
な
お
盆
を
手
に
現
れ
る
。
ピ
ラ
フ
の
皿
の
周
囲
に
は
パ
ン
が
並
べ
ら
れ
、
時
に
は
蜂
蜜
が
た
っ
ぷ
り
入
っ
た
蜂
の
巣
も
提

供
さ
れ
た
。
召
使
が
最
初
に
食
事
を
運
ん
で
き
た
と
き
、
私
は
言
い
訳
を
し
て
そ
れ
に
手
を
つ
け
ず
に
彼
を
立
ち
去
ら
せ
た
。
私
が
将
軍
で
す

ら
食
べ
た
食
事
に
手
を
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
を
、
彼
ら
は
気
に
か
け
て
い
た
。
だ
が
何
度
も
す
す
め
ら
れ
る
の
で
、
私
は
食
事
を
受
け
取
ら
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
私
は
少
し
食
べ
、
謝
意
を
表
明
し
た
。
こ
の
宿
に
滞
在
す
る
旅
人
た
ち
は
三
日
間
い
つ
も
同
じ
も
の
を
食
べ
て
い
た
。
私

第二章 / ワクフの社会貢献の推移
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は
こ
の
宿
で
大
変
快
適
な
日
々
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
」129

食
堂
の
収
支
報
告
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
研
究
は
、
ワ
ク
フ
の

仕
事
が
非
常
に
秩
序
だ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
よ
く
示
し

て
い
る
。
一
五
八
六
年
の
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
の
食
堂
の
予
算
は
、

現
在
の
通
貨
に
し
て
二
億
三
千
八
百
万
ト
ル
コ
リ
ラ
で
あ
っ

た
。
こ
の
予
算
の
中
で
最
も
多
く
の
金
額
が
費
や
さ
れ
て
い
る

も
の
は
、
順
に
小
麦
粉
、
肉
、
米
、
蜂
蜜
、
バ
タ
ー
、
薪
で
あ

る
。131

バ
ヤ
ズ
ィ
ト
二
世
の
食
堂
で
一
四
七
九
年
に
消
費
さ
れ
た

蜂
蜜
の
量
は
、
二
千
九
百
六
十
三
オ
ッ
カ
、
バ
タ
ー
の
量
は

四
千
三
百
五
十
オ
ッ
カ
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
こ
の
ワ
ク

フ
は
、
一
年
に
一
万
千
五
百
八
十
一
ア
ク
チ
ェ
を
費
や
し
約
四

ト
ン
の
蜂
蜜
を
、
そ
し
て
二
万
五
千
七
百
七
十
五
ア
ク
チ
ェ
を

費
や
し
約
五
・
五
ト
ン
の
バ
タ
ー
を
購
入
し
、
そ
れ
を
客
に
提

供
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。131

オ
ス
マ
ン
帝
国
の
隆
盛
期
、
ム
ラ
ト
一
世
（
在
位
一
三
六
二

～
一
三
八
九
年
）
の
イ
ズ
ニ
ク
の
食
堂
で
は
一
日
に
二
千
人
、

同
じ
く
メ
フ
メ
ト
二
世
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
食
堂
で
は
一
日

に
千
六
百
五
十
人
、
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
二
世
の
エ
デ
ィ
ル
ネ
の
食
堂

で
は
一
日
に
千
四
百
人
に
食
事
が
提
供
さ
れ
て
い
た
。132

イ
ス
タ

ン
ブ
ー
ル
だ
け
で
、
一
日
に
三
万
人
も
の
人
々
に
無
料
で
食
事

が
提
供
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
ワ
ク
フ
に

よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
交
通
網
や
宿
泊
施
設
に
よ
っ
て
、
旅
人
は

キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
や
簡
易
宿
舎
、
食
堂
の
宿
舎
な
ど
に
滞

16 世紀、アンカラにつくられたチェンゲル・ハーン（宿舎）。吹き抜けの中庭で人々は食事をし、昼寝を楽しんだ
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在
す
る
こ
と
に
よ
り
宿
泊
代
や
食
費
を
払
う
こ
と
な
く
、
広
大
な
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
領
土
の
端
か
ら
端
ま
で
行
き
来
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た

の
で
あ
る
。133

そ
れ
で
は
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
で
客
は
、
ど
の
よ
う
に
送
迎
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
エ
ヴ
リ
ヤ
ー
・
チ
ェ
レ
ビ
は
、
独
自
の
表
現

で
自
ら
目
撃
し
た
光
景
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

「
大
き
な
門
の
内
側
に
、
そ
れ
ぞ
れ
百
五
十
の
ベ
ッ
ド
を
持
つ
大
き
な
宿
舎
が
向
か
い
合
わ
せ
に
立
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
女
た
ち
専
用
の

部
屋
が
あ
り
、
ラ
ク
ダ
用
の
囲
い
が
あ
り
、
中
庭
だ
け
で
三
千
頭
以
上
の
家
畜
を
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
門
に
は
常
に
監
視
員
が
い
て
見

張
り
を
行
っ
て
い
る
。
夜
の
礼
拝
が
終
る
と
、
門
の
近
く
で
軍
楽
隊
が
音
楽
を
奏
で
門
が
閉
じ
ら
れ
る
。
保
安
員
は
た
い
ま
つ
を
灯
し
、
そ
の

そ
ば
で
眠
る
。
夜
中
に
客
が
あ
れ
ば
、
門
を
開
け
中
に
招
き
入
れ
食
事
を
運
ぶ
。
た
と
え
世
界
が
崩
壊
し
た
と
し
て
も
、
人
を
外
に
放
っ
て
お

く
こ
と
は
な
い
。
ワ
ク
フ
の
定
款
に
そ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
る
。
朝
、
起
床
の
時
間
に
な
る
と
軍
楽
隊
が
音
楽
を
奏
で
、
宿
泊
客
は
そ
れ

ぞ
れ
荷
物
を
確
認
す
る
。
宿
の
人
が
『
ム
ハ
ン
マ
ド
の
共
同
体
の
人
々
よ
、
財
産
や
馬
や
荷
物
は
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
か
』
と
大
声
で
た
ず
ね
る
。

客
た
ち
が
口
を
そ
ろ
え
て
、『
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
。
ア
ッ
ラ
ー
が
よ
い
心
の
持
ち
主
を
慈
し
ん
で
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
』
と
答
え
る
と
門
が
開

け
ら
れ
る
。
そ
し
て
門
の
そ
ば
で
『
注
意
を
怠
る
こ
と
な
く
、
本
質
を
見
失
う
こ
と
な
く
、
何
で
あ
れ
悪
い
も
の
を
道
連
れ
と
す
る
こ
と
な
く

進
ん
で
く
だ
さ
い
、
ア
ッ
ラ
ー
が
あ
な
た
の
旅
を
快
適
な
も
の
と
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
』
と
祈
り
の
言
葉
を
投
げ
か
け
ら
れ
る
と
、
キ
ャ

ラ
ヴ
ァ
ン
は
動
き
始
め
る
。
こ
の
宿
の
西
側
に
は
后
や
大
臣
、
名
士
、
そ
し
て
有
力
者
の
た
め
の
特
別
の
部
屋
や
食
糧
貯
蔵
庫
、
印
刷
所
な
ど

を
備
え
た
豪
壮
な
宮
殿
が
あ
る
が
、
そ
の
美
し
さ
は
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
」134

ワ
ク
フ
の
社
会
へ
の
貢
献
は
教
育
や
医
療
、
交
通
網
の
整
備
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
ワ
ク
フ
が
実
現
し
て
き
た
も
の
は

こ
こ
で
説
明
し
た
も
の
だ
け
で
も
な
い
。
も
し
「
ワ
ク
フ
は
何
を
行
っ
て
き
た
か
」
と
問
わ
れ
た
な
ら
、
そ
れ
へ
の
最
も
的
確
で
包
括
的
な
答

え
は
、「
ワ
ク
フ
が
手
が
け
な
か
っ
た
も
の
な
ど
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

エ
サ
ト
・
ア
ル
セ
ビ
ュ
ク
は
語
っ
て
い
る
。「
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
、
ワ
ク
フ
は
大
変
大
き
な
発
展
を
遂
げ
た
。
そ
の
お
か
げ
で
人
間
は
、
ワ

ク
フ
の
家
に
生
ま
れ
、
ワ
ク
フ
の
ゆ
り
か
ご
で
眠
り
、
ワ
ク
フ
の
学
校
で
教
育
を
受
け
、
ワ
ク
フ
の
図
書
館
で
ワ
ク
フ
の
本
を
読
ん
だ
。
ワ
ク

フ
の
職
場
で
働
き
、
ワ
ク
フ
の
お
金
で
食
べ
物
を
得
、
病
気
に
な
る
と
ワ
ク
フ
の
病
院
で
治
療
を
受
け
、
死
を
迎
え
れ
ば
ワ
ク
フ
の
棺
に
入
れ

ら
れ
、
ワ
ク
フ
の
モ
ス
ク
で
葬
儀
が
行
わ
れ
、
ワ
ク
フ
の
墓
地
に
埋
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
人
は
、
そ
の
生
涯
に
お
い
て
必
要
と
す
る
す
べ

て
の
も
の
を
ワ
ク
フ
の
資
産
か
ら
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
」135
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一
、
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
に
お
け
る
ワ
ク
フ

国
々
の
発
展
や
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の
成
熟
の
度
合
は
、様
々
な
側
面
か
ら
説
明
し
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、国
を
真
に
発
展
さ
せ
、

人
々
を
本
当
の
意
味
で
成
熟
さ
せ
る
最
も
重
要
な
要
因
は
、
助
け
合
い
と
協
力
の
文
化
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
い
か
に
助
け
合
い
と
協

力
が
行
わ
れ
て
い
る
か
を
見
れ
ば
、
そ
の
国
の
発
展
の
度
合
い
が
理
解
で
き
る
。

ワ
ク
フ
は
、
人
が
潜
在
的
に
持
っ
て
い
る
助
け
合
い
と
施
し
の
精
神
に
、
法
的
な
形
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
助
け
合
い
を
永
続

的
に
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ワ
ク
フ
は
国
民
の
互
助
精
神
と
人
を
大
切
に
す
る
価
値
観
を
体
現
す
る
民
主
的
な
非

政
府
組
織
で
あ
る
。
ワ
ク
フ
は
特
定
の
個
人
や
団
体
を
対
象
に
す
る
の
で
は
な
く
、
必
要
と
し
て
い
る
人
々
の
た
め
に
分
け
隔
て
な
く
活
動
す

る
。
こ
の
よ
う
な
ワ
ク
フ
の
普
遍
的
な
特
質
を
強
調
す
る
た
め
に
、
歴
史
上
、
法
学
者
た
ち
は
「
メ
ナ
ー
フ
ィ
イ
・
イ
バ
ー
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
（
そ

の
利
益
は
す
べ
て
ア
ッ
ラ
ー
の
し
も
べ
た
ち
の
た
め
）」136

と
い
う
表
現
を
用
い
て
き
た
。
こ
こ
で
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
し
も
べ
を
意
味
す
る
「
ア

ブ
ド
ゥ
」
の
複
数
形
「
イ
バ
ー
ド
ゥ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
一
人
だ
け
で
は
な
く
よ
り
多
く
の
人
々
が
ワ
ク
フ
の
恩
恵
に
浴
す
る
べ
き
と

の
考
え
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
の
活
動
に
よ
っ
て
わ
ず
か
な
人
だ
け
が
利
益
を
受
け
る
よ
う
な
ワ
ク
フ
や
、
直
接
人
々
に
役
に
立
た

な
い
よ
う
な
ワ
ク
フ
の
創
設
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、誰
か
が「
お
墓
を
照
ら
す
た
め
に
ロ
ー
ソ
ク
を
提
供
す
る
」こ
と
を
目
的
に
、

自
ら
の
財
産
を
費
や
し
ワ
ク
フ
を
つ
く
っ
た
と
し
よ
う
。
だ
が
、
そ
れ
が
た
と
え
善
意
か
ら
く
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
ロ
ー
ソ
ク
の
光
が
現
に

生
き
て
い
る
人
々
の
灯
火
と
な
ら
な
け
れ
ば
有
効
な
ワ
ク
フ
と
は
い
え
な
い
。
つ
ま
り
、
ワ
ク
フ
は
社
会
の
発
展
を
目
的
と
し
、
社
会
生
活
に

役
立
つ
こ
と
を
大
前
提
と
し
て
創
設
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

オ
ス
マ
ン
朝
時
代
、
ワ
ク
フ
は
三
つ
の
段
階
を
経
て
創
設
さ
れ
た
。
第
一
段
階
で
は
、
ワ
ク
フ
創
設
の
目
的
を
明
確
に
す
る
た
め
に
趣
意
書

が
作
成
さ
れ
た
。
次
の
段
階
は
ワ
ク
フ
の
目
的
に
合
っ
た
施
設
の
建
設
と
、
そ
の
活
動
の
維
持
に
必
要
な
収
入
源
の
確
保
で
あ
る
。
第
三
段
階

第
三
章

歴
史
に
お
け
る
ワ
ク
フ
の
沿
革



57

に
お
い
て
は
、
ワ
ク
フ
の
定
款
が
つ
く
ら
れ
、
関
係
者
が
自
由
に
議
論
で
き
る
法
廷
で
審
査
が
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
法
廷
が
適
切
と
認
証
し

た
ワ
ク
フ
の
定
款
は
登
記
簿
に
記
録
さ
れ
、
原
本
は
ワ
ク
フ
の
創
設
者
に
返
却
さ
れ
た
。

オ
ス
マ
ン
朝
時
代
に
設
立
さ
れ
た
ワ
ク
フ
の
定
款
の
登
記
簿
の
複
写
は
、
現
在
も
ト
ル
コ
共
和
国
ワ
ク
フ
庁
に
資
料
と
し
て
保
管
さ
れ
て

い
る
。
ト
ル
コ
民
法
が
承
認
さ
れ
た
一
九
二
六
年
以
前
の
法
律
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
ワ
ク
フ
の
現
在
保
管
さ
れ
て
い
る
定
款
の
数
は
約

二
万
九
千
件
に
の
ぼ
る
。
そ
の
う
ち
の
五
十
余
件
は
、
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
時
代
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。137

た
だ
し
、
こ
の
ワ
ク
フ
の
定
款
の
数
字

は
、
設
立
さ
れ
た
す
べ
て
の
ワ
ク
フ
の
数
と
同
じ
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
。138

な
ぜ
な
ら
中
央
の
組
織
に
よ
る
ワ
ク
フ
の
登
記
は
、
一
五
八
六
年

に
設
立
さ
れ
た
ハ
レ
メ
イ
ン
・
ル
カ
ー
フ
庁
か
ら
始
ま
り
、
名
称
を
変
え
な
が
ら
、
一
八
二
六
年
に
設
立
さ
れ
た
エ
ウ
カ
ー
フ
・
フ
マ
ー
ユ
ー

ン
省
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ワ
ク
フ
の
登
記
制
度
が
存
在
し
な
か
っ
た
時
代
の
裁
判
記
録
、
不
動
産
登
記

簿
、
財
務
省
記
録
な
ど
の
資
料
に
つ
い
て
の
徹
底
し
た
調
査
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
調
査
を
行
わ
な
い
限
り
、
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
に
、
実
際
ど

れ
だ
け
の
ワ
ク
フ
が
存
在
し
て
い
た
か
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
。
一
方
で
、
統
計
資
料
の
収
集
可
能
な
地
域
や
時
代
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
イ

ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
は
一
五
一
九
年
か
ら
一
五
九
六
年
の
間
に
二
千
八
百
六
十
件
、139

ま
た
ア
レ
ッ
ポ
で
は
一
七
一
八
年
か
ら
一
八
〇
〇
年
の
間
に

四
百
八
十
五
件141

の
ワ
ク
フ
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。

ワ
ク
フ
の
記
録
の
目
録
作
成
の
た
め
に
行
わ
れ
た
博
士
論
文
研
究
で
は
、
世
紀
ご
と
の
統
計
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
研
究
に
よ
る

と
、
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
に
は
十
六
世
紀
に
七
百
七
十
六
件
、141

十
七
世
紀
に
千
六
百
六
十
三
件
、142

十
八
世
紀
に
六
千
件
、143

十
九
世
紀
に
九
千
件144

の

ワ
ク
フ
が
創
設
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
世
紀
ご
と
の
統
計
の
い
ず
れ
も
正
確
な
数
字
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
い
と
い
け
な

い
。
私
は
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
ワ
ク
フ
の
総
数
は
三
万
五
千
件
を
超
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。145

十
九
世
紀
の
最
初
の
四
半
世
紀
ま
で
ト
ル
コ
で
活
動
し
て
い
た
ワ
ク
フ
は
次
の
三
つ
に
分
類
で
き
る
。

①
「
ア
ウ
カ
ー
フ
・
カ
ー
デ
ィ
マ
」　

オ
ス
マ
ン
朝
以
前
の
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
か
ら
引
き
継
が
れ
た
ワ
ク
フ
。

②
「
ア
ウ
カ
ー
フ
・
イ
ル
サ
ー
デ
ィ
ヤ
」　

国
有
地
が
提
供
さ
れ
て
つ
く
ら
れ
た
ワ
ク
フ
。

③
「
ア
ウ
カ
ー
フ
・
サ
ヒ
ー
ハ
イ
・
ラ
ー
ジ
ィ
マ
」　

市
民
が
自
ら
財
産
を
寄
付
し
て
つ
く
っ
た
ワ
ク
フ
。146

ワ
ク
フ
は
そ
れ
ぞ
れ
定
款
を
定
め
て
い
た
。
定
款
の
な
い
ワ
ク
フ
は
慣
習
に
則
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
法
人
格
は
持
っ
て
い

た
。
ア
ウ
カ
ー
フ
・
カ
ー
デ
ィ
マ
と
ア
ウ
カ
ー
フ
・
イ
ル
サ
ー
デ
ィ
ヤ
の
一
部
を
除
き
、
ワ
ク
フ
の
活
動
に
政
府
が
介
入
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
前
述
し
た
よ
う
に
ワ
ク
フ
は
、
そ
の
創
設
の
是
非
を
問
う
審
査
を
経
て
登
記
さ
れ
た
。
ア
ウ
カ
ー
フ
・
サ
ヒ
ー
ハ
イ
・
ラ
ー
ジ
ィ
マ
の
多
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く
は
登
記
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
政
府
は
民
間
人
が
つ
く
る
ワ
ク
フ
の
存
在
さ
え
知
ら
な
い
場
合
が
あ
っ
た
。147

登
記
さ
れ
な
か
っ
た
ワ
ク
フ
は
、

創
設
者
が
定
め
た
規
則
に
基
づ
き
、
そ
の
一
族
が
運
営
し
て
い
く
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

オ
ス
マ
ン
朝
時
代
、
ワ
ク
フ
は
そ
の
特
性
か
ら
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
た
。

①
動
産
を
扱
う
メ
ン
ク
ー
ル
・
ワ
ク
フ
、
不
動
産
を
扱
う
ガ
イ
リ
メ
ン
ク
ー
ル
・
ワ
ク
フ
。

②
社
会
奉
仕
施
設
ま
た
は
そ
の
収
入
源
と
な
る
ワ
ク
フ
。

③
家
族
の
受
益
の
た
め
の
ズ
ッ
リ
・
ワ
ク
フ
。

④
市
民
の
日
常
の
必
要
を
満
た
す
た
め
の
ア
ワ
ー
リ
ズ
・
ワ
ク
フ
。

⑤
ワ
ク
フ
の
所
有
権
を
一
般
市
民
が
持
っ
て
い
た
サ
ヒ
ー
フ
・
ワ
ク
フ
。

⑥
ワ
ク
フ
の
所
有
権
を
政
府
が
持
っ
て
い
た
マ
ズ
ブ
ー
ト
・
ワ
ク
フ
。

⑦
中
央
政
府
管
轄
だ
が
、
理
事
会
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
ム
ル
ハ
ー
ク
・
ワ
ク
フ
。

⑧
戦
争
や
宗
教
活
動
な
ど
で
国
に
貢
献
し
た
市
民
に
政
府
が
供
与
し
た
財
産
で
つ
く
ら
れ
た
ム
ス
テ
ス
ナ
ー
・
ワ
ク
フ
。

⑨
資
産
を
一
回
貸
し
出
せ
る
イ
ジ
ャ
ー
レ
イ
ワ
ー
ヒ
デ
リ
・
ワ
ク
フ
、
複
数
回
貸
し
出
せ
る
イ
ジ
ャ
ー
レ
テ
イ
ン
リ
・
ワ
ク
フ
、
農
地
を
貸

し
出
せ
る
ム
カ
ー
タ
ア
ル
・
ワ
ク
フ
。148

一
般
市
民
が
つ
く
っ
た
サ
ヒ
ー
フ
・
ワ
ク
フ
の
運
営
は
理
事
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ワ
ク
フ
の
活
動
が
多
様
化
し
、
創
設

者
た
ち
の
立
場
の
変
更
な
ど
に
よ
り
、
ワ
ク
フ
の
運
営
の
仕
方
も
変
わ
っ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
変
化
に
対
応
し
、
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
一
世
（
在
位

一
三
八
九
～
一
四
〇
二
年
）
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ワ
ク
フ
を
監
督
す
る
た
め
の
組
織
を
設
立
し
、
各
県
に
監
査
人
を
派
遣
し
た
。149

そ
の
息
子
で
あ
る

チ
ェ
レ
ビ
・
メ
フ
メ
ト 

（
在
位
一
四
一
三
～
一
四
二
一
年
）
時
代
に
は
中
央
に
司
法
組
織
を
設
立
し
、
当
時
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
地
方
の
司
法

組
織
を
一
つ
に
ま
と
め
た
。
ま
た
、
ハ
ー
キ
ム
・
フ
ッ
カ
ー
ム
・
オ
ス
マ
ニ
ッ
エ
と
呼
ば
れ
る
裁
判
官
を
任
命
し
、
ワ
ク
フ
全
体
の
監
査
は
こ

の
裁
判
官
が
そ
の
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
っ
た
。151

オ
ス
マ
ン
帝
国
を
統
治
し
て
い
た
ス
ル
タ
ン
た
ち
も
多
く
の
ワ
ク
フ
を
つ
く
っ
た
。
そ
う
し
た
ワ
ク
フ
の
管
理
責
任
者
は
ス
ル
タ
ン
に
よ
っ

て
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
メ
フ
メ
ト
二
世
（
在
位
一
四
四
四
～
一
四
八
一
年
）
は
自
ら
つ
く
っ
た
ワ
ク
フ
の
管
理
を
一
四
六
三
年
に

総
理
大
臣
に
委
任
し
て
い
る
。
そ
の
遂
行
の
た
め
、
総
理
大
臣
が
管
轄
す
る
ワ
ク
フ
庁
が
設
け
ら
れ
た
。
メ
フ
メ
ト
二
世
の
孫
で
あ
る
セ
リ

ム
一
世
（
在
位
一
五
一
二
～
一
五
二
〇
年
）、
ま
た
そ
の
息
子
で
立
法
者
と
も
称
さ
れ
た
ス
レ
イ
マ
ン
一
世
（
在
位
一
五
二
〇
～
一
五
六
六
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年
）
も
同
様
に
総
理
大
臣
を
ワ
ク
フ
の
責
任
者
に
任
命
し
て
い
た
。151

一
方
で
、
メ
フ
メ
ト
二
世
の
息
子
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
二
世
（
在
位
一
四
八
一
～

一
五
一
二
年
）
は
一
五
〇
六
年
、
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
（
イ
ス
ラ
ー
ム
長
官
）
に
ワ
ク
フ
の
管
理
を
任
せ
て
い
る
。152

そ
の
た
め
シ
ャ
イ

フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
が
管
轄
す
る
別
の
ワ
ク
フ
管
理
庁
が
つ
く
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
ス
レ
イ
マ
ン
一
世
の
后
フ
ッ
レ
ム
・
ス
ル
タ
ン
は
イ
ス
タ

ン
ブ
ー
ル
に
つ
く
っ
た
ワ
ク
フ
の
管
理
を
一
五
四
五
年
、
宮
殿
長
官
に
任
せ
た
。
そ
れ
を
機
に
宮
殿
長
官
管
轄
の
ワ
ク
フ
管
理
庁
が
新
た
に
設

け
ら
れ
た
。153

オ
ス
マ
ン
帝
国
の
ア
ラ
ブ
支
配
に
と
も
な
い
、
聖
地
で
あ
る
メ
ッ
カ
と
メ
デ
ィ
ー
ナ
も
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
統
治
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ

れ
ら
の
町
の
宗
教
施
設
や
社
会
奉
仕
施
設
及
び
市
民
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
ワ
ク
フ
を
管
理
す
る
た
め
、
一
五
八
六
年
、
ア
ウ
カ
ー
フ
・
ハ
ラ

メ
イ
ン
・
ワ
ク
フ
管
理
庁
が
設
立
さ
れ
た
。154

こ
の
よ
う
な
ワ
ク
フ
の
発
展
の
結
果
、
十
八
世
紀
後
半
の
三
人
の
ス
ル
タ
ン
、
オ
ス
マ
ン
三
世 

（
在
位
一
七
五
四
～
一
七
五
七
年
）、155

ム
ス

タ
フ
ァ
三
世 

（
在
位
一
七
五
七
～
一
七
七
四
年
）156

及
び 

ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
一
世 

（
在
位
一
七
七
四
～
一
七
八
九
年
）157

は
、
自
ら
創
設
し
た
ワ

ク
フ
の
管
理
の
た
め
に
専
用
の
建
物
を
建
設
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
建
物
の
建
設
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
い
て
、
中
央
政
府
が
ワ
ク
フ
を
管
理

す
る
上
で
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
ハ
ス
ビ
イ
エ
夫
人
と
ア
ブ
デ
ュ
ル
ハ
ミ
ト
一
世
の
后
ネ
ヴ
レ
ス
・
ス
ル
タ

ン
は
、
ワ
ク
フ
の
管
理
を
「
ハ
ミ
デ
ィ
エ
・
ワ
ク
フ
の
理
事
長
」
に
委
任
し
た
。158

ま
た
、
セ
リ
ム 

三
世 

（
在
位
一
七
八
九
～
一
八
〇
七
年
）159

は

ワ
ク
フ
を
母
親
の
ワ
ク
フ
と
一
緒
に
管
理
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
、「
ラ
ー
レ
リ
・
ワ
ク
フ
管
理
庁
」
を
設
置
し
た
父
親
の
ム
ス
タ
フ
ァ
三
世
及

び
母
親
の
双
方
が
つ
く
っ
た
ワ
ク
フ
の
規
則
に
従
っ
て
管
理
す
る
よ
う
命
じ
た
。

こ
の
ハ
ミ
デ
ィ
エ
と
ラ
ー
レ
リ
の
両
ワ
ク
フ
の
管
理
庁
は
一
七
八
八
年
に
統
合
さ
れ
た
。
後
に
、
マ
フ
ム
ト
二
世
（
在
位
一
八
〇
八
～

一
八
三
九
年
）
も
ワ
ク
フ
の
管
理
を
こ
の
組
織
に
委
任
し
、「
ハ
ミ
デ
ィ
エ
及
び
そ
の
他
の
ワ
ク
フ
管
理
局
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
こ
の
組
織
は

五
十
件
の
ワ
ク
フ
を
管
理
す
る
重
要
な
組
織
と
な
っ
た
。
一
八
二
五
年
の
イ
エ
ニ
チ
ェ
リ
軍
団
（
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
お
け
る
常
備
歩
兵
）
の
廃

止
に
と
も
な
い
、軍
団
長
が
管
理
し
て
い
た
ワ
ク
フ
も
こ
の
組
織
に
委
ね
ら
れ
た
。
管
理
局
が
こ
の
よ
う
に
大
き
く
な
っ
た
た
め
、一
八
二
六
年
、

政
府
内
に
「
エ
ウ
カ
ー
フ
・
フ
マ
ー
ユ
ー
ン
省
」
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。161

「
エ
ウ
カ
ー
フ
・
フ
マ
ー
ユ
ー
ン
省
」
は
内
閣
に
属
し
て
い
た
た
め
政
治
の
影
響
を
免
れ
ず
、
ワ
ク
フ
財
産
の
他
の
政
府
機
関
へ
の
移
転
が

始
ま
り
、そ
れ
が
ワ
ク
フ
組
織
の
弱
体
化
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
。
宗
教
学
者
の
影
響
力
が
弱
ま
り
、ま
た
ワ
ク
フ
の
所
有
す
る
不
動
産
が
、

ま
ず
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
は
な
い
市
民
へ
と
販
売
さ
れ
始
め
、
や
が
て
望
む
人
す
べ
て
に
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
こ
と
が
ワ
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ク
フ
文
明
の
基
盤
を
弱
め
る
こ
と
と
な
り
、
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
帝
国
の
滅
亡
の
一
因
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

オ
ス
マ
ン
帝
国
が
滅
亡
に
向
か
う
中
で
、
社
会
の
他
の
部
門
と
同
様
に
ワ
ク
フ
に
お
い
て
も
秩
序
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
の
ワ
ク

フ
の
組
織
の
崩
壊
だ
け
に
注
目
す
る
社
会
科
学
者
た
ち
は
、「
ワ
ク
フ
は
社
会
、
経
済
、
科
学
の
発
展
に
対
し
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
」
と

結
論
す
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
ワ
ク
フ
は
「
無
償
で
益
を
受
け
る
」
と
い
う
文
化
を
も
た
ら
し
、
ワ
ク
フ
が
つ
く
っ
た
施
設
に
無
料
で
宿
泊
し

飲
食
す
る
社
会
層
を
生
み
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
来
な
ら
自
ら
働
き
生
活
の
糧
を
得
な
け
れ
ば
い
け
な
い
人
々
が
事
実
上
労
働
力
た
り
え
な

い
層
を
形
成
す
る
こ
と
と
な
り
、
国
の
経
済
に
多
大
な
損
失
を
与
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。161

ワ
ク
フ
に
対
す
る
批
判
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

ワ
ク
フ
は
資
産
の
取
引
を
禁
止
し
、
そ
の
こ
と
が
国
の
経
済
を
停
滞
さ
せ
る
一
因
と
な
っ
た
。162

ワ
ク
フ
の
弊
害
は
学
問
の
分
野
に
お
い
て
も
み
ら
れ
た
。
学
問
は
時
代
の
変
化
に
対
応
し
な
が
ら
発
展
を
遂
げ
持
続
的
に
成
熟
し
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
何
世
紀
も
の
間
、
ワ
ク
フ
は
学
校
で
ど
の
よ
う
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
学
ぶ
か
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
定
款
に
定
め
、
オ
ス

マ
ン
帝
国
の
教
育
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
ワ
ク
フ
の
定
款
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
時

代
が
要
請
す
る
教
育
の
新
し
い
課
題
に
対
応
で
き
ず
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
教
育
シ
ス
テ
ム
発
展
の
障
害
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。163

さ
ら
に
次
の
よ
う
な
批
判
も
あ
っ
た
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
は
、
農
業
振
興
の
た
め
に
戦
争
で
功
を
立
て
た
人
々
に
国
有
地
を
貸
し
出
す
「
タ

ム
リ
ー
ク
制
度
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
制
度
の
利
用
者
の
中
に
は
ワ
ク
フ
を
悪
用
し
、
貸
し
出
さ
れ
た
土
地
を
自
分
の
家
族
の
も

の
に
す
る
た
め
に
土
地
の
所
有
権
を
ワ
ク
フ
に
移
転
さ
せ
る
者
が
い
た
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
で
き
た
当
初
、
こ
う
し
た
土
地
の
監
査
は
厳
密
に

行
わ
れ
て
い
た
が
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
監
査
は
そ
れ
ほ
ど
厳
し
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。164

こ
の
よ
う
な
ワ
ク
フ
の
多
く
は
本
来
慈

善
事
業
を
目
的
と
し
、
一
部
の
者
は
慈
善
を
名
目
に
、
家
族
の
た
め
に
ワ
ク
フ
を
悪
用
し
て
い
た
の
で
あ
る
。165

イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
観
点
か
ら
の
批
判
も
あ
っ
た
。
こ
の
立
場
に
立
つ
学
者
た
ち
は
、
ワ
ク
フ
の
も
の
と
な
っ
た
資
産
の
「
売
買
、
贈
与
、
相

続
を
停
止
す
る
」166

と
い
う
規
定
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
お
け
る
相
続
の
規
則
に
反
す
る
と
主
張
し
た
。167

ま
た
、
ワ
ク
フ
に
対
す
る
非
課
税
優
遇

措
置
は
悪
用
さ
れ
や
す
い
と
も
指
摘
す
る
。168

し
か
し
、
こ
の
優
遇
措
置
は
ワ
ク
フ
の
創
設
を
容
易
に
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
り
、
ワ
ク
フ
の
根

本
に
か
か
わ
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
非
課
税
優
遇
措
置
を
な
く
し
た
と
し
て
も
、
ワ
ク
フ
の
制
度
は
維
持
で
き
る
の
で
あ
る
。

ワ
ク
フ
に
対
す
る
批
判
は
十
九
世
紀
の
西
洋
の
思
想
に
影
響
を
受
け
た
学
者
に
よ
る
批
判
に
端
を
発
す
る
。
十
九
世
紀
は
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界

に
お
け
る
様
々
な
組
織
が
全
体
的
に
停
滞
し
始
め
た
時
期
に
あ
た
る
。
ワ
ク
フ
も
そ
の
よ
う
な
組
織
の
一
つ
で
あ
る
。
ワ
ク
フ
を
表
面
的
に
し
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か
観
察
し
て
い
な
い
人
々
が
、
ワ
ク
フ
を
批
判
す
る
の
は
よ
く
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ワ
ク
フ
を
全
体
と
し
て
根
本
か
ら
理
解
せ
ず
、

特
定
の
時
代
だ
け
を
取
り
上
げ
て
批
判
す
る
の
は
大
き
な
間
違
い
で
あ
る
。169

ワ
ク
フ
の
よ
う
な
社
会
的
組
織
に
つ
い
て
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
法
的
・
機
能
的
な
側
面
を
研
究
す
る
こ
と
な
く
、
西
洋
か
ら
も
た
ら

さ
れ
た
考
え
方
だ
け
を
参
考
に
判
断
を
下
す
人
た
ち
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
一
つ
の
政
治
組
織
に
す
ぎ
ず
、
何
ら
社
会
的
活
動
や
公
共
事
業
を

行
っ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
誤
解
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
期
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
る
な
ら
ば
、
公
共
事
業
の
分
野

で
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
方
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
か
な
る
国
よ
り
も
発
展
し
て
お
り
、
そ
の
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
ま
だ
公
共
事
業
と
い
う

概
念
さ
え
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
に
お
い
て
は
そ
れ
は
完
全
に
行
わ
れ
て
い
た
。171

し
た
が
っ
て
、
ワ
ク

フ
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
き
、
歴
史
上
果
た
し
て
き
た
役
割
と
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
効
果
を
全
体
と
し
て
把
握
し
、
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

ワ
ク
フ
は
他
の
宗
教
的
・
社
会
的
・
法
的
機
関
と
同
様
、
社
会
の
物
質
的
・
精
神
的
な
状
況
と
歩
み
を
と
も
に
し
な
が
ら
長
い
過
程
を
経
て

成
熟
し
て
き
た
。
つ
ま
り
ワ
ク
フ
は
、
発
展
時
代
も
停
滞
時
代
も
そ
れ
ぞ
れ
社
会
や
文
化
の
発
展
や
停
滞
と
軌
を
一
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
が
進
展
し
て
い
た
時
代
に
は
、
ワ
ク
フ
は
宗
教
的
な
面
で
も
社
会
へ
の
貢
献
に
お
い
て
も
多
大
な
成
功
を
み
て
い
る
。
そ
し

て
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
の
政
治
的
・
経
済
的
停
滞
と
と
も
に
、
ワ
ク
フ
の
停
滞
も
始
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
発
展
や
停
滞
の

要
因
の
一
つ
が
ワ
ク
フ
に
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
、
ワ
ク
フ
を
正
し
く
評
価
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。171

ワ
ク
フ
に
対
す
る
批
判
を
詳
し
く
分
析
し
、
そ
れ
に
反
論
し
て
い
る172

ト
ル
コ
の
宗
教
学
者
エ
ル
マ
ル
ル
・
ハ
ム
デ
ィ
・
ヤ
ズ
ル
は
、「
ワ
ク

フ
の
資
産
の
取
引
を
禁
止
す
る
こ
と
は
確
か
に
経
済
的
損
害
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ワ
ク
フ
の
社
会
へ
の
貢
献
は
そ
の
損
害
を
は

る
か
に
超
え
て
い
る
」173

と
指
摘
し
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
資
本
は
流
通
さ
せ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
動
産
で
あ
れ
ば
経
済
に
悪
影
響
を
与
え
る
が
、
不
動
産
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
こ
と

は
ま
ず
起
こ
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ワ
ク
フ
の
考
え
方
の
根
本
に
あ
る
の
は
、
資
本
を
市
場
で
流
通
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
収
益
を
上
げ
る
こ
と
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
資
本
に
よ
っ
て
安
定
的
に
生
み
出
さ
れ
る
収
益
を
活
用
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
、
ワ
ク
フ
の
も
の

と
な
っ
た
資
本
の
譲
渡
を
禁
止
し
た
と
し
て
も
、
資
本
か
ら
生
ま
れ
る
収
益
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
的
効
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
彼
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
公
共
事
業
や
社
会
の
発
展
の
た
め
の
努
力
の
大
部
分
は
、
感
謝
の
気
持
ち
に
支
え
ら
れ
た
ワ
ク

フ
の
活
動
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
。
政
府
の
つ
く
っ
た
施
設
が
ワ
ク
フ
の
そ
れ
と
比
べ
て
ど
れ
ほ
ど
少
な
か
っ
た
か
は
、
政
府
の
手
に
よ
る

学
校
、
大
学
、
図
書
館
の
数
が
ワ
ク
フ
の
手
に
よ
る
も
の
よ
り
は
る
か
に
少
な
い
と
い
う
事
実
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
」174

と
述
べ
て
い
る
。
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イスタンブールにつくられたシェムシ・パシャの図書館。
オスマン朝の最後期にはイスタンブールだけで 147 の図
書館が開設されていた
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ハ
ム
デ
ィ
・
ヤ
ズ
ル
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
第
二
憲
章
時
代
後
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
お
け
る
文
化
・
教
育
活
動
を
考
察
し
、
次
の
よ
う
な

結
論
を
出
し
て
い
る
。

「
カ
リ
フ
の
政
府
が
置
か
れ
た
都
で
さ
え
、
多
く
の
図
書
館
が
個
人
の
寄
付
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
政
府
が
つ
く
っ
た
総
合
図
書

館
は
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、そ
の
規
模
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
書
籍
の
種
類
や
数
も
、ウ
ェ
リ
ユ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
エ
フ
ェ
ン
デ
ィ
や
ラ
ー
グ
プ
・

パ
シ
ャ
が
つ
く
っ
た
図
書
館
に
は
る
か
に
及
ば
な
い
。
仮
に
政
府
に
す
べ
て
を
期
待
し
て
い
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
現
在

学
ぶ
た
め
の
学
校
も
本
も
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」175

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ワ
ク
フ
に
対
し
て
は
現
在
、
賛
否
両
論
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
意
見
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ワ
ク
フ
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
社
会
生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
ワ
ク
フ
と
い
う
組
織
を

理
解
し
な
い
で
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
経
済
や
社
会
、
そ
し
て
文
化
を
完
全
に
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

二
、　

共
和
国
時
代
に
お
け
る
ワ
ク
フ

新
ト
ル
コ
大
国
民
議
会
（
国
会
）
が
ア
ン
カ
ラ
で
開
か
れ
、
ア
ナ
ト
リ
ア
地
方
に
オ
ス
マ
ン
朝
に
代
わ
る
新
し
い
政
府
を
立
ち
上
げ
る
た
め

の
活
動
が
始
め
ら
れ
た
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
一
九
二
〇
年
五
月
二
日
に
「
内
閣
大
臣
の
任
命
に
関
す
る
法
律
」176

が
成
立
、
施
行
さ
れ
た
。

そ
の
法
律
の
第
一
条
で
は
、
十
一
人
か
ら
成
る
内
閣
の
大
臣
の
一
人
を
宗
教
・
ワ
ク
フ
省
の
担
当
大
臣
に
定
め
て
い
る
。
だ
が
、
省
は
創
設

さ
れ
た
も
の
の
、そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
省
な
の
か
、ま
だ
明
確
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
一
九
二
〇
年
の
国
会
宣
言
に
お
い
て
、

ワ
ク
フ
は
他
の
政
府
機
関
と
同
様
に
、
互
い
を
い
つ
く
し
む
助
け
合
い
の
精
神
が
浸
透
す
る
よ
う
努
力
し
、
国
民
の
求
め
に
応
じ
て
改
革
を
し

て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。177

ま
た
、
一
九
二
一
年
の
憲
法
第
十
一
条
で
は
、
ワ
ク
フ
に
関
す
る
業
務
は
地
方
自
治
体
に
委
任
す
る
こ
と
を
定
め

て
い
る
。178

初
代
ア
ナ
ト
リ
ア
政
府
は
こ
う
し
た
新
し
い
政
策
を
通
じ
て
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
第
二
憲
章
時
代
の
後
に
「
宗
教
省
所
属
の
ワ
ク
フ
庁
」
と
い

う
考
え
方179

を
実
施
し
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
宗
教
及
び
ワ
ク
フ
に
関
連
す
る
業
務
を
ま
と
め
る
こ
の
組
織
を
、
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
の
宗
教
色

の
濃
い
「
メ
シ
ー
ハ
ッ
ト
」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
「
宗
務
・
ワ
ク
フ
省
」
と
し
、ま
た
、そ
の
責
任
者
を
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
の
「
シ
ャ
イ
フ
ル
・
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イ
ス
ラ
ー
ム
（
イ
ス
ラ
ー
ム
長
官
）」
で
は
な
く
、「
宗
務
・
ワ
ク
フ
大
臣
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。

イ
ス
ラ
ー
ム
関
連
の
あ
ら
ゆ
る
組
織
と
ワ
ク
フ
の
管
理
は
こ
の
新
し
い
省
に
任
さ
れ
た
。
宗
務
・
ワ
ク
フ
省
は
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
の
宗
教
・

ワ
ク
フ
関
連
組
織
と
、
共
和
国
時
代
に
で
き
た
二
つ
の
新
し
い
組
織
「
宗
務
庁
」
と
「
ワ
ク
フ
庁
」
の
間
の
架
け
橋
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
。

宗
務
・
ワ
ク
フ
省
の
業
務
内
容
は
、
フ
ァ
ト
ワ
ー
（
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
上
の
意
見
書
）
を
出
し
た
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
解
釈
、
教
育
、
宗

教
関
連
書
籍
の
出
版
、
ワ
ク
フ
の
統
括
な
ど
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
決
め
る
と
き
に
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
の
「
シ
ャ
イ
フ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
」

及
び
「
ワ
ク
フ
省
」
の
業
務
範
囲
を
参
考
に
し
て
い
る
。

同
省
に
は
大
臣
と
事
務
官
が
お
り
、そ
の
も
と
に
フ
ァ
ト
ワ
ー
委
員
会
や
調
査
・
出
版
委
員
会
、総
教
育
庁
や
ワ
ク
フ
庁
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
で
は
会
長
や
委
員
、
書
記
官
な
ど
が
任
に
当
た
り
、
行
政
区
ご
と
に
ム
フ
テ
ィ
（
学
識
の
あ
る
宗
教
指
導
者
）
と
書
記
官
が

配
置
さ
れ
た
。

十
人
か
ら
成
る
調
査
・
出
版
委
員
会
は
、
時
代
が
直
面
す
る
様
々
な
課
題
や
問
題
に
つ
い
て
国
民
に
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
目
的
で
設
立
さ

れ
た
。
こ
の
委
員
会
は
一
九
二
二
年
か
ら
一
九
二
三
年
の
一
年
間
に
十
冊
の
書
籍
を
出
版
し
て
い
る
。181

宗
務
・
ワ
ク
フ
省
の
ワ
ク
フ
に
関
す
る
最
初
の
法
的
整
備
は
「
シ
ュ
ー
ラ
ユ
・
エ
ヴ
カ
ー
フ
（
ワ
ク
フ
有
識
者
会
議
）」
の
設
置
で
あ
る
。181

ワ
ク
フ
有
識
者
会
議
は
会
長
と
二
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
、
そ
の
役
割
は
各
課
が
対
処
に
困
っ
て
い
る
問
題
や
、
省
が
さ
ら
に
検
討
が
必
要
と

判
断
し
た
課
題
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
い
か
に
取
り
組
む
か
の
決
断
を
下
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
契
約
や
方
針
決
定
に
関
す
る
業
務
に

つ
い
て
調
査
し
、
最
終
判
断
を
出
し
た
上
で
施
行
さ
せ
る
と
い
う
役
割
も
担
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
現
在
の
「
ワ
ク
フ
議
会
」182

に
相
等
す
る
役
割

で
あ
る
。183

宗
務
・
ワ
ク
フ
省
の
中
央
組
織
に
は
ワ
ク
フ
有
識
者
会
議
以
外
に
、
方
針
課
、
法
務
課
、
審
査
課
、
審
査
委
員
会
、
配
分
・
記
録
課
、
経
理
・

総
務
課
、
書
類
課
、
中
央
・
地
方
工
務
課
、
財
務
省
債
権
回
収
課
の
各
課
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。184

ま
た
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
も
宗
務
・
ワ
ク

フ
省
の
支
部
が
設
立
さ
れ
た
が
、
ム
ル
ハ
ー
ク
・
ワ
ク
フ
（
自
主
性
を
持
つ
が
、
政
府
が
監
査
を
行
っ
て
い
る
ワ
ク
フ
）
の
数
が
一
万
件
以
上

に
も
の
ぼ
り
、
そ
れ
ら
の
記
帳
を
正
確
に
行
う
た
め
に
、
特
別
に
「
ム
ル
ハ
ー
ク
・
ワ
ク
フ
課
」
が
設
置
さ
れ
た
。185

中
央
組
織
に
こ
う
し
た
新
た
な
部
門
が
設
置
さ
れ
る
一
方
、
地
方
組
織
に
は
新
し
い
機
関
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は186

一
九
二
四
年
の
国
会
の
予
算
審
議
で
行
わ
れ
た
宗
務
・
ワ
ク
フ
省
の
予
算
議
論
の
中
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。

宗
務
・
ワ
ク
フ
省
は
一
九
二
〇
年
五
月
二
日
か
ら
一
九
二
四
年
三
月
三
日
に
か
け
て
三
年
十
ヵ
月
の
間
存
続
し
た
。
こ
の
う
ち
二
年
三
ヵ
月
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の
間
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
あ
る
オ
ス
マ
ン
帝
国
政
府
の
「
エ
ウ
カ
ー
フ
・
フ
マ
ー
ユ
ー
ン
省
」
と
並
存
し
て
い
た
。
両
政
府
に
そ
れ
ぞ
れ
ワ

ク
フ
を
管
轄
す
る
省
が
あ
っ
た
こ
と
、
ア
ナ
ト
リ
ア
の
地
で
ト
ル
コ
の
解
放
戦
争
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
フ
ダ
ー
ヴ
ェ
ン
デ
ィ
ガ
ー

ル
、
カ
ラ
ス
ィ
、
イ
ズ
ミ
ッ
ト
、
マ
ニ
サ
、
ア
ダ
ナ
と
い
っ
た
重
要
都
市
が
連
合
国
軍
の
占
領
下
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、187

宗
務
・
ワ
ク
フ

省
は
十
分
に
そ
の
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

一
九
二
二
年
一
一
月
一
日
に
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
が
終
焉
、一
九
二
三
年
一
〇
月
二
九
日
の
共
和
制
宣
言
、そ
し
て
ガ
ー
ゼ
ィ
ー
・
ム
ス
タ
フ
ァ
・

ケ
マ
ル
の
大
統
領
選
出
に
と
も
な
い
、
宗
教
や
軍
事
関
連
組
織
を
政
治
か
ら
分
離
さ
せ
る
運
動
が
始
ま
っ
た
。188

こ
の
政
教
分
離
策
を
国
是
と
し

て
持
続
さ
せ
る
た
め
に
、
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
の
政
府
の
あ
り
方
を
全
面
的
に
見
直
す
議
論
が
始
ま
り
、
い
く
つ
か
の
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。189

そ
の
中
で
ワ
ク
フ
の
管
理
を
本
来
の
目
的
に
沿
っ
た
形
で
受
益
者
の
た
め
に
再
編
し
よ
う
と
の
議
論
も
行
わ
れ
た
。191

こ
う
し
た
活
動
の
結
果
、
一
九
二
四
年
三
月
二
日
に
、
共
和
人
民
党
の
党
内
で
カ
リ
フ
制
の
廃
止
、
オ
ス
マ
ン
王
家
一
族
の
国
外
追
放
、
宗

務
・
ワ
ク
フ
省
と
軍
事
省
の
廃
止
、
教
育
の
一
元
化
な
ど
に
つ
い
て
の
法
案
が
検
討
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
法
案
は
「
緊
急
に
議
論
し
、

立
法
化
す
る
」
た
め
、
そ
の
翌
日
ト
ル
コ
大
国
会
に
提
出
さ
れ
、
そ
の
日
の
う
ち
に
四
百
二
十
九
、四
百
三
十
、四
百
三
十
一
の
法
律
番
号
で
議

決
さ
れ
た
。

法
律
四
百
二
十
九
号
に
よ
り
、
宗
務
・
ワ
ク
フ
省
と
軍
事
省
が
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
り
総
理
大
臣
直
轄
の
宗
務
庁
、
ワ
ク
フ
庁
、
参
謀

本
部
が
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
、
教
育
は
国
民
教
育
省
に
任
せ
ら
れ
た
。191

四
百
二
十
九
号
は
共
和
人
民
党
の
影
響
力
が
非
常
に
大
き
か
っ
た
国
会

で
議
決
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
ワ
ク
フ
に
つ
い
て
は
そ
の
第
七
条
で
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
。「
ワ
ク
フ
が
国
民
の
真
の
利
益
の
た
め
に
最
大

限
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
管
理
は
庁
を
設
け
一
時
的
に
総
理
大
臣
の
直
轄
下
に
置
く
」

そ
の
結
果
、
一
世
紀
に
わ
た
り
内
閣
に
お
い
て
大
臣
が
管
轄
し
て
き
た
ワ
ク
フ
は
、
総
理
大
臣
直
轄
の
庁
と
し
て
そ
の
組
織
の
管
理
下
に
置

か
れ
る
こ
と
と
な
り
、政
治
色
の
強
い
大
臣
で
は
な
く
、官
僚
で
あ
る
長
官
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
上
記
の
条
項
に
「
一
時
的
」

と
い
う
文
言
が
出
て
く
る
が
、
八
十
四
年
を
経
過
し
た
現
在
も
な
お
、
ワ
ク
フ
の
管
理
は
総
理
大
臣
が
直
轄
し
、
ワ
ク
フ
庁
は
特
別
会
計
で
管

理
さ
れ
る
庁
と
し
て
続
い
て
い
る
。

ワ
ク
フ
の
管
理
に
関
す
る
こ
う
し
た
変
更
に
と
も
な
い
、
ワ
ク
フ
に
直
接
あ
る
い
は
間
接
的
に
関
連
す
る
様
々
な
法
整
備
が
行
わ
れ
た
。

一
九
二
六
年
一
〇
月
に
施
行
さ
れ
た
民
法
に
お
い
て
、192

新
し
く
設
立
さ
れ
る
ワ
ク
フ
は
「
ワ
ク
フ
」
で
は
な
く
「
テ
ー
ス
ィ
ー
ス
（
施
設
）」

と
呼
ば
れ
、
従
来
の
法
律
は
一
切
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
旧
法
の
と
き
設
立
さ
れ
た
ワ
ク
フ
に
関
し
て
は
、
引
き
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続
き
「
ワ
ク
フ
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
法
律193

八
百
六
十
四
号
の
第
八
条
に
明
示
さ
れ
た
。「
民
法
施
行
前
に
設
立
さ
れ
た
ワ
ク
フ
に
関
し
て
は
別
途

運
営
の
た
め
の
法
律
が
発
効
さ
れ
る
。
民
法
施
行
後
に
設
立
さ
れ
た
施
設
に
関
し
て
は
民
法
に
従
う
こ
と
と
す
る
」

運
営
の
た
め
の
法
律
の
条
項
に
従
い
、一
九
二
九
年
、ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
Ｈ
・
レ
マ
ン
氏
を
招
聘
し
、新
法
の
草
案
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

さ
ら
に
長
い
論
議
を
経
て
、
一
九
三
五
年
六
月
五
日
、
旧
ワ
ク
フ
の
運
営
基
準
を
定
め
る
二
千
七
百
六
十
二
号
の
ワ
ク
フ
法
が
国
会
に
お
い
て

議
決
さ
れ
、
一
九
三
六
年
の
初
頭
か
ら
施
行
さ
れ
た
。194

こ
の
ワ
ク
フ
法
に
よ
り
、
旧
ワ
ク
フ
の
運
営
機
関
や
監
査
機
関
の
種
類
や
役
割
、
ワ
ク
フ
の
法
的
権
限
、
資
産
の
管
理
や
条
件
の
変
更
、
総

会
会
員
の
任
命
と
そ
の
役
割
、
総
会
会
員
の
法
的
責
任
の
範
囲
、
貸
し
出
し
中
の
動
産
や
不
動
産
の
清
算
、
そ
の
清
算
時
の
回
収
規
則
と
方
法
、

宗
教
団
体
や
商
人
の
ワ
ク
フ
の
運
営
規
則
、
ワ
ク
フ
資
産
の
時
効
期
限
な
ど
が
定
め
ら
れ
た
。

以
上
述
べ
て
き
た
法
整
備
に
よ
っ
て
、
共
和
国
時
代
の
ワ
ク
フ
は
旧
ワ
ク
フ
と
新
ワ
ク
フ
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
旧
ワ
ク

フ
の
一
つ
で
あ
る
政
府
管
轄
下
の
マ
ズ
ブ
ー
ト
・
ワ
ク
フ
は
直
接
ワ
ク
フ
庁
に
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
う
一
つ
の
旧
ワ
ク
フ
で
他
の

ワ
ク
フ
に
吸
収
合
併
さ
れ
た
ム
ル
ハ
ー
ク
・
ワ
ク
フ
の
管
理
は
自
ら
の
手
で
行
う
こ
と
に
な
っ
た
が
、
ワ
ク
フ
庁
の
監
査
を
受
け
な
く
て
は
な

ら
な
く
な
っ
た
。
総
会
で
選
ば
れ
た
理
事
会
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
宗
教
団
体
の
ワ
ク
フ
や
商
人
の
ワ
ク
フ
も
ム
ル
ハ
ー
ク
・
ワ
ク
フ
の

分
類
に
入
っ
て
い
る
。

一
方
、
新
ワ
ク
フ
と
は
ト
ル
コ
民
法
に
基
づ
き
法
廷
の
審
査
の
結
果
設
立
さ
れ
た
特
別
公
益
法
人
の
資
格
を
持
つ
ワ
ク
フ
の
こ
と
で
、
そ
の

運
営
は
自
ら
行
う
が
ワ
ク
フ
庁
の
監
査
を
受
け
る
。

今
日
ト
ル
コ
に
は
、
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
や
君
侯
国
時
代
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
時
代
か
ら
存
続
す
る
五
千
三
百
七
十
六
件
の
マ
ズ
ブ
ー
ト
・
ワ
ク

フ
、
三
百
三
十
四
件
の
ム
ル
ハ
ー
ク
・
ワ
ク
フ
、
そ
し
て
百
六
十
一
件
の
商
人
や
宗
教
団
体
の
ワ
ク
フ
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、

一
九
二
六
年
に
発
効
し
た
ト
ル
コ
民
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
四
千
六
百
件
の
新
ワ
ク
フ
が
活
動
を
続
け
て
い
る
。
そ
の
活
動
の
財
源
は
、

寄
付
さ
れ
た
三
万
五
千
件
の
資
産
に
よ
っ
て
い
る
。
後
述
す
る
ワ
ク
フ
の
建
築
物
の
説
明
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
ワ
ク
フ
法
人
は
国
内
外

に
収
益
物
件
、
歴
史
的
建
造
物
、
建
物
や
土
地
な
ど
と
い
っ
た
形
で
何
千
件
も
の
不
動
産
を
所
有
し
て
い
る
。

ま
た
、
金
銭
を
取
り
扱
う
ワ
ク
フ
の
資
産
を
管
理
し
て
い
た
ワ
ク
フ
金
銭
管
理
局
は
共
和
国
に
引
き
継
が
れ
、
一
九
五
四
年
一
一
月
一
日
発

効
の
六
千
二
百
十
九
号
の
法
律195

に
基
づ
き
、「
ト
ル
コ
・
ワ
ク
フ
銀
行
株
式
会
社
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
そ
の
銀
行
の
業
務
は
、
ワ
ク
フ

庁
と
ム
ル
ハ
ー
ク
・
ワ
ク
フ
の
資
金
の
管
理
並
び
に
一
般
銀
行
業
務
で
あ
る
。
銀
行
設
立
時
に
は
、
株
式
が
マ
ズ
ブ
ー
ト
・
ワ
ク
フ
に
五
十
五
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パ
ー
セ
ン
ト
、
ム
ル
ハ
ー
ク
・
ワ
ク
フ
に
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
、
そ
の
他
の
個
人
及
び
法
人
に
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
持
分
比
率
で
発
行
さ
れ
た
。

現
在
も
増
資
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
は
、
こ
の
持
分
比
率
で
増
資
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

ワ
ク
フ
の
法
整
備
に
関
す
る
最
新
の
出
来
事
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
へ
の
加
盟
準
備
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
た
法
改
正
が
あ
げ

ら
れ
る
。
新
旧
ワ
ク
フ
の
設
立
条
件
や
運
営
方
法
、
そ
し
て
ワ
ク
フ
庁
の
組
織
再
編
を
含
む
新
し
い
ワ
ク
フ
法
は
、
二
〇
〇
八
年
二
月
二
〇
日

の
法
律196

五
千
七
百
三
十
七
号
で
施
行
さ
れ
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
と
も
な
い
旧
法
は
無
効
と
な
っ
た
。

こ
の
法
案
の
作
成
当
初
は
、
ワ
ク
フ
の
自
主
性
の
確
保
、
そ
し
て
西
洋
化
に
と
も
な
い
生
じ
て
き
た
過
ち
の
改
善
が
目
指
さ
れ
た
が
、
最
終

的
に
目
標
と
し
た
成
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
法
案
が
立
法
機
関
で
あ
る
国
会
で
議
論
さ
れ
た
際
の
論
点
は
、
主
に
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
か
ら
存

続
し
て
い
る
非
ム
ス
リ
ム
市
民
所
有
の
宗
教
団
体
の
ワ
ク
フ
に
あ
っ
た
。
こ
の
法
案
の
成
立
後
も
、
最
大
野
党
は
憲
法
に
反
す
る
条
項
が
含
ま

れ
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
九
つ
の
条
項
の
無
効
化
を
要
請
し
、
憲
法
裁
判
所
に
上
訴
し
た
。
こ
の
法
律
全
体
を
見
る
と
、
全
ワ
ク
フ
に
対
し

て
客
観
的
で
平
等
な
改
正
が
行
わ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
非
ム
ス
リ
ム
の
宗
教
団
体
の
ワ
ク
フ
を
優
先
す
る
よ
う
な
条
項
が
含
ま
れ
て
い

る
と
い
え
る
。

こ
の
法
律
の
改
正
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
宗
教
団
体
の
ワ
ク
フ
の
財
産
の
返
還
。

②
以
前
は
新
し
い
ワ
ク
フ
だ
け
に
許
さ
れ
て
い
た
外
国
か
ら
の
寄
付
の
受
け
取
り
や
贈
与
及
び
会
社
設
立
や
企
業
活
動
へ
の
参
加
を
含
む
商

業
行
為
の
権
利
を
宗
教
団
体
の
ワ
ク
フ
も
持
つ
こ
と
。

③
不
動
産
の
売
買
の
権
利
は
ワ
ク
フ
の
設
立
時
に
売
買
を
禁
止
さ
れ
た
財
産
を
除
き
、
ワ
ク
フ
の
理
事
会
に
委
任
さ
れ
た
こ
と
。

④
一
九
七
八
年
以
来
、
宗
教
団
体
の
ワ
ク
フ
だ
け
が
免
除
さ
れ
て
い
た
監
査
費
用
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
他
の
ワ
ク
フ
か
ら
も
徴
収
し
な
い
こ

と
。

⑤
ワ
ク
フ
へ
の
寄
付
は
相
続
税
・
贈
与
税
に
お
い
て
非
課
税
と
す
る
こ
と
。

⑥
ワ
ク
フ
が
所
有
す
る
歴
史
的
建
造
物
を
保
護
す
る
た
め
の
寄
付
を
損
金
算
入
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。

⑦
ワ
ク
フ
が
雇
用
し
て
い
る
職
員
の
待
遇
の
部
分
的
改
善
。
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一
、
ワ
ク
フ
の
「
作
品
」
は
町
を
支
え
る
柱
で
あ
る

ワ
ク
フ
の
「
作
品
」
と
い
う
表
現
は
、
幅
広
く
ワ
ク
フ
に
関
連
し
て
つ
く
ら
れ
た
諸
施
設
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

実
態
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
様
々
な
角
度
か
ら
の
研
究
が
必
要
と
な
る
。
ワ
ク
フ
の
諸
施
設
は
そ
の
使
用
目
的
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
類
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
モ
ス
ク
、
学
校
、
修
道
場
、
食
堂
、
病
院
の
よ
う
な
ワ
ク
フ
そ
の
も
の
の
活
動
の
た
め
に
使
う
公
共
施
設
で
あ
る
。

他
の
一
つ
は
、
屋
外
市
場
、
商
業
ビ
ル
、
事
務
所
ビ
ル
、
店
舗
な
ど
ワ
ク
フ
の
施
設
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
収
益
を
ワ

ク
フ
の
活
動
の
財
源
と
し
て
使
う
不
動
産
で
あ
る
。

モ
ス
ク
、
道
路
、
橋
、
井
戸
、
霊
園
と
い
っ
た
公
共
施
設
の
多
く
は
、
貧
し
い
人
・
富
め
る
人
を
問
わ
ず
共
同
体
の
全
員
が
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
施
設
で
あ
る
。
他
方
、
ワ
ク
フ
に
は
貧
し
い
人
々
や
社
会
的
弱
者
だ
け
が
使
用
で
き
る
施
設
も
あ
る
。
校
舎
の
建
設
費
用
か
ら
学
生

の
食
費
や
制
服
な
ど
の
衣
料
費
、
教
師
の
給
料
ま
で
ワ
ク
フ
が
負
担
す
る
学
校
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
食
事
や
医
薬
品
、
そ
の
他
の
費
用
を
ワ

ク
フ
が
負
担
す
る
病
院
も
基
本
的
に
貧
し
い
人
々
だ
け
が
利
用
で
き
る
が
、
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
裕
福
な
人
も
利
用
で
き
る
。

ワ
ク
フ
の
収
益
源
と
し
て
使
わ
れ
る
不
動
産
は
賃
貸
契
約
の
種
類
に
よ
り
以
下
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。197

①
一
定
の
期
間
の
み
貸
し
出
さ
れ
る
期
間
限
定
の
賃
貸
物
件
。

②
賃
貸
の
期
間
が
決
め
ら
れ
て
い
な
い
無
期
限
の
賃
貸
物
件
。

③
土
地
の
所
有
権
は
ワ
ク
フ
に
属
す
る
が
、
施
設
の
使
用
権
だ
け
貸
し
出
す
物
件
。

一
方
で
ワ
ク
フ
の
「
作
品
」
は
、「
土
地
の
国
土
化
」
と
称
さ
れ
る
土
地
開
拓
に
お
け
る
役
割
の
観
点
か
ら
も
研
究
で
き
る
。
人
々
の
新
し

い
土
地
へ
の
移
住
、
そ
し
て
そ
の
土
地
で
の
町
づ
く
り
や
町
の
文
化
の
発
展
へ
の
貢
献
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ワ
ク
フ
に
対
す
る
理
解
は

よ
り
一
層
深
ま
る
。
ワ
ク
フ
の
町
づ
く
り
や
町
の
文
化
発
展
へ
の
貢
献
を
正
し
く
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ワ
ク
フ
が
ト
ル
コ
・
イ
ス
ラ
ー

ム
文
明
全
体
に
与
え
た
大
き
な
影
響
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章

ト
ル
コ
に
お
け
る
ワ
ク
フ
の「
作
品
」
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ト
ル
コ
民
族
の
ア
ナ
ト
リ
ア
地
方
へ
の
進
出
、
そ
し
て
開
拓
と
と
も
に
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
組
織
化
活
動
が
活
発
に
な
っ
た
。
そ
の

代
表
例
が
地
域
の
社
会
生
活
や
文
化
活
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ワ
ク
フ
で
あ
る
。
中
世
の
時
代
を
生
き
て
い
た
ア
ナ
ト
リ
ア
地
方
に
新
し

い
時
代
の
波
が
起
こ
り
、
ワ
ク
フ
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
諸
施
設
群
は
現
在
に
至
る
ま
で
地
域
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

十
一
世
紀
に
大
挙
し
て
ア
ナ
ト
リ
ア
地
方
に
移
住
し
た
ト
ル
コ
民
族
は
、
当
時
「
ル
ー
ム
人
が
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
そ

の
地
域
全
体
を
短
期
間
で
支
配
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
移
住
者
た
ち
は
古
く
か
ら
の
町
に
居
住
し
、
そ
の
地
の
新
し
い
統
治
者
と
な
り
、
地
域

の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
新
た
に
持
ち
こ
ん
だ
生
活
様
式
や
文
化
に
よ
っ
て
町
を
改
革
し
た
。
そ
の
結
果
、
ア
ナ
ト
リ
ア
地
方
の
町
は
一
新
し
、
社

会
が
必
要
と
し
て
い
た
モ
ス
ク
や
学
校
、
修
道
場
、
霊
園
、
商
業
施
設
、
ハ
マ
ー
ム
（
公
衆
浴
場
）
の
よ
う
な
新
し
い
ワ
ク
フ
の
施
設
が
次
か

ら
次
へ
と
建
設
さ
れ
た
。
政
府
が
そ
の
幹
部
に
与
え
た
土
地
に
短
期
間
で
ワ
ク
フ
の
手
に
よ
っ
て
モ
ス
ク
な
ど
の
公
共
施
設
が
建
設
さ
れ
て

い
っ
た
。

ワ
ク
フ
の
諸
施
設
建
設
に
際
し
て
は
、
ア
ナ
ト
リ
ア
地
方
以
外
の
シ
リ
ア
、
イ
ラ
ク
、
特
に
イ
ラ
ン
か
ら
名
匠
や
建
築
家
が
来
て
工
事
に
携

わ
り
、
国
内
の
芸
術
家
も
ま
た
積
極
的
に
建
築
活
動
に
参
加
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
タ
イ
ル
や
石
材
、
そ
し
て
木
材
の
職
工
た
ち
は
ア
ナ
ト
リ

ア
の
各
地
を
巡
り
、
町
づ
く
り
の
責
任
者
の
管
理
の
も
と
で
協
力
し
な
が
ら
建
設
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
た
。

ア
ナ
ト
リ
ア
で
は
、モ
ス
ク
を
始
め
、礼
拝
所
、墓
地
、 
ド
ー
ム
型
墳
墓
、学
校
、ス
ー
フ
ィ
ー
（
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
者
）
の
修
道
場
、ハ
マ
ー

ム
、
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
（
隊
商
宿
）、
市
場
、
橋
、
城
郭
、
宮
殿
と
い
っ
た
様
々
な
機
能
を
持
つ
建
物
が
建
て
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
ス
ル

タ
ン
や
領
主
、
政
府
高
官
や
一
般
の
人
々
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
モ
ス
ク
を
中
心
と
す
る
キ
ュ
ッ
リ
エ
は
、
宗
教
活
動
や
社
会
活
動
、
そ
し
て

経
済
活
動
の
拠
点
と
な
り
、
ワ
ク
フ
に
よ
っ
て
長
く
そ
の
活
動
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。198

イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
の
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
町
づ
く
り
の
三
つ
の
柱
は
、
城
郭
、
市
街
地
、
宿
泊
施
設
の
建
設
で
あ
っ
た
。199

そ
れ
が
ト
ル
コ

系
諸
民
族
の
イ
ス
ラ
ー
ム
入
信
と
と
も
に
、
モ
ス
ク
、
バ
ザ
ー
ル
（
市
場
）、
ハ
マ
ー
ム
が
新
し
い
三
つ
の
柱
と
な
り
、
中
央
ア
ジ
ア
の
町
づ

く
り
が
行
わ
れ
た
。

か
つ
て
ト
ル
コ
の
都
市
は
マ
ハ
ッ
レ
と
呼
ば
れ
る
自
治
組
織
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
マ
ハ
ッ
レ
は
モ
ス
ク
を
中
心
と
す
る
集
合
体
か
、
あ
る

い
は
同
一
の
職
種
、
宗
教
、
宗
派
、
民
族
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。211

イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
が
ト
ル
コ
人
た
ち
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
た
後
に
設
立
さ
れ
た
マ
ハ
ッ
レ
は
、
モ
ス
ク
、
礼
拝
所
、
ハ
マ
ー
ム
の
よ
う
な
ワ

ク
フ
の
施
設
を
中
心
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
マ
ハ
ッ
レ
は
現
在
も
当
時
と
同
じ
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
歴
史
上
の
生
証
人
を
眺
め
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て
い
る
と
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
か
ら
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
へ
と
時
代
が
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
ト
ル
コ
・

イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
が
い
か
に
町
の
隅
々
に
ま
で
広
が
っ
て
い
っ
た
か
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。211

メ
フ
メ
ト
二
世
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
開
拓
を
開
始
す
る
に
あ
た
り
、「
小
さ
い
ジ
ハ
ー
ド
（
聖
戦
）
が
終
わ
り
、
大
き
い
ジ
ハ
ー
ド
が
始
ま
っ

た
」212

と
述
べ
て
い
る
。
戦
争
で
勝
利
を
収
め
た
軍
隊
の
た
め
に
、
オ
ク
メ
イ
ダ
ヌ
広
場
で
大
き
な
も
て
な
し
の
宴
が
催
さ
れ
た
。
そ
の
場
で
、

メ
フ
メ
ト
二
世
の
宗
教
上
の
師
で
あ
り
開
拓
の
精
神
的
支
柱
と
も
称
さ
れ
た
ア
ッ
ク
シ
ェ
ム
セ
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で
善
行
を

奨
励
し
た
。「
ア
ッ
ラ
ー
の
お
望
み
に
よ
っ
て
全
員
は
大
き
な
許
し
を
得
ま
し
た
。
し
か
し
、戦
争
で
得
た
財
産
を
無
駄
に
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

こ
れ
を
活
用
し
て
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
善
行
に
励
み
、
愛
情
を
持
っ
て
ス
ル
タ
ン
に
仕
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」213

。
こ
の
言
葉
を
耳
に
し
た
上
層
部

の
人
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
異
な
る
区
域
で
自
ら
の
名
を
冠
し
た
ワ
ク
フ
の
諸
施
設
を
つ
く
り
、214

イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
は
こ
れ
ら

の
施
設
を
取
り
巻
く
よ
う
に
発
展
し
て
い
っ
た
。

数
百
軒
に
も
の
ぼ
る
ワ
ク
フ
の
総
合
施
設
キ
ュ
ッ
リ
エ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
ワ
ク
フ
維
持
の
財
源
と
し
て
メ
フ
メ
ト
二
世
に
よ
っ
て
町
中

に
つ
く
ら
れ
た
不
動
産
を
見
る
だ
け
で
、
ワ
ク
フ
が
ど
れ
ほ
ど
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
開
発
に
貢
献
し
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。
千
百
三
十
軒
の
住

宅
、
二
千
四
百
六
十
六
軒
の
店
舗
、
三
軒
の
事
務
所
ビ
ル
、
五
十
四
軒
の
製
粉
所
、
五
十
七
軒
の
宿
、
二
十
六
軒
の
倉
庫
、
四
軒
の
ハ
マ
ー
ム
、

七
つ
の
監
視
塔
、215

二
軒
の
カ
パ
ン
、216

九
つ
の
庭
園
、
百
十
八
軒
の
特
殊
市
場
、217

八
百
四
十
九
軒
の
店
舗
か
ら
成
る
市
場
は
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル

市
街
と
ガ
ラ
タ
地
区
で
建
て
ら
れ
た
施
設
の
一
部
で
あ
る
。218

ワ
ク
フ
の
都
市
開
発
へ
の
貢
献
は
大
都
市
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
ヴ
ァ
ン
県
と
テ
ィ
レ
区
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

ヴ
ァ
ン
県
で
は
、
十
六
世
紀
に
フ
ス
レ
ヴ
・
パ
シ
ャ
（
一
六
三
二
年
没
）
に
よ
っ
て
モ
ス
ク
、
マ
ド
ラ
サ
、
小
学
校
、219

食
堂
、
井
戸
、
住
居
、

そ
の
他
の
施
設
か
ら
成
る
キ
ュ
ッ
リ
エ
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
キ
ュ
ッ
リ
エ
近
辺
の
ジ
ャ
ー
ミ
・
イ
・
ケ
ビ
ー
ル
町
に
あ
る
エ
ス
キ
ジ
レ
ル
・

ア
シ
ュ
チ
ュ
ラ
ル
（
古
物
屋
・
調
理
人
）
バ
ザ
ー
ル
と
言
わ
れ
る
市
場
に
は
、
九
十
二
の
店
舗
、
二
軒
の
事
務
所
ビ
ル
、
男
女
別
の
ハ
マ
ー
ム
、

十
四
軒
の
個
室
や
台
所
を
備
え
た
邸
宅
、
一
軒
の
塗
装
工
房
、
一
軒
の
雑
貨
屋
、
二
軒
の
菓
子
パ
ン
工
場
、
二
軒
の
レ
ス
ト
ラ
ン
、
二
軒
の
食

パ
ン
工
場
及
び
一
軒
の
パ
ン
販
売
店
な
ど
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
近
隣
の
村
々
に
製
粉
所
を
建
て
、
同
時
に
百
ア
ク
チ
ェ
（
金
貨
）
の
現

金
を
寄
付
し
て
い
る
。211

さ
ら
に
同
時
代
に
ヴ
ァ
ン
県
で
イ
ス
ケ
ン
デ
ル
・
パ
シ
ャ
が
一
軒
の
モ
ス
ク
、一
軒
の
マ
ド
ラ
サ
、一
軒
の
事
務
所
ビ
ル
、

一
軒
の
ハ
マ
ー
ム
、
一
軒
の
陶
芸
工
房
、
八
軒
の
倉
庫
、
様
々
な
職
種
の
六
十
三
軒
の
店
舗
や
複
数
の
住
宅
、
庭
園
な
ど
を
建
て
て
い
る
。211

も
ち
ろ
ん
ヴ
ァ
ン
県
の
ワ
ク
フ
の
施
設
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
た
だ
二
つ
の
ワ
ク
フ
に
属
し
て
い
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。
有
名
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な
旅
行
家
の
エ
ヴ
リ
ヤ
ー
・
チ
ェ
レ
ビ
は
十
七
世
紀
の
ヴ
ァ
ン
県
に
は
、
二
軒
の
ク
ル
ア
ー
ン
の
学
校
、
六
軒
の
マ
ド
ラ
サ
、
二
十
軒
の
小
学

校
、
そ
の
他
数
多
く
の
事
務
所
ビ
ル
、
ハ
マ
ー
ム
や
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
が
あ
っ
た212

と
記
し
て
い
る
。
エ
ル
ズ
ル
ム
年
鑑
（
一
八
七
二
年
版
）

に
お
い
て
も
六
軒
の
食
堂
と
二
十
二
軒
の
モ
ス
ク
が
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。213

同
様
に
イ
ズ
ミ
ー
ル
県
の
テ
ィ
レ
区
で
ネ
ジ
ッ
プ
・
パ
シ
ャ
が
つ
く
っ
た
ワ
ク
フ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ネ
ジ
ッ
プ
・
パ
シ
ャ
は
テ
ィ
レ

区
に
大
き
な
図
書
館
を
つ
く
り
、
六
百
七
十
七
軒
の
店
舗
、
五
軒
の
事
務
所
ビ
ル
、
二
軒
の
キ
ャ
ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
、
四
十
軒
の
事
務
所
ビ
ル
、

四
軒
の
製
粉
所
、
二
ヵ
所
の
牧
草
地
、214

三
つ
の
庭
園
を
ワ
ク
フ
と
し
て
寄
進
し
て
い
る
。215

こ
の
よ
う
に
多
く
の
ワ
ク
フ
の
施
設
が
小
さ
な
区
内

に
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
都
市
開
発
に
お
け
る
ワ
ク
フ
の
果
た
し
た
役
割
の
大
き
さ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

ト
ル
コ
の
東
と
西
の
端
に
位
置
す
る
ヴ
ァ
ン
県
と
テ
ィ
レ
区
の
人
口
は
、
当
時
、
か
な
り
少
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
井
戸

や
ハ
マ
ー
ム
、
小
学
校
か
ら
大
学
に
至
る
教
育
施
設
、
礼
拝
所
や
モ
ス
ク
、
食
堂
、
修
道
場
、
来
客
施
設
、
図
書
館
、
事
務
所
、
店
、
パ
ン
工
場
、

さ
ら
に
賃
貸
住
宅
や
寮
と
い
っ
た
様
々
な
建
物
が
ワ
ク
フ
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
、
そ
の
す
べ
て
が
ワ
ク
フ
所
有
の
不
動
産
だ
と
し
た
ら
、
街
全

体
が
ワ
ク
フ
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

様
々
な
民
族
か
ら
成
る
共
同
体
を
一
つ
の
国
民
と
し
て
ま
と
め
て
い
く
た
め
に
は
、
一
人
ひ
と
り
を
都
市
生
活
の
中
で
育
て
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
国
民
の
意
識
を
都
市
文
明
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
引
き
上
げ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ワ
ク
フ
の
制
度
を
背
景
に
成
熟
し
て
い
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
は
、
人
々
の
生
活
に
多
大
な
影
響
と
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
ワ
ク
フ
の
設
立

は
多
く
の
ト
ル
コ
人
を
モ
ス
ク
や
マ
ド
ラ
サ
の
周
辺
、
つ
ま
り
都
市
に
集
め
、
彼
ら
が
輝
か
し
い
文
化
や
文
明
の
中
核
を
形
づ
く
っ
て
い
く
契

機
と
な
っ
た
。
男
女
、
そ
し
て
ム
ス
リ
ム
か
否
か
を
問
わ
ず
、
人
が
幸
福
と
な
る
上
で
障
害
と
な
る
も
の
を
排
除
し
、
公
正
さ
に
基
づ
き
社
会

的
相
互
扶
助
の
精
神
に
溢
れ
る
共
同
体
誕
生
の
基
盤
を
つ
く
っ
た
。
最
も
恒
常
的
に
そ
の
役
割
を
担
っ
た
の
は
間
違
い
な
く
ワ
ク
フ
の
組
織
で

あ
っ
た
。216

た
と
え
ば
、
ネ
ヴ
シ
ェ
ヒ
ル
県
の
ヴ
ェ
ズ
ィ
ル
キ
ョ
プ
ル
市
や
カ
ラ
プ
ナ
ル
市
は
、
ア
ナ
ト
リ
の
何
も
な
い
大
地
だ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
ワ
ク

フ
が
様
々
な
施
設
か
ら
成
る
キ
ュ
ッ
リ
エ
を
つ
く
り
町
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
開
拓
し
た
町
の
改
革
や
ト
ル
コ
化
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な

役
割
を
果
た
し
た
の
は
ワ
ク
フ
の
組
織
と
そ
こ
に
所
属
し
て
い
た
諸
施
設
で
あ
る
。217

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
町
に
存
在
し
て
い
る
ワ
ク
フ
と

そ
の
施
設
を
知
る
こ
と
な
く
、
ム
ス
リ
ム
が
築
き
上
げ
て
き
た
町
の
歴
史
を
正
し
く
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

第四章 / トルコにおけるワクフの「作品」
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二
、
ワ
ク
フ
・
キ
ュ
ッ
リ
エ
の
主
役
は
モ
ス
ク
で
あ
る

a 

セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
及
び
君
侯
国
時
代
に
お
け
る
モ
ス
ク
建
築
の
発
展

ア
ナ
ト
リ
ア
に
お
い
て
、
花
模
様
の
ク
ー
フ
ィ
ー
書
体218

で
記
さ
れ
た
マ
リ
ク
・
シ
ャ
ー
一
世
の
碑
文
の
あ
る
デ
ィ
ヤ
ー
ル
バ
ク
ル
・
ウ
ル
・

ジ
ャ
ー
ミ
イ
（
一
〇
九
二
年
竣
工
）
と
ス
ィ
イ
ル
ト
・
ウ
ル
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
（
一
一
二
八
年
竣
工
）
は
、
大
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
時
代
に
つ
く
ら

れ
た
最
初
の
主
な
ワ
ク
フ
の
「
作
品
」
で
あ
る
。
ま
た
、
ビ
ト
ィ
リ
ス
・
ウ
ル
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
（
一
一
五
〇
年
竣
工
）
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。

し
か
し
、
ア
ナ
ト
リ
ア
の
モ
ス
ク
に
見
ら
れ
る
優
れ
た
新
建
築
様
式
は
、
ア
ル
ト
ゥ
ク
朝
の
ス
ィ
ル
ヴ
ァ
ン
・
ウ
ル
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
（
一
一
五
七

年
竣
工
）
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
モ
ス
ク
は
ト
ル
コ
の
モ
ス
ク
建
築
が
著
し
く
発
展
し
た
画
期
的
な
作
品
で
あ
る
。
モ
ス
ク
の
ド
ー
ム
の
内
側
に

は
ア
ル
ト
ゥ
ク
朝
の
ネ
ジ
ュ
ム
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル
プ （
在
位
一
一
五
二
～
一
一
七
六
年
）
の
碑
文
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ア
ル
ト
ゥ
ク
朝
時
代
の
も
う
一
つ
の
優
れ
た
建
築
物
は
、
ク
ズ
ル
テ
ペ
・
ウ
ル
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
（
一
二
〇
四
年
竣
工
）
で
あ
る
。
こ
の
モ
ス

ク
は
ヤ
ヴ
ラ
ー
ク
・
ア
ル
ス
ラ
ー
ン
と
ア
ル
ト
ゥ
ク
・
ア
ル
ス
ラ
ー
ン
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
、
ミ
フ
ラ
ー
ブ
（
メ
ッ
カ
の
方
角
を
示
す
壁
の
く

ぼ
み
）
の
上
に
あ
る
ド
ー
ム
、
ア
ー
ケ
ー
ド
つ
き
の
中
庭
を
持
つ
、
精
緻
な
装
飾
が
施
さ
れ
た
切
石
が
使
わ
れ
た
建
築
物
で
、
そ
の
後
の
モ
ス

ク
建
築
発
展
の
礎
と
な
っ
た
。

メ
ン
ギ
ュ
ジ
ュ
ク
朝
時
代
の
最
初
の
建
築
物
は
、
デ
ィ
ヴ
リ
イ
城
の
中
に
あ
る
シ
ェ
ヒ
ン
・
シ
ャ
ー
フ
の
カ
レ
（
城
）
モ
ス
ク
（
一
一
八
一

年
竣
工
）
で
あ
る
。
こ
の
建
築
物
は
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
出
身
の
建
築
家
メ
ラ
ガ
ル
・
ハ
サ
ン
・
ビ
ン
・
フ
ィ
ル
ー
ズ
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

シ
ェ
ヒ
ン
・
シ
ャ
ー
フ
の
孫
で
あ
る
ア
フ
メ
ト
・
シ
ャ
ー
フ
が
つ
く
っ
た
大
モ
ス
ク
や
付
属
の
病
院
及
び
霊
園
は
、
デ
ィ
ヴ
リ
イ
に
お
い
て
独

自
の
新
し
い
建
築
技
術
を
多
用
し
た
最
も
重
要
な
メ
ン
ギ
ュ
ジ
ュ
ク
朝
建
築
で
あ
る
。
そ
の
南
側
に
あ
る
付
属
病
院
や
ハ
マ
ー
ム
は
ト
ゥ
ラ
ー

ン
・
メ
リ
ー
ク
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
。
モ
ス
ク
本
体
の
建
築
家
は
ア
ハ
ッ
ト
出
身
の
フ
ッ
レ
ム
・
シ
ャ
ー
フ
で
あ
り
、
こ
と
に
そ
の
内
装
は

素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
。
簡
素
な
マ
ス
ィ
フ219

の
壁
に
は
、
美
し
い
四
つ
の
異
な
る
特
色
の
あ
る
大
き
な
扉
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
西
側

の
扉
に
は
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の
双
頭
鷲
の
勲
章
や
、
ア
フ
メ
ト
・
シ
ャ
ー
フ
の
鷹
の
勲
章
が
見
事
な
レ
リ
ー
フ
と
し
て
飾
ら
れ
て
い
る
。

ア
ナ
ト
リ
ア
・
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
時
代
の
最
初
の
モ
ス
ク
は
、
コ
ン
ヤ
県
の
ア
ラ
ー
エ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
で
あ
る
が
、
同
じ
時
代

に
設
計
の
変
更
が
行
わ
れ
た
。
一
一
五
五
年
に
つ
く
ら
れ
た
ミ
ン
バ
ル
（
説
教
檀
）
は
旧
モ
ス
ク
時
代
か
ら
残
っ
て
お
り
、
ア
ハ
ッ
ト
出
身
の
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マ
ス
タ
ー
・
メ
ン
ギ
ベ
ル
テ
ィ
に
よ
り
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
モ
ス
ク
に
は
ス
ル
タ
ン
・
マ
ス
ウ
ー
ド
一
世
と
息
子
の
ク
ル
チ
・

ア
ル
ス
ラ
ー
ン
二
世
の
碑
文
が
あ
る
。

ア
ラ
ー
エ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
カ
イ
ク
バ
ー
ド
一
世
の
后
マ
フ
ペ
ー
リ
・
ハ
ー
ト
ゥ
ン
が
、
一
二
三
八
年
に
カ
イ
セ
リ
県
で
つ
く
っ
た
切
石
づ
く

り
の
フ
ア
ン
ド
・
ハ
ー
ト
ゥ
ン
の
キ
ュ
ッ
リ
エ
は
、
モ
ス
ク
、
マ
ド
ラ
サ
、
ド
ー
ム
型
霊
廟
、
ハ
マ
ー
ム
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
、
ア
ナ
ト
リ
ア
・

セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の
最
初
の
キ
ュ
ッ
リ
エ
と
な
っ
た
。

木
の
柱
に
支
え
ら
れ
た
平
た
い
屋
根
を
持
ち
、
精
緻
な
装
飾
を
施
さ
れ
た
ア
ナ
ト
リ
ア
・
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の
木
造
モ
ス
ク
は
こ
の
時
代
の

魅
力
的
な
作
品
で
あ
る
。
こ
の
様
式
の
モ
ス
ク
の
色
鮮
や
か
な
模
様
、
モ
ザ
イ
ク
タ
イ
ル
の
ミ
フ
ラ
ー
ブ
、
そ
し
て
木
造
の
装
飾
は
建
物
に
暖

か
い
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
し
て
い
る
。
木
の
柱
を
持
つ
ア
ナ
ト
リ
ア
の
モ
ス
ク
の
中
で
最
も
大
き
く
、
独
特
な
形
を
保
っ
て
い
る
の
は
コ
ン
ヤ

の
ベ
イ
シ
ェ
ヒ
ル
区
に
あ
る
エ
シ
ュ
レ
フ
ォ
ー
ル
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
で
あ
る
。
当
時
の
す
べ
て
の
モ
ス
ク
建
築
の
芸
術
様
式
を
体
現
し
て
い
る
こ

の
モ
ス
ク
は
、
一
二
九
九
年
に
完
成
し
て
い
る
。

ま
た
、
ア
イ
ド
ゥ
ノ
ー
ル
・
イ
ー
サ
ー
・
ベ
イ
が
一
三
七
四
年
に
セ
ル
チ
ュ
ク
で
建
設
し
た
イ
ー
サ
ー
・
ベ
イ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
は
、
木
造
屋

根
の
中
央
に
二
つ
の
ド
ー
ム
を
持
ち
、
そ
の
内
部
は
ミ
フ
ラ
ー
ブ
の
壁
に
平
行
し
て
二
つ
の
細
長
い
礼
拝
ホ
ー
ル
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
表
に

は
木
造
屋
根
の
ア
ー
ケ
ー
ド
、
敷
地
の
中
央
に
は
八
角
形
の
池
と
ア
ー
ケ
ー
ド
の
あ
る
中
庭
、
東
西
の
扉
の
上
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ミ
ナ
レ
ッ
ト
が

設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
設
計
は
、
ダ
マ
ス
カ
ス
の
ウ
マ
イ
ヤ
の
モ
ス
ク
を
モ
デ
ル
に
つ
く
ら
れ
た
デ
ィ
ヤ
ー
ル
バ
ク
ル
・
ウ
ル
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
、

つ
ま
り
ア
ル
ト
ゥ
ク
朝
時
代
の
モ
ス
ク
の
建
築
様
式
に
基
づ
い
て
い
る
。
設
計
者
の
ア
リ
・
イ
ブ
ン
・
ア
ル
・
デ
ィ
ミ
シ
ュ
キ
ー
（
デ
ィ
ミ
シ
ュ

キ
ー
は
「
ダ
マ
ス
カ
ス
の
」
と
い
う
意
味
）
の
名
前
も
ダ
マ
ス
カ
ス
に
因
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
モ
ス
ク
の
大
理
石
張
り
の
入
り
口
や
中
央

に
位
置
す
る
礼
拝
場
へ
の
扉
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
時
代
の
伝
統
的
な
ア
ー
ケ
ー
ド
付
き
中
庭
式
モ
ス
ク
の
設
計
の
先
例
と
な
っ
た
。

マ
ニ
サ
を
都
と
し
た
サ
ル
ハ
ン
侯
国
は
、
ア
ナ
ト
リ
ア
に
お
け
る
最
も
重
要
な
モ
ス
ク
の
設
計
を
つ
く
り
上
げ
た
。
イ
ス
ハ
ッ
ク
・
ベ
イ
が

一
三
七
六
年
に
建
設
し
た
大
モ
ス
ク
は
、
そ
の
後
の
モ
ス
ク
の
建
築
様
式
の
見
事
な
発
展
の
嚆
矢
と
な
っ
た
。
ミ
フ
ラ
ー
ブ
の
上
に
ド
ー
ム
を

持
つ
様
式
の
面
で
、
マ
ニ
サ
の
大
モ
ス
ク
は
ア
ル
ト
ゥ
ク
朝
の
ス
ィ
ル
ヴ
ァ
ン
の
大
モ
ス
ク
や
ク
ズ
ル
テ
ペ
の
大
モ
ス
ク
を
発
展
さ
せ
た
も
の

と
い
わ
れ
て
い
る
。

メ
ン
テ
シ
ェ
侯
国
が
ミ
ラ
ス
で
一
三
三
〇
年
に
つ
く
っ
た
ハ
ジ
ュ
・
イ
ル
ヤ
ス
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
は
、
木
造
の
屋
根
に
三
つ
の
ド
ー
ム
を
持
つ

ア
ー
ケ
ー
ド
様
式
の
モ
ス
ク
で
あ
る
。
ま
た
、バ
ラ
ト
（
ミ
レ
ッ
ト
）
の
イ
ル
ヤ
ス
・
ベ
イ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
（
一
四
〇
四
年
竣
工
）
は
、単
一
ド
ー



83 第四章 / トルコにおけるワクフの「作品」

コンヤの近くの町につくられた木造モスク、ベイシャヒル・
エシュレフオグル・ジャーミイ（写真左）ベイシャヒル・
エシュレフオグル・ジャーミイの内部には自然光がうまく
とり入れられている（写真下）

13 世紀、アンカラにつくられた木造モスク、アスラン・
ハーネ・ジャーミイ

12 世紀、コンヤにつくられたアナトリア・セルジューク
朝時代の木造モスク、アラーエッディーン・ジャーミイ

14 世紀、セルチュクに建てられたイーサー・ベイ・ジャーミイ。この木造モスクも
セルジューク朝時代の魅力的なワクフの作品である（photo: tr.wikipedia.org）
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ム
と
三
つ
の
ア
ー
チ
型
入
り
口
で
知
ら
れ
君
侯
国
時
代
の
特
徴
を
最
も
よ
く
表
し
て
い
る
作
品
で
あ
る
。221

b 

オ
ス
マ
ン
朝
か
ら
共
和
国
時
代
ま
で
の
礼
拝
所
に
お
け
る
空
間
の
概
念

　
一
三
三
三
年
に
イ
ズ
ニ
ク
に
建
設
さ
れ
た
キ
ュ
チ
ュ
ッ
ク
・
ハ
ジ
ュ
・
オ
ズ
ベ
ク
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
は
、
単
一
ド
ー
ム
様
式
を
採
用
し
て
い
る

最
古
の
オ
ス
マ
ン
建
築
の
モ
ス
ク
で
あ
る
。
そ
し
て
一
三
九
一
年
、
建
築
家
ハ
ジ
ュ
・
ム
ー
サ
ー
が
イ
ズ
ニ
ク
で
つ
く
っ
た
イ
ェ
シ
ル
・
ジ
ャ
ー

ミ
イ
は
、
単
一
ド
ー
ム
で
礼
拝
空
間
を
広
く
と
る
こ
と
を
最
初
に
試
み
た
重
要
な
オ
ス
マ
ン
朝
の
建
築
作
品
で
あ
る
。
こ
の
モ
ス
ク
は
、
直
径

十
一
メ
ー
ト
ル
の
ド
ー
ム
が
「
ベ
デ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
三
角
柱
の
上
に
載
せ
ら
れ
、
大
理
石
の
ミ
フ
ラ
ー
ブ
や
タ
イ
ル
の
装
飾
、
レ
ン
ガ
づ
く

り
の
ミ
ナ
レ
ッ
ト
や
独
特
な
円
柱
頭
部
の
設
計
な
ど
に
よ
り
、
新
し
い
オ
ス
マ
ン
朝
様
式
の
誕
生
を
告
げ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
オ
ス
マ
ン
朝

様
式
の
モ
ス
ク
で
あ
る
後
部
翼
形
モ
ス
ク
の
最
初
の
例
は
、
一
三
三
九
年
に
オ
ル
ハ
ン
・
ガ
ー
ゼ
ィ （
在
位
一
三
二
四
～
一
三
六
二
年
）
に
よ
っ

て
建
て
ら
れ
た
オ
ル
ハ
ン
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
で
あ
る
。
こ
の
モ
ス
ク
は
直
列
に
二
つ
の
大
き
な
ド
ー
ム
と
両
側
に
よ
り
小
さ
な
二
つ
の
ド
ー
ム
を

持
つ
設
計
に
な
っ
て
お
り
、
一
四
一
七
年
の
改
修
の
後
も
基
本
的
な
設
計
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

メ
フ
メ
ト
一
世
が
ブ
ル
サ
で
建
築
家
の
ハ
ジ
ュ
・
イ
ワ
ズ
に
建
設
さ
せ
一
四
二
四
年
に
完
成
し
た
イ
ェ
シ
ル
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
（
緑
色
の
モ
ス
ク
）

は
、逆
T
字
形
の
設
計
に
な
っ
て
い
る
。入
り
口
部
分
が
二
階
に
あ
り
、そ
こ
に
ス
ル
タ
ン
の
礼
拝
室
や
そ
の
他
の
小
部
屋
が
あ
っ
た
。第
一
ド
ー

ム
の
真
下
に
当
た
る
礼
拝
空
間
に
は
、そ
こ
よ
り
や
や
低
い
と
こ
ろ
に
大
き
な
噴
水
を
備
え
た
プ
ー
ル
が
あ
っ
た
。
こ
の
モ
ス
ク
は
、ユ
ル
ド
ゥ

ル
ム
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
よ
り
も
さ
ら
に
進
歩
し
た
建
築
技
術
と
、
驚
く
ほ
ど
の
壮
麗
さ
と
気
品
溢
れ
る
タ
イ
ル
装
飾
に
よ
り
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
建

築
様
式
が
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
タ
イ
ル
や
そ
の
他
す
べ
て
の
装
飾
が
よ
く
調
和
し
、
比
類
な
き
空
間
を
構
成
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
壁

面
装
飾
家
ア
リ
・
ビ
ン
・
イ
リ
ヤ
ス
の
業
績
で
あ
る
。
彼
は
一
四
〇
二
年
に
テ
ィ
ム
ー
ル
と
共
に
サ
マ
ル
カ
ン
ド
へ
と
赴
き
、
細
密
画
の
技
術

を
学
ん
だ
後
ブ
ル
サ
に
戻
り
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
壁
面
装
飾
よ
り
も
優
れ
た
作
品
を
生
み
出
し
た
。
壁
面
装
飾
に
タ
イ
ル
を
用
い
た
作
家
の
名

前
は
、
タ
イ
ル
の
碑
文
に
メ
フ
メ
ト
・
メ
ジ
ュ
ヌ
ン
と
記
さ
れ
て
い
る
。

複
数
の
ド
ー
ム
を
持
つ
大
モ
ス
ク
の
中
で
最
も
壮
大
で
伝
統
的
な
も
の
は
、
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
一
世
が
一
三
九
六
年
か
ら
一
四
〇
〇
年
に
か
け
て

建
設
さ
せ
た
二
十
個
の
ド
ー
ム
を
持
つ
ブ
ル
サ
・
ウ
ル
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
で
あ
る
。
こ
の
モ
ス
ク
の
北
側
の
門
か
ら
二
番
目
の
ド
ー
ム
の
下
に
は
、

十
六
角
形
の
プ
ー
ル
と
三
つ
の
皿
状
の
部
分
を
持
つ
大
き
な
噴
水
が
あ
っ
た
。
モ
ス
ク
の
定
款
に
は
、
宗
教
活
動
や
教
育
を
継
続
し
て
行
っ
て
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い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
毎
日
、
イ
マ
ー
ム
（
礼

拝
時
の
指
導
者
）
に
十
ア
ク
チ
ェ
（
金
貨
）、
ム
ア
ッ

ズ
ィ
ン
（
礼
拝
の
呼
び
か
け
を
行
う
人
）
に
五
ア
ク

チ
ェ
、
床
掃
除
の
係
に
三
ア
ク
チ
ェ
、
モ
ス
ク
の
西

側
に
位
置
す
る
マ
ド
ラ
サ
の
教
師
に
三
十
ア
ク
チ
ェ
、

生
徒
た
ち
に
四
ア
ク
チ
ェ
、
毎
日
ク
ル
ア
ー
ン
を
詠

む
二
十
人
の
ハ
ー
フ
ィ
ズ
（
ク
ル
ア
ー
ン
を
す
べ
て

暗
記
し
て
い
る
人
）
に
二
ア
ク
チ
ェ
、
十
人
の
奴
隷

に
合
計
で
二
十
ア
ク
チ
ェ
を
支
払
う
よ
う
命
じ
て

い
た
。
ま
た
ワ
ク
フ
の
収
入
の
二
十
分
の
一
が
モ
ス

ク
の
修
繕
管
理
費
と
し
て
積
み
立
て
ら
れ
て
い
た
。

キ
ュ
ッ
リ
エ
の
職
員
や
学
生
は
も
ち
ろ
ん
、
戦
争
な

ど
で
捕
虜
と
な
り
奴
隷
と
な
っ
た
人
々
の
生
活
費
に

ま
で
ワ
ク
フ
の
収
入
が
当
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
大

変
興
味
深
い
。221

一
四
〇
三
年
に
エ
デ
ィ
ル
ネ
で
起
工
さ
れ
、

一
四
一
四
年
に
メ
フ
メ
ト
一
世
の
手
に
よ
り
完
成
し

た
エ
ス
キ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
は
、
同
じ
大
き
さ
の
九
個

の
ド
ー
ム
を
持
つ
大
モ
ス
ク
の
例
で
あ
る
。
建
築
家

は
コ
ン
ヤ
出
身
の
ハ
ジ
ュ
・
ア
ラ
ー
エ
ッ
デ
ィ
ー

ン
で
あ
る
。
同
じ
く
エ
デ
ィ
ル
ネ
で
ス
ル
タ
ン
・

ム
ラ
ト
二
世
（
在
位
一
四
二
一
～
一
四
四
四
年
、

一
四
四
六
～
一
四
五
一
年
）
の
手
に
よ
り
一
四
三
八

14 世紀、ブルサに建てられたウル・ジャーミイの内部には噴水が設けられていた
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15 世紀、エディルネにつくられたバヤズィト 2 世の
キュッリエ。この施設はモスク、食堂、マドラサ、ハ
マーム、宿舎、病院、医科大学などから成っていた
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年
起
工
、
一
四
四
七
年
完
成
の
ユ
チ
ュ
・
シ
ェ
レ
フ
ェ
リ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
の
建
築
技
術
は
当
時
の
水
準
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
六
つ
の
鋭

角
の
ア
ー
チ
が
形
作
る
空
間
の
上
に
直
径
二
四
・一
〇 

メ
ー
ト
ル
の
ド
ー
ム
を
二
つ
載
せ
た
構
造
で
礼
拝
空
間
を
広
め
、
各
ア
ー
チ
の
間
の
三

角
形
の
残
り
の
空
間
を
小
さ
い
ド
ー
ム
で
覆
っ
た
。
こ
の
柱
を
立
て
る
こ
と
な
く
広
大
な
空
間
を
生
み
出
す
建
築
様
式
は
ト
ル
コ
建
築
史
上
初

め
て
実
現
さ
れ
、
一
世
紀
後
、
建
築
家
ス
ィ
ナ
ン
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ
る
モ
ス
ク
建
築
の
発
想
の
原
点
と
な
っ
た
。

「
大
き
な
ド
ー
ム
に
連
な
る
小
さ
な
ド
ー
ム
」
様
式
の
最
初
の
例
は
、
ス
ル
タ
ン
・
ム
ラ
ト
二
世
の
司
令
官
ヤ
フ
シ
ー
・
ベ
イ
が
テ
ィ
レ
で

つ
く
ら
せ
た
イ
ェ
シ
ル
・
イ
マ
ー
レ
ッ
ト
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
で
あ
る
。
し
か
し
半
円
の
ド
ー
ム
が
本
格
的
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
イ
ス

タ
ン
ブ
ー
ル
の
フ
ァ
ー
テ
ィ
ヒ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
か
ら
で
あ
る
。
キ
ュ
ッ
リ
エ
の
一
部
と
し
て
建
設
さ
れ
た
こ
の
モ
ス
ク
は
、
そ
の
周
囲
に
マ
ド

ラ
サ
を
配
置
し
、
そ
れ
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
最
初
の
大
学
と
な
っ
た
。
フ
ァ
ー
テ
ィ
ヒ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
の
ド
ー
ム
は
一
七
六
五
年
の
地
震
で

崩
壊
し
た
。
そ
の
跡
地
に
ス
ル
タ
ン
・
ム
ス
タ
フ
ァ
三
世
（
在
位
一
七
五
七
～
一
七
七
四
年
）
は
、
一
七
六
七
年
か
ら
一
七
七
一
年
の
歳
月
を

か
け
、
今
日
存
在
し
て
い
る
四
つ
の
半
円
ド
ー
ム
を
持
つ
モ
ス
ク
を
建
設
し
た
。
フ
ァ
ー
テ
ィ
ヒ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
は
、
そ
の
当
時
の
最
大
と
も

い
え
る
ド
ー
ム
と
そ
れ
に
連
な
る
半
円
ド
ー
ム
に
よ
っ
て
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
モ
ス
ク
建
築
に
新
た
な
時
代
を
開
い
た
。
都
市
計
画
の
観
点

か
ら
も
こ
の
キ
ュ
ッ
リ
エ
は
、
後
世
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

フ
ァ
ー
テ
ィ
ヒ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
と
キ
ュ
ッ
リ
エ
に
続
く
も
の
と
し
て
、
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
二
世
が
エ
デ
ィ
ル
ネ
に
つ
く
っ
た
モ
ス
ク
と
キ
ュ
ッ
リ

エ
を
挙
げ
た
い
。
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
二
世
は
一
四
八
四
年
四
月
二
三
日
に
キ
ュ
ッ
リ
エ
の
定
礎
式
に
出
席
し
、
自
ら
最
初
の
セ
メ
ン
ト
を
流
し
た
。

建
築
家
ハ
イ
レ
ッ
デ
ィ
ン
は
一
四
八
八
年
、
モ
ス
ク
、
食
堂
、
病
院
、
マ
ド
ラ
サ
、
ハ
マ
ー
ム
、
宿
泊
所
、
そ
し
て
食
料
品
倉
庫
か
ら
な
る
こ

の
キ
ュ
ッ
リ
エ
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
モ
ス
ク
の
西
側
に
は
ダ
ー
ル
・
シ
ッ
フ
ァ
ー
と
呼
ば
れ
る
病
院
や
医
科
大
学
、
そ
し
て
精
神
病
患
者
の

た
め
の
治
療
院
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
六
角
形
の
こ
の
施
設
の
最
も
重
要
な
部
分
は
、
大
ド
ー
ム
と
そ
の
周
囲
の
六
つ
の
小
さ
な
ド
ー
ム
を
持

つ
部
屋
に
あ
り
、
そ
こ
に
は
五
つ
の
ソ
フ
ァ
ー
・
ベ
ッ
ド
が
置
か
れ
、
中
心
に
は
噴
水
が
設
け
ら
れ
、
床
に
は
大
理
石
が
敷
き
つ
め
ら
れ
て
い
た
。

エ
ヴ
リ
ヤ
ー
・
チ
ェ
レ
ビ
は
、
こ
の
治
療
院
に
つ
い
て
「
病
人
に
は
治
療
の
た
め
に
、
悩
ん
で
い
る
者
に
は
癒
し
の
た
め
に
、
精
神
を
病
ん

で
い
る
者
に
は
心
を
潤
す
栄
養
と
し
て
、
愛
の
病
に
落
ち
入
っ
て
い
る
人
の
た
め
に
は
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
、
週
に
三
日
、
大
ド
ー

ム
の
下
で
十
人
の
歌
い
手
と
楽
器
弾
き
が
音
楽
を
奏
で
た
」
と
記
し
て
い
る
。
病
院
の
付
属
の
薬
局
で
は
、
望
む
者
す
べ
て
に
、
貧
し
い
者
で

あ
れ
ば
無
条
件
に
必
要
と
す
る
薬
を
提
供
し
た
。
た
だ
壁
の
銘
版
に
は
、
売
買
目
的
で
無
償
の
薬
を
だ
ま
し
取
ろ
う
と
す
る
人
々
へ
の
呪
詛
の

言
葉
が
刻
み
こ
ま
れ
て
い
た
。
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十
七
世
紀
、
エ
デ
ィ
ル
ネ
の
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
・
キ
ュ
ッ
リ
エ
が
ワ
ク
フ
か
ら
得
て
い
た
年
間
収
入
は
百
五
十
五
万
二
千
百
三
十
一
ア
ク
チ
ェ
に

達
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
合
計
百
六
十
七
人
の
職
員
が
任
務
に
つ
き
、
医
長
が
一
人
、
内
科
医
が
二
人
、
外
科
医
が
二
人
、
眼
科
医
が
二
人
、

そ
の
他
薬
剤
師
が
一
人
、
秘
書
が
一
人
、
経
理
担
当
者222

が
一
人
、
倉
庫
番223

が
一
人
、
掃
除
係
が
一
人
、
料
理
人
が
二
人
、
看
護
師
が
三
人
、
洗

濯
物
係
が
一
人
、
門
番
が
一
人
、
調
髪
師
が
一
人
い
た
と
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。224

ま
た
建
築
家
ハ
イ
レ
ッ
デ
ィ
ン
の
設
計
で
あ
る
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
と
キ
ュ
ッ
リ
エ
は
、
一
五
〇
一
年
か
ら
五

年
の
歳
月
を
か
け
一
五
〇
六
年
に
完
成
し
て
い
る
。
こ
の
モ
ス
ク
の
屋
根
は
直
径
十
八
メ
ー
ト
ル
の
ド
ー
ム
、
周
囲
に
そ
の
半
分
の
直
径
を
持

つ
半
ド
ー
ム
、
そ
し
て
そ
の
両
側
を
四
つ
ず
つ
の
小
さ
な
ド
ー
ム
で
覆
わ
れ
て
い
る
。
エ
デ
ィ
ル
ネ
の
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
の
設
計
に

比
べ
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
モ
ス
ク
の
設
計
は
進
化
を
遂
げ
て
き
た
。
つ
ま
り
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
は
、
そ
れ
以

前
の
ト
ル
コ
建
築
や
フ
ァ
ー
テ
ィ
ヒ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
の
設
計
を
よ
り
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
オ
ス
マ
ン
朝
建
築
の
集
大
成
で
も
あ
る
。
そ

し
て
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
の
設
計
は
ア
ヤ
ソ
フ
ィ
ア
と
と
も
に
、
建
築
家
ス
ィ
ナ
ン
に
新
た
な
可
能
性
へ
の
道
を
示
し
た
と
も
い
え
る
。

建
築
家
ス
ィ
ナ
ン
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
お
け
る
最
初
の
作
品
は
、
ス
レ
イ
マ
ン
一
世
の
后
ヒ
ュ
ッ
レ
ム
・
ス
ル
タ
ン
の
た
め
に
建
て
た
ハ

セ
キ
・
キ
ュ
ッ
リ
エ
で
あ
る
。
こ
の
キ
ュ
ッ
リ
エ
は
、
マ
ド
ラ
サ
、
小
学
校
、
井
戸
、
食
堂
、
そ
し
て
病
院
の
建
物
な
ど
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

建
物
と
建
物
の
間
に
調
和
は
保
た
れ
て
い
る
も
の
の
、
キ
ュ
ッ
リ
エ
は
モ
ス
ク
か
ら
完
全
に
離
れ
た
形
で
道
路
の
向
か
い
側
に
つ
く
ら
れ
て
い

た
。建

築
家
ス
ィ
ナ
ン
が
一
五
四
八
年
、
五
十
八
歳
の
と
き
に
四
年
の
歳
月
を
か
け
て
完
成
さ
せ
た
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
シ
ェ
フ
ザ
ー
デ
・
ジ
ャ
ー

ミ
イ
は
、
屋
根
の
四
方
に
半
ド
ー
ム
が
置
か
れ
た
求
心
的
で
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
設
計
に
成
功
し
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
イ
タ
リ
ア
・
ル

ネ
サ
ン
ス
の
建
築
家
た
ち
の
夢
を
具
現
化
し
た
か
の
よ
う
だ
。
同
じ
年
、
ア
ジ
ア
側
の
ウ
ス
キ
ュ
ダ
ル
港
に
建
て
ら
れ
た
ス
レ
イ
マ
ン
一
世
の

皇
女
ミ
フ
リ
マ
フ
に
因
ん
だ
ミ
フ
リ
マ
フ
・
ス
ル
タ
ン
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
は
、
三
つ
の
半
ド
ー
ム
を
持
つ
ス
ィ
ナ
ン
の
も
う
一
つ
の
建
築
様
式
の

試
み
と
な
っ
て
い
る
。

ス
ィ
ナ
ン
は
自
ら
「
匠
と
し
て
の
作
品
」
と
語
っ
て
い
る
カ
ー
ヌ
ー
ニ
ー
・
ス
ル
タ
ン
・
ス
レ
イ
マ
ン
（
ス
レ
イ
マ
ン
一
世
）
の
キ
ュ
ッ
リ

エ
を
七
年
の
歳
月
を
か
け
一
五
五
七
年
に
完
成
さ
せ
て
い
る
。
ス
レ
イ
マ
ニ
エ
・
キ
ュ
ッ
リ
エ
と
呼
ば
れ
る
こ
の
建
築
物
は
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー

ル
で
フ
ァ
ー
テ
ィ
ヒ
・
キ
ュ
ッ
リ
エ
に
次
ぐ
大
き
な
キ
ュ
ッ
リ
エ
で
、
新
た
な
都
市
計
画
の
概
念
に
基
づ
い
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
廟

を
含
む
十
八
の
建
物
か
ら
成
る
こ
の
キ
ュ
ッ
リ
エ
は
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
七
つ
の
丘
の
一
つ
で
あ
る
金
角
湾
を
望
む
地
を
そ
の
敷
地
と
し
て
、
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モ
ス
ク
を
中
心
と
し
た
理
想
的
な
形
で
配
置
さ
れ
た
。
ス
ィ
ナ
ン
は
こ
の
モ
ス
ク
の
設
計
で
、
初
め
て
二
つ
の
半
ド
ー
ム
を
前
と
後
の
二
ヵ
所

に
設
置
す
る
形
式
に
戻
り
、
バ
ヤ
ズ
ィ
ト
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
で
の
試
み
の
結
果
を
生
か
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
新
し
い
作
品
を
つ
く
る
た
め
に
、

ア
ヤ
ソ
フ
ィ
ア
を
含
め
、
そ
れ
ま
で
つ
く
ら
れ
た
モ
ス
ク
の
設
計
を
詳
し
く
分
析
し
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
最
も
完
成
度
の
高
い
設
計
技
術
を

探
っ
て
い
る
。
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
は
ア
ヤ
ソ
フ
ィ
ア
に
次
ぐ
、
直
径
二
六
・
五
メ
ー
ト
ル
、
床
か
ら
の
高
さ
五
十
三
メ
ー
ト
ル
の
ド
ー
ム
を

つ
く
る
こ
と
に
よ
り
、
広
々
と
し
た
神
秘
的
な
空
間
を
演
出
し
て
い
る
。
彼
自
身
の
墓
も
こ
の
キ
ュ
ッ
リ
エ
の
北
東
の
一
隅
に
、
お
ご
そ
か
に

設
け
ら
れ
て
い
る
。

建
築
家
ス
ィ
ナ
ン
は
八
十
歳
の
と
き
、
ト
ル
コ
建
築
史
上
の
最
高
峰
の
作
品
と
言
わ
れ
る
エ
デ
ィ
ル
ネ
の
セ
リ
ミ
エ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
を
完
成

さ
せ
て
い
る
。
彼
自
身
そ
れ
を
「
最
高
傑
作
」
に
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
建
設
は
一
五
六
九
年
か
ら
一
五
七
四
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。
エ
デ
ィ

ル
ネ
の
、
そ
し
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
不
滅
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
な
っ
た
こ
の
モ
ス
ク
は
、
ス
ル
タ
ン
・
セ
リ
ム
二
世
の
命
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
ア
ヤ
ソ
フ
ィ
ア
を
超
え
る
直
径
三
一
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
ド
ー
ム
、
そ
し
て
八
角
形
の
内
部
構
造
を
取
り
囲
む
よ
う
に
四
本
の
細

長
く
優
美
な
ミ
ナ
レ
ッ
ト
は
遠
く
か
ら
も
輝
い
て
み
え
る
。
外
部
構
造
は
、
内
部
構
造
を
よ
り
自
然
な
形
で
設
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
モ

ス
ク
の
内
部
空
間
と
外
観
が
調
和
し
て
い
る
雄
大
な
ド
ー
ム
は
、
全
世
界
の
ド
ー
ム
建
築
に
お
け
る
最
高
峰
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
建

築
家
ス
ィ
ナ
ン
の
自
伝
と
さ
れ
る
『
テ
ズ
キ
ュ
ラ
ト
ゥ
ル
・
ブ
ン
ヤ
ー
ン
（
あ
る
建
築
家
の
自
伝
）』
の
中
で
、
彼
は
こ
の
最
後
の
偉
大
な
作
品

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
四
本
の
ミ
ナ
レ
ッ
ト
が
ド
ー
ム
の
四
方
を
囲
ん
で
い
る
。
以
前
手
が
け
た
ウ
チ
ュ
・
シ
ェ
レ
フ
リ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
の
ミ
ナ
レ
ッ
ト
は
塔
の

よ
う
に
太
い
が
、
こ
の
モ
ス
ク
の
ミ
ナ
レ
ッ
ト
は
細
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ミ
ナ
レ
ッ
ト
に
三
つ
の
シ
ェ
レ
フ
ェ
（
礼
拝
を
呼

び
か
け
る
と
き
に
使
う
小
さ
な
バ
ル
コ
ニ
ー
）
を
設
け
て
い
る
。
細
い
ミ
ナ
レ
ッ
ト
に
三
つ
の
シ
ェ
レ
フ
ェ
と
そ
の
内
側
に
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ェ

レ
フ
に
至
る
ら
せ
ん
階
段
を
つ
く
る
こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
建
築
家
た
ち

が
、
か
つ
て
『
ア
ヤ
ソ
フ
ィ
ア
の
ド
ー
ム
に
優
る
大
き
さ
の
ド
ー
ム
は
、
ど
の
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
で
も
建
設
さ
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
』、『
そ

の
点
で
我
々
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
た
ち
に
勝
っ
て
い
る
』
と
自
慢
す
る
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
以
来
、『
大
き
な
ド
ー
ム
を
支
え
る

こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
の
だ
』と
い
う
彼
ら
の
言
葉
は
、ず
っ
と
私
の
心
を
悩
ま
せ
て
き
た
。
こ
の
度
の
モ
ス
ク
建
設
に
際
し
て
は
、ア
ッ
ラ
ー

の
御
助
力
と
偉
大
な
力
が
ス
ル
タ
ン
・
セ
リ
ム
・
ハ
ン
に
授
け
ら
れ
、
そ
の
ド
ー
ム
は
ア
ヤ
ソ
フ
ィ
ア
の
も
の
よ
り
も
六
ズ
ィ
ー
ラ225

（
約
四
メ
ー

ト
ル
）
幅
広
く
、
四
ズ
ィ
ー
ラ
（
約
三
メ
ー
ト
ル
）
高
く
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
」226

16 世紀、エディルネにつくられた建築家スィナン
の最高傑作といわれるセリミエ・ジャーミイ。スィ
ナンの作品にはイスラームの寛大さを尊ぶ精神と
トルコ人ならではの視野の広さが感じられる
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ワ
ク
フ
の
定
款
に
は
こ
の
モ
ス
ク
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
開
拓
の
戦
略
的
要
衝
で
あ
る
エ
デ
ィ
ル
ネ
で
、
崇
高
で
誉
れ
に
満
ち
た
こ
の
場
所
で
、
美
し
く
気
高
い
こ
の
地
で
、
こ

の
天
と
い
う
自
然
の
ド
ー
ム
の
下
に
、
比
類
な
き
建
造
物
が
で
き
た
。
そ
の
一
つ
が
誉
れ
高
い
モ
ス
ク
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
あ
ら
ゆ
る
美
が
凝

縮
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
は
他
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
美
し
い
も
の
を
誰
も
見
た
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
に

比
肩
す
る
も
の
の
存
在
を
誰
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
そ
の
内
部
は
明
る
く
、
あ
た
か
も
光
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
と
誰
し
も
思
う

こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
ミ
ナ
レ
ッ
ト
は
天
ま
で
届
く
光
そ
の
も
の
で
あ
る
」227

建
築
家
ス
ィ
ナ
ン
の
モ
ス
ク
に
次
ぐ
独
創
的
な
作
品
は
廟
の
建
築
に
見
ら
れ
る
。
シ
ェ
フ
ザ
ー
デ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
よ
り
先
に
完
成
し
、
そ
の

名
の
由
来
と
な
っ
て
い
る
シ
ェ
フ
ザ
ー
デ
・
メ
フ
メ
ト
の
廟
は
、
ス
ィ
ナ
ン
が
建
築
家
と
し
て
最
初
に
つ
く
っ
た
大
規
模
作
品
の
一
つ
で
あ
り
、

最
も
魅
力
的
な
作
品
の
一
つ
で
も
あ
る
。
夭
折
し
た
シ
ェ
フ
ザ
ー
デ
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
こ
の
廟
は
、八
角
形
の
墓
本
体
の
上
を
溝
付
き
ド
ー

ム
が
覆
い
、
外
部
は
彩
色
し
た
石
で
装
飾
さ
れ
、
内
部
に
は
こ
の
上
な
く
美
し
い
タ
イ
ル
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
天
国

の
一
角
か
と
見
ま
が
う
ほ
ど
の
建
造
物
で
あ
る
。

カ
ー
ヌ
ー
ニ
ー
・
ス
ル
タ
ン
・
ス
レ
イ
マ
ン
の
廟
で
は
、
ス
ィ
ナ
ン
は
同
じ
八
角
形
の
設
計
を
ま
っ
た
く
異
な
る
着
想
か
ら
取
り
入
れ
て
い

る
。
壁
は
そ
の
半
分
の
高
さ
ま
で
細
長
い
ア
ー
チ
で
つ
く
ら
れ
、
平
ら
な
ひ
さ
し
の
あ
る
柱
列
が
墓
本
体
を
囲
み
、
ド
ー
ム
は
内
側
か
ら
八
つ

の
円
柱
と
そ
の
間
に
あ
る
ア
ー
チ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
側
と
外
側
の
両
方
で
三
十
三
本
あ
る
円
柱
を
、

槍
を
携
え
た
兵
士
た
ち
が
強
く
偉
大
な
皇
帝
の
墓
を
守
っ
て
い
る
よ
う
に
見
た
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
五
七
七
年
、
ア
ヤ
ソ
フ
ィ
ア
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
の
墓
地
に
建
設
さ
れ
た
ス
ル
タ
ン
・
セ
リ
ム
二
世
の
廟
は
、
外
形
が
丸
み
を
帯
び
た
八
角
形
で
、

内
側
か
ら
八
本
の
円
柱
に
支
え
ら
れ
た
二
つ
の
ド
ー
ム
を
持
ち
、
そ
れ
ら
は
巧
み
な
技
に
よ
っ
て
見
事
に
調
和
し
て
い
る
。228

ス
ィ
ナ
ン
は
し
ば
し
ば
軍
の
遠
征
に
参
加
し
た
。
中
東
地
域
を
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
支
配
下
に
置
く
契
機
と
な
っ
た
セ
リ
ム
一
世
の
エ
ジ
プ
ト

遠
征
で
は
、
メ
ル
ジ
・
ダ
ー
ブ
ク
の
戦
い
（
一
五
一
六
年
）
と
リ
ダ
ー
ニ
ア
の
戦
い
（
一
五
一
七
年
）
に
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
の
地
の

建
築
物
を
綿
密
に
研
究
し
、
東
西
建
築
の
発
展
を
学
ぶ
機
会
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
経
験
か
ら
、
ス
ィ
ナ
ン
は
古
く
か
ら
の
ト
ル
コ
建
築
、

イ
ラ
ン
や
ア
ラ
ブ
の
建
築
、
さ
ら
に
は
西
洋
の
建
築
か
ら
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ス
ィ
ナ
ン
は
ア
ラ
ブ
様
式
の
ミ
ナ
レ
ッ
ト
の
直
径
を
小
さ
く
し
、
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
時
代
の
角
を
持
つ
ド
ー
ム
を
円
形
に
変
え
た
。
西
洋
の

教
会
に
見
ら
れ
る
レ
ン
ガ
で
で
き
た
ア
ー
チ
形
の
天
井
、
像
や
甕
な
ど
を
置
く
た
め
の
壁
の
く
ぼ
み
、
ア
ー
チ
、
そ
し
て
円
柱
上
部
の
装
飾
な
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ど
に
さ
ら
に
工
夫
を
加
え
な
が
ら
ト
ル
コ
の
建
築
文
化
に
取
り
入
れ
て
い
っ
た
。
彼
の
作
品
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
寛
大
さ229

を
尊
ぶ
精
神
と
ト
ル

コ
人
な
ら
で
は
の
視
野
の
広
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
ス
ィ
ナ
ン
は
決
し
て
外
国
の
建
築
物
を
そ
の
ま
ま
模
倣
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
つ
く
り

上
げ
た
作
品
を
通
じ
て
ア
ッ
ラ
ー
の
創
造
の
神
秘
を
探
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

建
築
家
ス
ィ
ナ
ン
の
作
品
は
、
そ
れ
を
注
意
深
く
分
析
す
れ
ば
、
建
築
物
と
周
辺
環
境
と
の
調
和
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
生
じ
う
る
問
題

点
を
熟
慮
し
た
上
で
設
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
立
地
の
選
定
に
つ
い
て
も
、
そ
の
建
物
が
都
市
に
も
た
ら
す
経
済
効
果
や
社
会

的
な
価
値
な
ど
を
徹
底
的
に
検
証
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
建
物
は
現
在
に
至
る
ま
で
そ
の
多
方
面
に
わ
た
る
機
能
を
失
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
ス
ィ
ナ
ン
は
建
築
物
を
都
市
計
画
全
体
の
一
部
と
し
て
捉
え
、
建
物
の
使
い
や
す
さ
を
追
求
す
る
と
同
時
に
時
を
経
て
も
失

わ
れ
る
こ
と
の
な
い
芸
術
的
価
値
を
創
造
し
、
建
築
に
携
わ
っ
た
人
た
ち
の
名
前
を
人
々
の
記
憶
に
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
留
め
る
こ
と
を
考

え
方
の
根
本
に
置
い
て
い
た
。
メ
テ
ィ
ン
・
ソ
ゼ
ン
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
、
ス
ィ
ナ
ン
は
「
当
時
の
人
々
や
社
会
、
そ
し
て
未
来
に
ま
で
敬

意
を
払
い
、
時
代
を
超
越
し
た
現
在
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
」231

建
築
家
ス
ィ
ナ
ン
は
ス
ル
タ
ン
、
宰
相
、
高
位
の
官
僚
た
ち
や
一
般
市
民
の
慈
善
家
た
ち
の
支
援
の
下
に
、
次
々
と
何
百
も
の
建
物
を
つ
く

り
上
げ
た
。
彼
の
『
テ
ズ
キ
ュ
ラ
ト
ゥ
ル
・
ブ
ン
ヤ
ー
ン
（
あ
る
建
築
家
の
自
伝
）』
の
最
後
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
「
建
築
物
の
目
録
」

に
よ
る
と
、
ス
ィ
ナ
ン
は
生
涯
に
わ
た
り
八
十
三
の
モ
ス
ク
、
五
十
二
の
礼
拝
所
、
五
十
七
の
マ
ド
ラ
サ
、
三
十
五
の
宮
殿
、
二
十
二
の
廟
、

七
つ
の
ク
ル
ア
ー
ン
の
学
校
、
十
七
の
給
食
所
、
三
つ
の
病
院
、
九
つ
の
橋
、
六
つ
の
ア
ー
チ
型
上
水
道
、
八
つ
の
地
下
倉
庫
、
二
十
の
キ
ャ

ラ
ヴ
ァ
ン
サ
ラ
イ
、
そ
し
て
四
十
八
の
ハ
マ
ー
ム
の
設
計
を
手
が
け
て
い
る
。『
テ
ズ
キ
ュ
ラ
ト
ゥ
ル
・
ブ
ン
ヤ
ー
ン
（
あ
る
建
築
家
の
自
伝
）』

の
本
文
中
に
は
、
こ
の
リ
ス
ト
に
加
え
四
百
以
上
の
モ
ス
ク
、
六
十
の
マ
ド
ラ
サ
、
十
五
の
ア
ー
チ
型
上
水
道
を
つ
く
っ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。231建

築
家
ス
ィ
ナ
ン
と
彼
の
後
継
者
ダ
ウ
ト
・
ア
ー
の
下
で
育
っ
た
セ
デ
フ
キ
ャ
ル
・
メ
フ
メ
ト
・
ア
ー
は
、
一
六
〇
九
年
か
ら
八
年
の
歳
月

を
か
け
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
最
大
の
モ
ス
ク
で
六
本
の
ミ
ナ
レ
ッ
ト
を
持
つ
ス
ル
タ
ン
ア
フ
メ
ト
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
（
一
般
的
に
「
ブ
ル
ー
モ
ス
ク
」

の
名
称
で
知
ら
れ
る
）
と
キ
ュ
ッ
リ
エ
を
、
完
成
さ
せ
た
。
ス
ィ
ナ
ン
の
シ
ェ
フ
ザ
ー
デ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
の
設
計
と
ダ
ウ
ト
・
ア
ー
の
イ
ェ
ニ
・

ジ
ャ
ー
ミ
イ
の
設
計
に
学
び
、
大
き
な
ド
ー
ム
を
四
つ
の
半
ド
ー
ム
が
囲
み
支
え
て
い
る
こ
の
モ
ス
ク
の
ド
ー
ム
は
、
直
径
二
二
・
四
〇
メ
ー

ト
ル
、
高
さ
四
十
三
メ
ー
ト
ル
で
、
直
径
五
メ
ー
ト
ル
の
四
つ
の
大
理
石
の
台
に
載
せ
ら
れ
、
そ
の
内
部
は
ト
プ
カ
プ
宮
殿
に
次
ぐ
豊
富
な
タ

イ
ル
の
装
飾
を
誇
っ
て
い
る
。
モ
ス
ク
は
ス
ル
タ
ン
・
ア
フ
メ
ト
の
廟
、
マ
ド
ラ
サ
、
食
堂
、
病
院
、
市
場
な
ど
か
ら
成
る
キ
ュ
ッ
リ
エ
の
中
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16 世紀、イスタンブールにつくられたスィナン設計の
シェフザーデ・ジャーミイの内部。大きなドームとそれ
を囲む小さなドームの曲線が美しい
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央
に
位
置
し
て
い
る
。

一
七
四
八
年
、ス
ル
タ
ン
・
マ
フ
ム
ト
一
世
（
在
位
一
七
三
〇
～
一
七
五
四
年
）
に
よ
っ
て
建
設
が
始
め
ら
れ
、ス
ル
タ
ン
・
オ
ス
マ
ン
三
世
（
在

位
一
七
五
四
～
一
七
五
七
年
）
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
ヌ
ー
ル
オ
ス
マ
ニ
エ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
は
、
バ
ロ
ッ
ク
と
ロ
コ
コ
様
式
の
影
響
が
強
く
現

れ
た
最
初
の
作
品
で
あ
る
。
建
築
家
ス
ィ
ナ
ン
の
作
品
で
あ
る
ル
ス
テ
ム
・
パ
シ
ャ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
を
基
に
し
た
ラ
ー
レ
リ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
と

キ
ュ
ッ
リ
エ
は
、
バ
ロ
ッ
ク
様
式
が
よ
り
際
立
っ
た
二
番
目
の
大
が
か
り
な
作
品
で
あ
り
、
ス
ル
タ
ン
・
ム
ス
タ
フ
ァ
三
世
の
命
に
よ
り
建
築

家
タ
ー
ヒ
ル
・
ア
ー
に
よ
っ
て
一
七
五
九
年
か
ら
一
七
六
三
年
に
か
け
て
建
設
さ
れ
た
。
モ
ス
ク
の
側
の
ム
ス
タ
フ
ァ
三
世
の
廟
は
十
角
形
で

あ
り
、
前
方
に
三
辺
を
囲
む
大
き
な
ポ
ー
チ
を
設
け
て
い
る
。

ト
プ
ハ
ー
ネ
の
軍
事
基
地
の
中
に
あ
る
ヌ
ス
レ
テ
ィ
エ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
は
、
マ
フ
ム
ト
二
世
の
命
に
よ
り
一
八
二
六
年
に
完
成
し
た
モ
ス
ク

で
あ
る
。
こ
の
モ
ス
ク
は
帝
政
様
式
（
ア
ン
ピ
ー
ル
様
式
）
を
最
初
に
試
み
た
作
品
で
あ
る
が
、
初
め
て
の
試
み
と
し
て
は
成
功
を
収
め
て
い

る
と
い
え
る
。
ま
た
、
ア
ブ
デ
ュ
ル
メ
ジ
ト
一
世
（
在
位
一
八
三
九
～
一
八
六
一
年
）
の
時
代
に
も
、
帝
政
様
式
で
四
つ
の
ア
ー
チ
と
そ
の
角

の
柱
の
上
に
ド
ー
ム
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
オ
ル
タ
キ
ョ
イ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
と
ド
ル
マ
バ
フ
チ
ェ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
ア
ブ
デ
ュ

ル
メ
ジ
ト
の
母
ベ
ズ
ミ
・
ア
ー
レ
ム
・
ヴ
ァ
ー
リ
デ
・
ス
ル
タ
ン
の
名
を
冠
す
る
ド
ル
マ
バ
フ
チ
ェ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
は
、
二
つ
の
ミ
ナ
レ
ッ
ト

を
持
ち
、
モ
ス
ク
内
部
は
宮
殿
の
よ
う
に
明
る
く
輝
い
て
い
る
。

ド
イ
ツ
で
建
築
教
育
を
受
け
た
建
築
家
ケ
マ
ー
レ
ッ
デ
ィ
ン
は
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
で
ワ
ク
フ
所
有
の
壮
麗
な
商
業
ビ
ル
や
簡
素
な
様
式
の

ボ
ス
タ
ン
ジ
ュ
及
び
ベ
ベ
ッ
キ
の
両
モ
ス
ク
、
テ
ペ
バ
シ
ュ
で
は
ケ
メ
ル
・
ハ
ト
ゥ
ン
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
、
エ
ユ
ッ
プ
で
は
ス
ル
タ
ン
・
メ
フ
メ

ト
五
世
（
在
位
一
九
〇
九
～
一
九
一
八
年
）
の
廟
、
ヒ
ュ
ッ
リ
エ
ッ
ト
の
丘
に
は
マ
フ
ム
ー
ド
・
シ
ェ
ヴ
ケ
ッ
ト
・
パ
シ
ャ
の
廟
、
ラ
ー
レ
リ

の
住
宅
、
そ
し
て
ア
ン
カ
ラ
で
は
旧
国
会
議
事
堂
や
ア
ン
カ
ラ
・
パ
レ
ス
、
ガ
ー
ズ
ィ
教
育
研
究
所
な
ど
の
建
物
を
つ
く
っ
て
い
る
。

セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
と
君
侯
国
時
代
に
そ
の
基
盤
が
形
成
さ
れ
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
最
初
の
数
世
紀
の
間
に
独
自
の
様
式
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、

建
築
家
ス
ィ
ナ
ン
と
と
も
に
頂
点
に
達
し
た
オ
ス
マ
ン
朝
の
建
築
様
式
は
、
現
在
ア
ン
カ
ラ
の
コ
ジ
ャ
テ
ペ
・
ジ
ャ
ー
ミ
イ
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
建
築
と
都
市
計
画
の
文
化
と
し
て
ト
ル
コ
共
和
国
の
首
都
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
人
々
の
愛
着
を
見
る
限
り
、
オ
ス
マ
ン
朝
の
建

築
様
式
は
今
後
も
こ
の
土
地
に
存
在
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

第四章 / トルコにおけるワクフの「作品」

19 世紀、イスタンブールにつくられた
帝政様式のオルタキョイ・ジャーミイ
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◎ 
最
後
に

本
書
の
主
題
で
あ
る
ワ
ク
フ
は
、
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
助
け
合
い
・
協
調
・
善
行
の
精
神
を
体
現
す
る
民
主
的
な
非
政
府
組
織
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ワ
ク
フ
を
通
じ
て
国
民
に
社
会
的
正
義
の
精
神
が
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
地
球
規
模
で
の
文
明
発
展
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
こ
の
民
主
的
な
非
政
府
組
織
で
あ
る
ワ
ク
フ
は
ま
さ
に
そ
の
中
心
的
な
存
在
た
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
存
在
意
義
と
価
値
は

時
代
を
経
て
も
決
し
て
色
あ
せ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
社
会
に
は
、
貧
困
と
の
闘
い
な
ど
様
々
な
解
決
す
べ
き
問
題
が
あ
り
、
そ
の
問
題

は
様
々
な
原
因
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
が
何
で
あ
れ
、
ワ
ク
フ
の
目
的
は
そ
う
し
た
問
題
の
解
決
策
を
提
示
す
る
こ

と
に
あ
る
。

ワ
ク
フ
に
関
す
る
資
料
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
創
設
さ
れ
た
土
地
に
生
き
た
諸
民
族
の
人
間
的
資
質
、
慈
善
を
尊
ぶ
心
、
芸

術
や
建
築
、
都
市
計
画
に
お
け
る
考
え
方
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
の
地
域
の
社
会
構
造
、
人
口
動
態
、
教
育
・
文
化
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
研
究
に
よ
っ
て
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
の
下
に
生
き
た
人
々
が
、
ど
れ
ほ
ど
読
書
を
好
み
図
書
館
を
つ
く
っ
て
き

た
か
、
ど
れ
ほ
ど
書
道
や
伝
統
的
装
飾
芸
術
の
振
興
に
努
め
て
き
た
か
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
文
明
の
発
展
の
度
合
い
も
知
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
ワ
ク
フ
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
と
そ
の
発
展
の
要
因
を
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

人
々
が
ワ
ク
フ
を
つ
く
る
こ
と
に
は
様
々
な
要
因
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
、
イ
ス
ラ
ー
ム
・
ト
ル
コ
世
界
の
社
会
と
個

人
に
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
信
仰
の
あ
り
方
、
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
に
属
す
る
人
々
の
世
界
観
や
国
家
観
、
や
む
な
く
社
会
的
弱
者
と
な
っ
た

人
々
を
社
会
的
に
強
い
立
場
の
人
々
か
ら
守
る
べ
き
と
の
確
固
た
る
理
念
な
ど
が
、
ワ
ク
フ
創
設
の
大
き
な
原
動
力
と
な
っ
た
。

今
日
保
存
さ
れ
て
い
る
ワ
ク
フ
や
国
の
資
料
を
研
究
し
て
み
る
と
、
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
多
岐
に
わ
た
る
公
益
事
業
が
ワ
ク
フ
の
手
に
よ
っ

て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
召
使
い
が
誤
っ
て
皿
を
割
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
罰
を
受
け
な
い
よ
う
に
代
わ
り

の
新
し
い
皿
を
購
入
す
る
事
業
、
羽
が
折
れ
群
れ
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
渡
り
鳥
の
世
話
を
す
る
事
業
、
大
雪
の
た
め
に
食
べ
も
の
を
失
っ
た

野
生
動
物
に
え
さ
を
与
え
る
事
業
、
親
の
な
い
子
供
た
ち
に
衣
服
代
や
教
育
費
を
与
え
る
事
業
、
貧
し
い
女
性
た
ち
の
結
婚
を
助
け
る
事
業
、

借
金
の
た
め
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
人
た
ち
を
釈
放
す
る
資
金
を
提
供
す
る
事
業
、
貧
し
い
囚
人
に
食
糧
や
燃
料
を
提
供
す
る
事
業
、
年
老
い
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成熟し頂点に達したモスクの建築様式は、現代にまでその
伝統を引き継いでいる（photo: tr.wikipedia.org）
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た
未
亡
人
に
家
に
い
な
が
ら
で
き
る
仕
事
を
提
供
す
る
事
業
、
医
療
機
関
で
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
貧
し
い
人
々
を
在
宅
で
、
も
し

く
は
ワ
ク
フ
の
病
院
で
治
療
す
る
事
業
、
旅
人
や
学
生
、
研
究
活
動
に
携
わ
る
学
者
に
食
事
や
宿
泊
施
設
を
提
供
す
る
事
業
、
土
地
を
開
拓
し

町
を
つ
く
る
事
業
、
都
市
の
歴
史
的
な
景
観
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
建
物
を
再
生
さ
せ
る
事
業
…
。
ワ
ク
フ
は
歴
史
を
通
し
て
驚
く
ほ
ど
多
彩

な
事
業
を
展
開
し
社
会
に
貢
献
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

ワ
ク
フ
の
活
動
よ
っ
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
、
か
つ
て
の
ど
の
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
に
も
実
現
で
き
な
か
っ
た
多
く
の
こ
と
を
達
成
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
国
家
レ
ベ
ル
で
は
言
語
・
宗
教
・
民
族
を
問
わ
ず
、
国
民
一
人
ひ
と
り
の
幸
せ
の
た
め
に
力
を
尽
く
す
公
正
な
政
治
家
が
育
ち
、
国

の
富
を
社
会
の
各
層
へ
公
正
に
配
分
す
る
制
度
が
で
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
来
に
不
安
を
持
つ
こ
と
な
く
、
互
い
に
尊
重
し
合
い
、
正
義
感

に
溢
れ
た
国
民
が
生
ま
れ
た
。
ワ
ク
フ
が
行
っ
た
諸
事
業
は
文
明
の
発
展
に
大
い
に
寄
与
し
、
人
々
が
幸
せ
に
住
む
こ
と
が
で
き
る
町
を
つ
く

る
こ
と
が
で
き
た
。
ど
の
よ
う
な
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
も
オ
ス
マ
ン
帝
国
ほ
ど
ワ
ク
フ
を
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
社
会
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

本
書
で
は
、
ワ
ク
フ
の
組
織
と
そ
れ
が
ト
ル
コ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
の
発
展
と
成
熟
に
寄
与
し
て
き
た
歴
史
的
役
割
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。

ワ
ク
フ
は
そ
の
活
動
の
中
心
に
人
間
を
置
き
つ
つ
も
、
他
の
す
べ
て
の
生
き
物
と
の
共
存
を
図
り
、
自
然
環
境
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
、
生
態

系
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
こ
と
を
常
に
心
が
け
て
き
た
民
主
的
な
非
政
府
組
織
で
あ
る
。
ワ
ク
フ
と
ワ
ク
フ
の
「
作
品
」
を
知
る
こ
と
な
く
、
ト

ル
コ
の
文
化
や
町
の
歴
史
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
西
洋
の
文
献
に
書
か
れ
て
あ
る

こ
と
と
は
異
な
り
、
オ
リ
エ
ン
ト
文
明
に
お
い
て
は
何
世
紀
も
前
か
ら
非
政
府
組
織
の
重
要
性
が
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
し
た
。
そ
の

代
表
例
で
あ
る
ワ
ク
フ
は
、
社
会
、
文
化
、
都
市
計
画
な
ど
の
分
野
で
歴
史
に
残
る
多
く
の
作
品
を
生
み
出
し
て
き
た
。
そ
し
て
現
在
、
そ
の

重
要
性
を
ま
す
ま
す
増
し
て
い
る
民
主
的
な
非
政
府
組
織
の
原
点
と
し
て
、
ワ
ク
フ
は
人
々
に
多
く
の
希
望
を
与
え
社
会
に
灯
火
を
点
し
続
け

て
い
る
。
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セリミエ・ジャーミイの中庭。このモスクの内部は光に
満ち溢れ、そこにはあらゆる美が凝縮されている
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注釈及び参考文献
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	 H.  （ヒジュラ暦）
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No.	 （番号）
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VUM	 （ワクフ総庁）
Yayına	haz.	（ 出版編集）
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77 Öztürk,	Nazif,	 “Eski	Vakıf	Üniversiteler	Ya	da	Medâris-i	Âliler”XVIII.	Vakıf	Haftası/Vakıf	Üniversiteleri	

Sempozyumunda	Sunulan	Tebliğ,	İstanbul	09	Aralık	2000,	TED	İstanbul	Koleji	Vakfı.
78 Cahit,	Baltacı,	Age,	s.	353.
79 Kürkçüoğlu,	K.	Edib,	Süleymaniye	Vakfiyesi,	Ankara	1962,	s.	42-43.
81    この割合はほぼ全ワクフにおいて実行されてきた。バヤズィト２世のワクフにおいて、教師は 51 ディルヘム、ハー

フィズ（クルアーンをすべて暗記している人）は２ディルヘム、門番は２ディルヘム、じゅうたん係は２ディ
ルヘムの給料をもらい、18 人の学生は２ディルヘムの奨学金をもらっていた。(VGMAK892:185,	Terç.	VGMA	
892:	2148/59-82). この割合は、ファーティヒのワクフ (VGM,	Fatih	Mehmet	II	Vakfiyesi,	Ankara	1938,	s.	247) 及
びスレイマニヤのワクフ (Kürkçüoğlu,	K.	Edib,	Süleymaniye	Vakfiyesi,		Ankara	1962,	s.	32) においても、そのま
ま適用されていた。現在のトルコの例で見ると、最下級の公務員の給料は約 1,111 トルコリラ。当時のワクフの
奨学金を現在に当てはめてみると、学生の奨学金は 1,111 トルコリラ、教授の月給は２万５千リラに値する。そ
れに比べ、現在の私立大学を含む教員の給料や奨学金の額はかなり低い。学問を学んだり教えるにあたっては、
上記のような給料水準は必要であろう。

81 Kürkçüoğlu,	K.	Edib,	Süleymaniye	Vakfiyesi,	Ankara	1962,	s.	32;	Adıvar,	Adnan,	Osmanlı	Türklerinde	İlim,	
İstanbul	1970,	s.	39;	Cahit,	Baltacı,	Age,	s.	352;	Ergin,	O.	Nuri,	Türk	Maarif	Tarihi,	İstanbul	1977,	C.	I-II,	B.2,	s.	
98-99.

82 Köprülü,	Fuat,	Osmanlı	İmparatorluğunun	Kuruluşu,	Ankara	1972,	B.	2,	s.	114.
83 Subhi,	Tabakatu’s-Şafiye,		Kahire	1966,	C.	IV,	s.	314.
84 Öztuna,	Yılmaz,	Türkiye	Tarihi,	İstanbul	1967,	C.II,	s.	235.
85 VGMA,	Yıldırım	Bayezıd	Vakfiyesi,		892/1399:	608	番号 22.	アナトリアノート 95/79,	s.	82.
86 「…寛大な寄付者であるスルタンは、病院の医薬品、食材など資材の調達のため、ご自身のワクフより一日当たり

211 アクチェを提供された。ワクフの管理人たちは、砂糖なども含めたあらゆる資材をもれなく時間通りに倉庫
担当者に渡し、それらの資材はワクフの定款の通り制限なく使うものとする」 (VGM,	Fatih	Mehmet	II	Vakfiyesi,	
İstanbul	1938,	s.	250/281-282).

87 「病院の飲食代などの必要経費について、ワクフは一日当たり 211 ディルヘムを提供するものとする」(VGMAK,	
II.	Bayezıd’ın	Vakfiyesi （エディルネにおける寄付された諸施設について）,	892/1486:	185/97).
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88 「病院が必要とする医薬品などの資材を医師の要望どおりに購入し病院の倉庫に備蓄する。ただし、資材は最も高
品質で新鮮なものとする。悪質なもの、古いものは断るものとする。重量が不足しているものは買わないものと
する。昼食・夕食で使われる羊肉は必要な量だけ、管理人が精肉店より購入し、腐敗している肉は買わないこと
とする。預けられた責任は、指示通り果たし、肉は予定通りに準備することとする。羊肉にヤギなどの肉を混ぜ
てはいけない。このような食料品以外にも飲料品、医薬品など必要な資材を調達するために、一日当たり 311 ア
クチェを提供するように命じる」(Kürkçüoğlu,	K.	Edib,	Süleymaniye	Vakfiyesi,	Ankara	1962,	s.	39,	44-42	/151-
152) という命令を通じて、病人が回復するためにどのような出費も惜しまなかったことがわかる。

89 裁判記録８号、ページ 159 より 。Gökçen	İbrahim,	Manisa	Tarihinde	Vakıflar	ve	Hayrat	(H.	954-1060),	İstanbul	
1946,	s.	126.

91 先ほど名前が挙がったワクフをつくったスルタンの后が次のことを条件とした。医薬品、シロップ、治療のため
のスープなどに一日当たり 151 ディルヘムを用いる。これらは、診療所に入院している患者に必要に応じて配分
される。しかし、患者に受け取ることを強要してはいけない。診療所に入院していない人が、シロップや薬品を
要求しても渡してはいけない。しかし、月曜日と木曜日に限り、二人の医師が、外来の患者が必要としていると
判断した場合、非売品として必要量のみ渡すことができる。(VGMA,	Haseki	Sultan	Vakfiyesi,	959/1551:608/23,	
143/222,	s.	231).

91 先ほど名前が挙がったワクフをつくったスルタンの后が次のことを条件とした。ワクフの収入から、医薬品、飲
料品、塗り薬、食料品などの必需品に、一日当たり 211 ディルヘムを用いる。これらは、診療所に入院している
患者に必要に応じて配分される。飲料品や塗り薬の残った分は、外来の患者に配分すること。金曜日を除き毎日、
外来の患者が必要としていると判断した場合、依頼者に飲料品と塗り薬を渡すこと。 (VGMAK,	Nurbanu	Sultan	
Vakfiyesi,	990/1582:121/211,	s.	212-213)

92 「聖なるメッカで見つけることが困難であり、かつ病人が必要とする様々な飲料品や医薬品を提供するため、毎年
611 フロリを割り当てる」 (VGMAK,	Şehit	Sadrazam	(Sokullu)	Mehmed	Paşa	Vakfiyesi,	981/1573:	149/363).

93 Gürkan,	Kazım	İsmail,	Gureba	hastanesi	Tarihçesi,	İstanbul	1967,	B.3,	s.	29-30.
94 VGMA,	Bezm-i	âlem	Valide	Sultan	Vakfından	Gureba	Hastahanesi’nin	22	Safer	1263	tarihli	Tüzüğü,	44	numaralı	

Fodla	Def.,	s.	27.
95 VGM,	Fatih	Mehmet	II	Vakfiyesi,	İstanbul	1938,	s.	250/281-282; 同じような表現はファーティヒ・メフメト２世

の他のワクフの記録を参照。 Akgündüz,	Ahmet-Öztürk,	Said,	“Fatih	Sultan	Mehmed’in	Ayasofya	Vakfiyesi”,	Üç	
Devirde	Bir	Mabed	Ayasofya,	İstanbul	2005,	s.	299.

96 Evliya	Çelebi,	Seyahatnamesi	(Ahmed	Cevdet	tab’ı),	Dersaadet	1314,	C.	III,	s.	470.
97 Terzioğlu,	Aslan,	“Ortaçağ	İslâm-Türk	hastahaneleri	ve	Avrupa’ya	Tesirleri”,	Belleten,	Ankara	1970,	C.	XXXIV,	S.	

133-134,	s.	137.
98 Evliya	Çelebi,	Age,	s.	469.
99 Evliya	Çelebi,	Age,	s.	469-470.
111 VGMAK,	Gülnuş	Sultan	Vakfiyesi,	1090/1679:	143/	s.	16,	28-39,	64,	68.
111 VGMAK,	Sadrazam	Şehid	(Sokullu)	Mehmed	Paşa	Vakfiyesi,	981/1573:	149/363.
112 VGMA,	Haseki	Sultan	Vakfiyesi,	958/1551:	608/23,	143/222,	s.	230.
113 「医師は患者の様子をよく観察し、尿検査を行い、他の病気の症状も確認する」 (VGMA,	Haseki	Sultan	Vakfiyesi,	

958/1551:608/23,	143/222,	s.	230.)
114 「苦しんでいる人たちの様子を注意深く頻繁に観察する。脈拍数や体温などを頻繁に計る。治療中の患者をより安

楽にするためにあらゆる手段をとる」 (	VGMAK,	Nurbanu	Sultan	Vakfiyesi,	990/1582:121/169.)
115 Kürkçüoğlu,	K.	Edib,	Süleymaniye	Vakfiyesi,	Ankara	1962,	s.	41,	169.
116 Şehsuvaroğlu,	Bedi	N.,İstanbul’da	500	Yıllık	Sağlık	Hayatımız,	İstanbul	1953,	s.	48.
117 Öztuna,	Yılmaz,	Osmanlı	İmparatorluğu,	Türk	Ansiklopedisi’nin	XXVI.	Cildinden	Ayrı	Baskı,	Ankara	1977,	s.	147.
118 これに関する詳細については、サブンジュオグル・ムジュレブハーネ図書館、トプカプ宮殿アフマド３世図書館 、
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2124; ファーテヒ図書館 、3536 そして大学図書館 ,	Yıldız,	Tıb,	335,	214 にての書籍を参照。さらに新ローマ字
での研究は次を参照。Şehsuvaroğlu,	Bedi	N.	Age,	s.	56-62 及び Adıvar	Adnan	A.	Age,		s.	44-45’.

119 Öztuna,	Yılmaz,	Age 別版 ,	s.	148.
111 ベズミ・アーレム・ワーリデェ・スルターンワクフ病院の 22 サフェル 1263 付けの規則 ,	VGMA,	Fodla	Def.	

No:	44,	s.	27.
111 Ünver	A.	Süheyl	“İstanbul’un	Zaptından	Sonra	Türklerde	Tıbbî	Tekâmüle	Bir	Bakış”,	VD,	S.	I	(Ankara	1938),	B.2,	

İstanbul	1969,	s.	72. ファーティヒ・キュッリエにおける医学教育や医療についての詳細は次を参照。Unan,	Fahri,	
Kuruluşundan	Günümüze	Fatih	Külliyesi,	Ankara	2003,	s.	76-83,274-290.

112 Gürkan,	Kâzım	İsmail,	Süleymaniye	Daru’ş-şifası,		İstanbul	1966,	s.	3-4.
113 Kürkçüoğlu,	Edib	Kemal,	Süleymaniye	Vakfiyesi,		Ankara	1962,	s.	32-33,	87-88.
114 Gürkan,	Kâzım	İsmail,	Age,	s.	14-15.
115 ケトゥホタ・ジャン・ノエダ・ハニム・ワクフの定款には、必要に応じて未婚・既婚にかかわらず女性に住居を提供し、

貧しい人々や未亡人に生活保護費を提供すると記されている。(VGMA,	1187:	741/121-122); アブルフェッタフベ
イの后アーイシャシヂィカ・ハニムワクフの定款には、貧しい少女や未亡人に結婚費用を援助し、結婚適齢期が
過ぎている女性に衣服を提供すると記されている。 (VGMA,	1282:	610/137-138), メフメト・ターヒル・エフェ
ンディのワクフの定款には、残った資金の元本はワクフに戻し、それ以外の分は未亡人、孤児、貧しいムスリム
たちに、理事会の承認の上で均等に配分するようにと記されている。	(VGMA	1300:	610/168-169) 

116 Barkan,	Ö.	Lütfi,	“İmaret	Sitelerinin	Kuruluş	ve	işleyişi”,	İFM,	İstanbul	1963,	C.	XXIII,	S.	1-2,	s.	241,	284.
117 Yalçın,	Aydın,	Age,	s.	259.
118 Turan,	Osman,	“Celaleddin	Karatay	Vakfiyesi”,	Belleten,		Ankara	1948,	s.	42.
119 アナトリア地方におけるキャラヴァンの道路事情についての詳細は次を参照。Tuncer,	Orhan	Cezmi,	Anadolu	

Kervan	Yolları,	Ankara	2008,	s.	9-88.
121 Akgündüz,	Ahmet,	Osmanlı	Kanunnameleri	İstanbul	1990,	C.II,	s.	43-44;	C.	III,	s.	92,	427-428;	C.IV,	I.	Kısım,	s.	

302,369;	C.	V,	s.	58;	C.	VI,	II.	Kısım,	s.	469.
121 サドラーザム（総理大臣）のハサン・パシャは、アンタキヤ、アレッポ、ダマスカス、エジプト及びメッカの各

都市をアナトリアに繋げ、そしてメッカ巡礼の道ともなっているバクラスとベレンの間に位置するカラムルトに、
城、モスク、ハマーム（公衆浴場）、91 室のあるキャラヴァンサライ、食堂、学校及び商店街から成るキュッリ
エを創設した。水道施設も設け、その周囲に新しい町をつくった。さらにこのワクフは、この施設に宿泊するキャ
ラヴァンが、次の目的地まで安全に到着するために警備隊を創設した。また、旅人の安全確保のために騎馬部隊
も創設し、その中には 26 人の騎馬兵、１人の旗手、１人の軍曹がいた。31 人から成るこの警備隊に支払われた
１人当たりの日当は、隊長 31 アクチェ、旗手 17 アクチェ、主任 16 アクチェ、兵士 15 アクチェ、合計 473 アクチェ
であった。この警備隊の兵士たちは、報酬に値する仕事をしなければいけない。旅人に頼みごとをしたり、侮辱
するような態度をとらず、アンタキヤとベレンの間でキャラヴァンを警護する。旅人の安全確保に十分留意し、
仕事を完璧にこなさなければならない。アッラーのご加護を祈り、万が一旅人に何かあった場合、その損害は責
任者である警備の兵士が負担する。それとともに、キュッリエの安全のために、15 人の陸軍兵士、一人のお城番人、
４人の世話人を配置する。１人当たりの日当として、お城番人に 15 アクチェ、世話人に 12 アクチェ、兵士に 11
アクチェ、合計 21 人に 213 アクチェを提供する。これに対して、兵士たちは城及びその周囲の施設をしっかり守
らねばならない。	(VGMA,	Hasan	Paşa	Vakfiyesi,	1116/2224,	s.	5). 上記のような資料により、セルジューク朝及
びオスマン朝時代に、交通の安全のためにワクフの組織が活用されていたこと、管理人たちは権利や義務を負っ
ていたこと、そして、国家予算の支出ではなくワクフによって旅人の財産や命が保護されていたことがわかる。

122 Yalçın,	Aydın,	Age,	s.	268-269.
123 Öztürk,	Nazif,	Azınlık	Vakıfları,	Ankara	2003,	s.	17. エヴリヤー・チェレビはハマームの運営について次のように

述べている。「イスラム教において、清潔さは宗教の義務であるため、アッラーのしもべたちは毎日ハマームに入
り全身を清潔に保つようにしています」(	Evliya	Çelebi	Seyahatnamesi,	Dersaadet	1314,	C.I,	s.	330). オスマン帝
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国におけるトルコ人たちはハマームをとても大切にしていた。ハマームで体を洗い、清潔にし、ひげを剃るだけ
ではなく、ハマームはそこで一日ゆっくりと体を休め、人々と交流し、世の中の動きや情報を交換する社会文化
活動のセンターでもあった。 (Yalçın,	Aydın,	Age,	s.	188)	. そのため、ハマームは上品で清潔さにあふれる、きれ
いな場所でなければならなかった。たとえば、マニサのハマームでは手桶が磨かれていず、またお湯も熱すぎた
ことから裁判官に訴えられている。 (Gökçen,	İbrahim,	Age,	126). ワクフのハマームやオスマン帝国における水
文化についての詳細は下記を参照。Osmanlı	Su	Medeniyeti	Uluslararası	Sempozyumu	Bildiriler	Kitabı,	İstanbul,		
5-8	Mayıs	2000.

124 ファーティヒのワクフの記録には次のように記されている。「貧しい人富める人を問わず、すべての客は笑顔で迎
えられ、丁重に扱われ、困難な旅に疲れ果てている旅人は、そこに３日間宿泊し、英気を養うための場所や食事
が提供され、動物たちにも休息の場所や食べ物が与えられること」 (Fatih	Mehmet	II	Vakfiyesi,		s.	251).

125 「食事と食事の間の時間帯に着く人たちは、貯蔵室の蜂蜜、バター、ペクメズ（ぶどうのデザート）、チーズ、ヨー
グルトなどでもてなすこと」 (VGMA,	Hüsrev	Paşa	Vakfiyesi,	582/1,	3/7).

126 VGMAK,	Sadrazam	Sokullu	Mehmet	Paşa	Vakfiyesi,	891/1573:	149;	Terç.	VGMA	981:	2104/442-477.
127 VGMA,	Agv,	s.	442-477.
128 VGMA,	Sinan	Paşa	Vakfiyesi,	931:	608	(22.	Anadolu	Vakfiye	Defteri),	321/287.
129 Ogier	Ghiselin	de	Busbecq,	Türkiye’yi	Böyle	Gördüm	(1552-1564)	(Haz.	Aysel	Kıratlıoğlu)	Tercüman	1001	Temel	

Eser	31,	s.	27-29.
131 Öztuna,	Yılmaz,	Ag 別版 ,		s.	146.
131 Barkan,	Ömer	Lütfi,	“İmaret	Sitelerinin	Kuruluş	ve	İşleyişi”,	İFM,	İstanbul	1963,	C.XXIII,	S.	1-2,	s.	296.
132 Barkan,	Ömer	Lütfi,	Agm,	s.	97.
133 Öztuna,	Yılmaz,	Ag	Ayrıbasım,	s.	146.
134 Evliya	Çelebi,	Seyahatnamesi,	Dersaadet	1314,	C.	III,	s.	439-460.
135 Arsebük,	Esat,	Medeni	Hukuk,	Başlangıç	ve	Şahsın	Hukuku,		İstanbul	1938,	C.	I,	s.	298.
136 ワクフの規則に関する研究書では、完璧なワクフを次のように定義している。「アッラーのしもべたちが利益

を受けるために、すべての所有物をアッラーの所有物とし、その所有権の譲渡や売買を禁じる」。 (Ömer	Hilmi	
Ef.,Age,	s.	2). アリ・ハイダル・エフェンディはワクフを次のように定義している。「ワクフは、アッラーのしも
べたちが利益を受けるために、すべての所有物をアッラーの所有物とし、その所有権の譲渡や売買を永久に禁
じ、その利益はサダカとして、あるいは他の用途で使用すること」。 (Tertibü’s-sunûf	fi	Ahkâmi’l-Vukûf,	İstanbul	
1340,	s.	6). 

137 Yinanç,	M.	Halil,	Selçuklu	Devri	Türkiye	Tarihi	I	Anadolu’nun	Fethi,	İstanbul	1944,	s.	9.
138 Yediyıldız,	Bahaeddin,	“Vakıf	Müessesesinin	XVIII.	Asır	Türk	Toplumundaki	Rolü”,	VD,	Ankara	1982,	S.XIV,	s.	

25;	Öztürk,	Nazif,	Türk	Yenileşme	Tarihi...,	s.	24.
139 Barkan,	Ö.	Lütfi-Ayverdi	E.	Hakkı,	İstanbul	Vakıfları	Tahrir	Defteri	953	(1546)	Tarihli,	 İstanbul	1972,	s.	VIII/

Tablo-I.
141 Selçuk,	Furuzan,	“Vakıflar	(Başlangıçtan	18.	Yüzyıla	Kadar)	Islamic	Sociaty	and	the	West”,	VD,	İstanbul	1965,	S.	

VI,	s.	21-29.
141 Yüksel,	Hasan,	“XVI.	Yüzyılda	Osmanlı	Vakıfları”,	Halil	İnalcık	Hatıra	Sayısı,	Eren	Yayınları	1998,	s.	I8.
142 Yüksel,	Hasan,	Osmanlı	Sosyal	ve	Ekonomik	Hayatında	Vakıfların	Rolü	(1585-1683),	Sivas	1998,	s.	22.
143 Yediyıldız,	Bahaeddin,	Institution	Du	Vaqf	Au	XVIIIé	Siécle	En	Turquie-étude	socio-historique,	Ankara	1985,	s.	

151.
144 Öztürk,	Nazif,	Türk	Yenileşme	Tarihi...,	s.	34.
145 Öztürk,	Nazif,	Türk	Yenileşme	Tarihi...,	s.	40; 国家計画局は、その時代に創設されたワクフの数を５万件と推定

している。(DPT,Beşinci	Beş	Yıllık	Kalkınma	Plânı	Vakıf	Özel	İhtisas	Komisyonu	Raporu,	Ankara	1983,	s.	72. ワ
クフ庁が作成したワクフ法案の理由の欄に、トルコ民法の承認日である 1926 年 2 月 17 日以前に創設されたワク
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フの数は、マズブート・ワクフの数は 39,851 件、ムルハーク・ワクフの数は 313 件、宗教団体や商人たちのワク
フの数は 161 件と記されている。 (TC.	Başbakanlık,	5231	Sayılı	Dernekler	Kanunu	ve	Vakıflar	Kanunu	Tasarısı	
Taslağı,	Ankara,	Ekim	2004,	s.	131). 後者の２つのワクフの数は正式なものであるが、マズブート・ワクフの件数
に関しては推定である。

146 Elmalılı	M.	Hamdi,	Ahkâm-ı	Evkâf	,	İstanbul	1327,	s.	112-116.
147 Elmalılı,	M.	Hamdi,	Age,	s.	117.
148 ワクフの種類に関しては下記を参照。Öztürk,	Nazif,	Menşe’i	ve	Tarihi	Gelişimi…,	s.	80-116;	Öztürk,	Nazif,	Türk	

Yenileşme	Tarihi…,	s.	247-276;	Akgündüz,	Ahmet,	İslâm	Hukukunda	ve	Osmanlı	Tatbikatında	Vakıf	Müessesesi,	
İstanbul	1996,	B.2,	s.	367-369,441-506.

149 İbnü’l-Emin	M.	Kemal-Hüseyin	Hüsameddin,	Evkâf-ı	Hümâyûn	Nezâreti’nin	Tarihçe-i	Teşkilâtı	ve	Nuzzârın	
Teracüm-i	Ahvali,	Dâru’l-hilafetü’l-âliye	(İstanbul)	1335,	s.12.

151 İbnü’l-Emin-Hüsameddin,	Age,	s.	12;	Köprülü,	Fuat,	Agm,		s.	22.
151 Mustafa	Nuri	Paşa,	Netâyicü’l-Vukuât,	İstanbul	1327,	C.II,	s.	99.
152 Mustafa	Nuri	Paşa,	Age,	s.	99.
153 İbnü’l-Emin-Hüsameddin,	Age,	s.	13-14.
154 Akgündüz,	Ahmet,	Age,	s.	360-361.
155 VGMK,	Osman	III	Vakfiyesi,	1755,	Def.	No:	49,	s.	29.
156 VGMK,	Mustafa	III	Vakfiyesi,	1764,	Def.	No:	187,	s.	232.
157 VGMK,	Abdülhamid	I	Vakfiyesi,	1780,	Def.	No:	159,	s.	22-81.
158 VGMK,	Nevres	Sultan	Vakfiyesi,	1782,	Def,	No:	178,	s.	22;	VGMK,	Hasbiye	Kadın	Vakfiyesi,	1795,	Def.	No:	113,	

s.	19.
159 VGMK,	Selim	III	Vakfiyesi,		Def.	No:	29,	s.	75-78.
161 İbnü’l-Emin-Hüsameddin,	Age,	s.	21-26;	Hatemi	Hüseyin,	Medeni	Hukuk	Tüzelkişileri	I,	İstanbul	1979,	s.	330;	

Akgündüz,	Ahmet,	Age,	s.	360-364.
161 Akdağ,	Mustafa,	Türkiye’nin	İktisadî	ve	İçtimaî	Tarihi	(1453-1559),	İstanbul	1974,	C.II,	B.2,	s.	128-129;	Cem,	

İsmail,	Türkiye’deki	Geri	Kalmışlığın	Tarihi,	İstanbul	1977,	B.6,	s.	99.
162 Arsebük,	Esat,	Medeni	Hukuk,	Başlangıç	ve	Şahsın	Hukuku,		Ankara	1938,	C.	I,	s.	298.
163 Cem,	İsmail,	Age,	s.	50.
164 Mustafa	Nuri	Paşa,	Age,	s.	148;	Onar,	Sıdık	Sami,	İdare	Hukukunun	Umumi	Esasları,	İstanbul	1952,	s.	520,	dn.	6;	

Barkan	Ömer	Lütfi,	“Şer’î	Miras	Hukuku	ve	Evlatlık	Vakıfları”,İ.Ü.	Huk.	Fak.	Mecmuası,	İstanbul	1940,	C.VII,	S.	I,	
s.	14.

165 Köprülü,	Fuat,	Agm,	s.	26.
166  「所有物の譲渡や売買を禁じること」とは、動産及び不動産の取引、寄付を永遠に禁じ無期限に停止させることで

ある。(Öztürk,	Nazif,	Age,	Ankara	1983,	s.	29).
167 Elmalılı,	M.	Hamdi,	İrşadu’l-Ahlâf	fi	Ahkâmi’l-Evkâf,	İstanbul	1330,	s.162-172;	Öztürk,	Nazif,	Elmalılı	M.	Hamdi	

Yazır	Gözüyle	Vakıflar,	Ankara	1995,	s.133-139.
168 これについて詳細は下記を参照。

Öztürk,	Nazif,	Age,	Ankara	1983,	s.	150-151.
169 Köprülü,	Fuat,	Agm,	s.	30.
171 Onar,	Sıdık	Sami,	Age,	s.	517,	dn.	5.
171 Köprülü,	Fuat,	Agm,	s.	32.
172 Elmalılı	M.	Hamdi,	Age,	İstanbul	1330,	s.162-192;	Öztürk,	Nazif,	Eimalılı	M.	Hamdi	Yazır	Gözüyle	Vakıflar,	

Ankara	1995,	s.	133-149.
173 M.	Hamdi	(Yazır),	Age,	İstanbul	1327,	s.	10-11.
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174 M.	Hamdi	(Yazır),	Age,	İstanbul	1327,	s.	11;	Öztürk,	Nazif,	Age,	Ankara	1983,	s.	141.
175 M.	Hamdi	(Yazır),	Ahkâm-ı	Evkâf	(Taşbasma)	Mekteb-i	Mülkiye	Ders	Takrirleri,	 İstanbul	1326,	s.11;	Öztürk,	

Nazif,	Elmalılı	M.	Hamdi	Yazır	Gözüyle	Vakıflar,	Ankara	1995,	s.	34;	Öztürk,	Nazif,	Türk	Yenileşme	Tarihi…,	
Ankara	1995,	s.	398.

176 Düstur,	III/I,	1929:	6.
177 Arıburun,	Kemal,	Milli	Mücadele	ve	İnkılaplarla	İlgili	Kanunlar,	Ankara	1957,	C.	I,	s.	196.
178 Düstur,	III/I,	1929:	196;	Hatemi,	Hüseyin,	Medeni	Hukuk	Tüzelkişileri	I,	İstanbul	1979,	s.	379.
179 Evkâf/Bütçe	Mazbatası		1327:	45.
181 Bulut,	Mehmet,	“Şer’iye	Vekâleti’nin	Dinî	Yayın	Hizmeti”,	Diyanet	İlmî	Dergisi,	Ankara,	Ocak,	Şubat,	Mart	1994,	

C.	30,	S.	I,	s.	3-16.
181 ワクフの理事会設立のために、旧ローマ暦 1338 年 11 月 12 日（西暦 1922 年 11 月 25 日）、決議 1978 号によって、

ワクフ法第４条を変更した。(Düstur,	III/III	1929:	158), この規則は 284 号の「ワクフ総会に関する条項」により、
旧ローマ暦 1338 年 12 月 7 日（西暦 1922 年 12 月 21 日）に法律化された。(Düstur,	III/III,	1929:	173).

182 RG	1948:	227/	139-147;	RG	2008:	5-26,	Md.	42.
183 Başbakanlık	Cumhuriyet	Arşivi	(BCA)	1922:	18/224-5.
184 BCA	1922:	18/224-5.
185 BCA	1923:	18/224-12.
186 BCA	1923:	18/224-12.
187 BCA	1921:	18/224-2.
188 TBMM	Zabıt	Ceridesi.	2.	Devre,	C.	6,	s.	478-479;	TBMM	Zabıt	Ceridesi,	2.	Devre,	C.	7,	s.	23.
189 BCA	1923:	18/223-4/1;	BCA	1924:	18/223-9/1.
191 Öztürk,	Nazif,	Türk	Yenileşme	Tarihi…,	s.	89-91.
191 詳細については下記を参照。Öztürk,	Nazif,	“Vakıflarda	Merkezî	Yönetime	Geçişin	Arka	Planı:	Evkâf	Umum	

Müdürlüğü’nün	Kurulması”,Türkiye	Cumhuriyeti	Devleti’nin	Temel	Dinamikleri	Açısından	3	Mart	1924	Yasaları	
ve	Günümüze	Yansımaları	Sempozyumu	Bildirileri,	Ankara	2007,	s.	85-126.

192 RG	1926:	339/743;	Düstur,	III/VII	1933:	479. 改正トルコ民法は 2111 年 11 月 22 日付けの決議 4721 号で承認され、
2112 年 1 月 1 日の施行にあたり、2111 年 12 月８日付けの国家新聞 24,617 号に掲載された。

193 “Kanun-u	Medeni’nin	Suret-i	Mer’iyeti	ve	Şekl-i	Tatbiki	Hakkında	864	sayılı	Kanun”,	Edip,	Kemal,	Kanunlarımız,	
1929,	s.	489-501.

194 RG		13	Haziran	1936/3027;	Düstur,	III/XXI	1936,:586.
195 RG		1954,	8608/6219.
196 RG		2008,	26800/5737,	s.	5-36.
197 ワクフ及びワクフのそれぞれの「作品」の詳細については下記を参照。Öztürk,	Nazif,	Menşe’i	ve	Tarihî	Gelişimi	

…	s.	80-116.
198 Sözen,	Metin,	“Kültürün	Odaklandığı	Anadolu”,	Türk	Vakıfları.	İstanbul	1996,	s.	56-67.
199 兵士たちやムジャーヒド（聖戦士）たちのためにつくられた国境沿いの要塞内の礼拝所兼宿泊施設。国境の見張

りの兵士は戦士であるとともに神秘主義者のダルビーシュ（修行者）でもあった。
211 Özdemir,	Rıfat,	XIX.	Yüzyılın	İlk	Yarısında	Ankara	(1785-1840),	Ankara	1986,	s.	75.
211 Ayverdi,	Ekrem	Hakkı,	Fatih	Devri	Sonlarında	İstanbul	Mahalleleri,	Şehrin	İskânı	ve	Nufusu	（別版）,	Ankara	1958,	s.	

3.
212 Fatih	Mehmed	II	Vakfiyesi	(861/1456,VUM’lüğü	Neşriyatı,	İstanbul	1938,	s.	32.
213 Ahmed	Muhtar	Paşa,	Feth-i	Celil-i	Kostantıniyye,	s.	268;	Evliya	Celebi	Seyahatnamesi,	C.I,	s.	113’ より Ayverdi,	

Ekrem	Hakkı,	Age,		s.	71.
214 Fatih		Mehmed	II	Vakfiyesi,	s.	30-31.
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215 監視塔、小さい町。
216 オスマン帝国の初期から存在する小麦粉、麦類、バター、蜂蜜などの食材の卸売りが行われていた政府所管の市場。
217 荷物用の箱の製造販売が行われていた市場。
218 Barkan,	Ömer	Lütfi,	“Fatih	İmareti	1489-90	Yılları	Muhasebe	Bilançoları”,	İktisat	Fakültesi	Mecmuası,	İstanbul		

1963,	C.	XXIII,	S.	1-2,	s.	299-300.
219 旧小学校。
211 VGMA/Hüsrev	Paşa’nın	(Van’daki	Mevkufatı	ile	ilgili)	Vakfiyesi,	582/1-2/2.
211 VGMA/İskender	Paşa	Vakfiyesi,	973:	581-170/185.
212 Evliya	Çelebi	Seyahatnamesi,	Dersaadet	1314,	C.	IV,	s.	181-187.
213 Talay,	Aydın,	Yıkılan	Bir	Şehrin	Anatomisi,	İstanbul	1996	(Van	Belediyesi	Kültür	Yayını),	s.	60.
214 遊牧民が家畜を連れ通った高原の牧草地。きれいな空気を求めて出かける場所。
215 VGM/Lütfi	Paşa	Vakfiyesi,	950:	1/1;	Kunter,	Halim	Baki,	“Vakfiyelerin	Tarih	ve	Sosyoloji	Bakımından	Önemi”,	

Ülkü	(Halkevleri)	Dergisi,	Ankara	1936,	C.	VI,	S.	35,	s.	238-239.
216 Şeker,	Mehmet,	I.	Vakıf	Haftası	Kitabı,	Aralık	1983,	S.I,	s.	112.
217 Ülken	Hilmi	Ziya,	“Vakıf	Sistemi	ve	Türk	Şehirciliği”	VD,	Ankara	1971,	S.	IX,	s.	31.
218 11 世紀まではクルアーンの本文を書くために、その後は建築物の装飾や壁の内側に使われたアラビア文字の書き

方。その発祥は現在のイラクのクーフェであるため、クーフィー書体と呼ばれている。
219 木材、石材、または金属でできている、空洞ではない本物できれいな表面のこと。ここでは、壁づくりや建築の

完璧さが説明されている。
221 Aslanapa,	Oktay,	“Anadolu	Selçuklu	Camileri”,	İstanbul	1996,	s.	73-76.
221 VGMA	Yıldırım	Bayezîd	Vakfiyesi		802	(1399):	608	(22.	Anadolu	Defteri)	95/79.
222 病院、キャラヴァンサライ、寄宿学校における、買い物担当や経理係。
223 購入済みの物資を管理・保護する倉庫スタッフ。
224 VGMAK,	II.	Bayezid’ın	(Edirne’deki	Hayratına	ait)	Vakfiyesi,	892:	185/	92-97.
225 肘から中指の先までの長さ。75 ～ 91 センチぐらい。
226 スィナンの伝記として著されたこの作品は Sa’yî	Mustafa	Çelebi),	Fatih	Ali	Emirî	Kütüphanesi,	Yazma	No:	92116-

290. サーデゥック・エルデム博士により、新ローマ字で出版された (Binbirdirek	Yayınları,	İstanbul	1988). また、
同じ作品を『建築家スィナンの回顧録』というタイトルでユルマズ・オズテゥナ氏により簡略版が発行された。
Hayat Tarih 誌の 1966 年 6・7・8 月号に連載された。

227 VGMA,	II.	Selim	Vakfiyesi	987:	2148/253.
228 Aslanapa,	Oktay,	“Osmanlı	Mimarî	Eserleri”,	Türk	Vakıfları,	İstanbul		1996,	s.	149-156.
229 誠実さ、若さ、寛大さ、友の間違いを許す心。12 世紀ごろからイスラーム世界において国営組織の一つとなり、

セルジューク朝時代に活躍した道徳的規律を重要視した商業団体。後ほど現れるアーヒ組織の基盤となった。
231 Söze,	Metin,	“Kültürlerin	Odaklandığı	Anadolu”,	Türk	Vakıfları,	İstanbul	1996,	s.	56-67.
231 Mimar	Sinan,	Tezkiretü’l-Bünyan’dan	naklen,	Subaşı,	Muhsin	İlyas,	Taşla	Konuşan	Deha,	Mimar	Sinan.	İstanbul		

2004,	s.	132-148,	106.
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宗教法人
東京・トルコ・ディヤーナト・ジャーミイ
Tokyo Türk Diyanet Camii Vakfı

Tokyo Türk Diyanet Camii Vakfı

〒151-0065 東京都渋谷区大山町1-19
電話（03）5790-0760　FAX（03）5790-7822   
http://tokyocamii.org　info@tokyocamii.org

東京ジャーミイ・トルコ文化センターは朝10時から夕方6時まで、
一般の見学者の皆様に開かれております。

トルコ・イスラーム文明における非政府組織

ワクフ─その伝統と「作品」
ナジフ・オズトルコ

Dr. Nazif ÖZTÜRK

ナジフ・オズトルコ
Dr. Nazif ÖZTÜRK

皇帝やその一族の人々をはじめとして、高級官僚から一般の人々に至るまで、オスマン帝国

の人々はワクフという形で、マドラサ（学院）や図書館といった教育施設、病院、商業ビル、

ハマーム（公衆浴場）、キャラヴァンサライ（隊商宿）などの社会的施設、上水道施設、水

飲み場、モスクの水場、橋、道路といった公共施設をつくってきた。また、これらの建物は

その機能はもちろんのこと芸術的な美しさも追求され、それによってワクフは芸術振興に

も貢献した。

1948年、トルコのカフラマンマラシュ市生まれ。ドクズ・エユルル大学
卒業。1980年、ガーズィ大学において修士論文「様々なワクフ」で
修士号を取得。1990年、アンカラ・ハジェッテペ大学において博士
論文「文化と各施設史」で博士号を取得。
1968～1974年、宗務庁に勤務。1975～1996年、ワクフ庁の様々
な役職を歴任した後、ワクフ庁副長官となり、その在職中、大臣補佐
官も務める。2002年よりトルコ著作協会会長を務めるかたわら、東南
アジア・中東・コーカサス・バルカン半島・西ヨーロッパ・アメリカに
おいて様々な研究に従事する。
著書に『ワクフ、その起源と歴史的発展』（1983年）、『トルコの近
代化におけるワクフの施設』 （1995年）、『エルマル・M・ハミディ・
ヤズルの観点から見たワクフ』（1995年）、『スンブルア教団とコジャ・
ムスタファ・キュッリエ』（1999年）、『少数民族ワクフ』（2003年）
などがあり、『トルコの近代化におけるワクフの施設』はトルコ著作協
会賞を受賞。

善行と助け合いの精神を体現する民主的非政府組織・ワクフ

①水飲み場
②スルタン・アフメト・ジャーミイ（礼拝堂）の中庭
③チェンゲル・ハーン（宿舎）
④セリミエ・ジャーミイ
⑤ディヴィリギ・ウル・ジャーミイの病院
⑥カパル・チャルシュ（市場）
⑦メリッジ橋
⑧ジンジ・ハマーム（公衆浴場）
⑨廟
⑩上水道
⑪セリミエ・キュッリエ（モスクを中心とした総合施設）
⑫グィヤーシエ・マドラサ（学院）

【表紙の写真】

スルタン・アフメト・ジャーミイと
周辺の広場

【裏表紙の写真】
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