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こ
の
た
び
初
期
イ
ス
ラ
ム
史
研
究
の
世
界
的
権
威
に
よ
る
著
作
が
日
本
語
で
読
め
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
を
心
か
ら
喜
び
た
い
。
本
書
で
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
布
教
に
始
ま
る
、

黙
示
録
的
世
界
観
を
強
く
意
識
し
た
初
期
の
信
仰
者
運
動
が
、
ユ
ダ
ヤ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒

を
も
含
め
た
開
か
れ
た
運
動
か
ら
、
後
世
に
な
っ
て
コ
ー
ラ
ン
、
ム
ハ
ン
マ
ド
を
信
奉
す

る
信
徒
（
ム
ス
リ
ム
）
に
限
定
さ
れ
た
運
動
へ
と
変
遷
す
る
過
程
が
論
じ
ら
れ
る
。
初
期

の
信
仰
者
の
共
同
体
は
、
従
来
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
、
キ
リ
ス
ト
教
と

は
一
線
を
画
し
た
独
立
し
た
宗
教
共
同
体
で
は
な
く
、
普
遍
的
一
神
教
的
性
格
を
有
し
て

い
た
と
い
う
。「
ム
ス
リ
ム
」
は
そ
も
そ
も
コ
ー
ラ
ン
で
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教

徒
を
も
包
括
す
る
用
語
で
あ
っ
た
が
、
ウ
マ
イ
ヤ
朝
期
に
な
っ
て
、
コ
ー
ラ
ン
の
啓
示
に

の
み
従
う
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
い
う
、
現
在
一
般
に
使
わ
れ
て
い
る
限
定
的
な
意
味
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。

評
者
は
本
書
の
翻
訳
が
出
る
以
前
か
ら
英
語
の
原
本
を
入
手
し
て
い
た
が
、
手
に
取
っ

た
最
初
の
印
象
は
、
装
丁
も
簡
素
で
、
中
を
ペ
ラ
ペ
ラ
め
く
る
と
注
は
省
略
さ
れ
て
お

り
、
一
般
向
け
の
概
説
書
に
毛
が
生
え
た
よ
う
な
も
の
か
と
勘
ぐ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

ま
ま
書
棚
に
入
れ
た
ま
ま
、
利
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
今
回
の
翻
訳
を
読
む
こ
と

で
、
そ
う
し
た
先
入
観
は
ま
っ
た
く
の
誤
解
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
自
ら
の
不
明
を
大

い
に
恥
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一
般
向
け
の
概
説
書
ど
こ
ろ
か
（
筆
者
は
あ
く
ま
で
そ
の

つ
も
り
で
書
い
て
い
る
の
だ
が
）、
イ
ス
ラ
ム
史
研
究
者
向
け
の
研
究
書
と
い
っ
て
よ
い

く
ら
い
に
中
身
の
濃
い
書
籍
で
あ
る
。
大
学
生
レ
ベ
ル
で
は
、
あ
る
程
度
の
歴
史
的
知
識

が
な
い
と
理
解
は
難
し
そ
う
で
あ
る
し
、
専
門
家
に
し
て
も
最
後
ま
で
読
了
す
る
に
は
根

気
が
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
ま
ず
は
訳
者
の
労
力
に
大
い
に
敬
意
を
表
し
た
い
。

筆
者
の
ド
ナ
ー
は
初
期
イ
ス
ラ
ム
史
の
権
威
で
あ
り
、
現
在
、
シ
カ
ゴ
大
学
で
教
鞭
を

と
る
か
た
わ
ら
、
北
米
中
東
学
会
会
長
と
い
う
重
責
を
務
め
て
い
る
。
彼
の
略
歴
、
業
績

の
詳
細
は
「
訳
者
あ
と
が
き
」
に
譲
る
が
、
彼
が
三
五
︱
六
歳
で
出
版
し
た
『
初
期
イ
ス

ラ
ム
の
征
服
』The Early Islam

ic C
onquests

（
一
九
八
一
年
）
は
、
長
ら
く
彼
の
代
表

作
と
し
て
知
ら
れ
、
今
で
も
ア
ラ
ブ
の
大
征
服
を
研
究
す
る
上
で
は
必
須
の
文
献
で
あ

る
。
タ
バ
リ
ー
の
『
預
言
者
た
ち
と
諸
王
の
歴
史
』
の
英
訳
事
業
で
は
第
一
〇
巻
の
「
ア

ラ
ビ
ア
の
征
服
」The C

onquest of A
rabia

（
一
九
九
三
年
）
を
担
当
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
ム
ハ
ン
マ
ド
死
後
、
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
治
世
中
の
リ
ッ
ダ
が
中
心
的
な
内
容
と
な
っ

て
い
る
。

ド
ナ
ー
の
も
と
も
と
の
研
究
ス
タ
イ
ル
と
い
え
ば
、
コ
ー
ラ
ン
に
加
え
、
イ
ブ
ン
・
イ

ス
ハ
ー
ク
、
バ
ラ
ー
ズ
リ
ー
、
ク
ー
フ
ィ
ー
、
タ
バ
リ
ー
と
い
っ
た
八
―
一
〇
世
紀
の
代

表
的
な
ア
ラ
ビ
ア
語
史
料
を
主
に
利
用
し
、
丹
念
に
各
種
文
献
を
読
み
比
べ
て
い
く
こ
と

で
史
実
を
積
み
上
げ
て
い
く
と
い
う
、
き
わ
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
実
証
主
義
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。

「
日
本
語
版
へ
の
序
文
」（
以
下
、
序
文
）
や
「
訳
者
あ
と
が
き
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、

近
年
欧
米
で
は
ム
ス
リ
ム
史
料
の
信
憑
性
を
根
本
か
ら
疑
い
、
ユ
ダ
ヤ
、
キ
リ
ス
ト
教
文

献
や
碑
文
、
貨
幣
資
料
な
ど
を
用
い
て
、
特
に
イ
ス
ラ
ム
の
発
生
要
因
、
信
仰
の
拡
大
理

由
な
ど
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
根
本
か
ら
書
き
直
そ
う
と
い
う
一
大
潮
流
が
生
ま
れ
て
い

る
。
ド
ナ
ー
自
身
も
反
省
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ら
し
く
、
序
文
に
は
「
一
九
七
〇
年
代
以

前
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
起
源
に
関
す
る
研
究
は
活
気
を
失
い
、
お
よ
そ
刺
激
の
な
い
分
野
で

あ
り
、
専
門
的
に
研
究
す
る
学
者
も
少
な
く
、
目
新
し
い
考
え
が
聞
か
れ
る
こ
と
も
滅
多

に
な
か
っ
た
」
と
述
べ
る
。
ク
ロ
ー
ネ
、
ク
ッ
ク
、
ワ
ン
ズ
ブ
ル
ー
と
い
っ
た
研
究
者
が

次
々
に
打
ち
出
し
た
新
た
な
仮
説
は
大
き
な
う
ね
り
と
な
り
、
ド
ナ
ー
自
身
も
巻
き
込
ま

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
彼
が
二
〇
〇
二
―
二
〇
〇
三
年
に
出
版
し
た
「
信
仰
者
か
ら
ム

ス
リ
ム
へ
」“From

 B
elievers to M

uslim
s”

で
展
開
し
た
仮
説
は
本
書
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ

フ
レ
ッ
ド
・
Ｍ
・
ド
ナ
ー
著　

後
藤
明
監
訳　

亀
谷
学
・
橋
爪
烈
・
松
本
隆
志
・
横
内
吾
郎
訳

『
イ
ス
ラ
ー
ム
の
誕
生
︱
︱
信
仰
者
か
ら
ム
ス
リ
ム
へ
』

 

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
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二
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一
四
年

医
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秀
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東
京
女
学
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評
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補
遺
Ａ　

ウ
ン
マ
文
書

補
遺
Ｂ　

岩
の
ド
ー
ム
の
碑
文

用
語
集

注
釈
お
よ
び
参
考
文
献
案
内

索
引

本
書
を
貫
く
重
要
な
論
点
は
二
つ
あ
り
、
そ
れ
は
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
示
さ
れ

る
。
ド
ナ
ー
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
発
生
に
つ
い
て
社
会
・
経
済
的
要
因
や
「
民
族
主
義
的
」

性
格
を
強
調
す
る
欧
米
研
究
者
の
従
来
の
主
張
に
異
を
唱
え
、
イ
ス
ラ
ム
が
純
粋
に
救
済

を
求
め
る
た
め
の
宗
教
運
動
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
世
俗
的
イ
メ
ー
ジ
の
強
い
ウ
マ
イ
ヤ

朝
こ
そ
が
イ
ス
ラ
ム
の
最
大
の
援
助
者
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

イ
ス
ラ
ム
出
現
の
背
景
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
前
イ
ス
ラ
ム

時
代
の
中
東
や
特
に
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
宗
教
潮
流
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
第

一
章
は
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
、
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
社
会
構
造
、
歴
史
的

事
件
、
宗
教
思
想
が
詳
細
に
語
ら
れ
る
。
内
容
は
高
度
で
あ
り
、
各
所
に
新
た
な
知
見
、

近
年
の
欧
米
研
究
者
に
よ
る
研
究
成
果
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
メ
ッ
カ
交
易
を
零
細

で
小
規
模
な
も
の
と
論
じ
る
点
は
、
ク
ロ
ー
ネ
の
学
説
に
引
き
ず
ら
れ
す
ぎ
て
い
る
印
象

も
あ
る
。
六
世
紀
に
ビ
ザ
ン
ツ
領
内
で
黙
示
思
想
が
広
ま
り
、
最
後
の
審
判
と
最
終
的
な

救
済
を
待
ち
望
む
宗
教
環
境
が
存
在
し
て
い
た
点
や
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
キ
リ
ス
ト
教

徒
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
終
末
思
想
に
影
響
さ
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
部
分
は
、
本
書
の
展
開

と
大
き
な
関
わ
り
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

第
二
章
で
は
、
ム
ス
リ
ム
伝
承
に
基
づ
く
、
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、
ム
ハ
ン
マ

ド
の
生
涯
の
概
要
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
次
に
史
料
の
信
憑
性
の
問
題
が
語
ら
れ
る
が
、
こ

れ
は
個
々
の
研
究
者
の
研
究
姿
勢
を
決
定
づ
け
る
非
常
に
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
ム
ハ
ン

マ
ド
の
生
涯
を
扱
っ
た
ム
ス
リ
ム
の
伝
承
史
料
は
、
そ
れ
が
比
較
的
後
代
に
成
立
し
た
こ

と
か
ら
、
後
代
の
ム
ス
リ
ム
が
あ
る
意
図
を
持
っ
て
創
作
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う

疑
念
が
常
に
付
き
ま
と
っ
て
い
る
。
近
年
で
は
ム
ハ
ン
マ
ド
の
実
在
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と

し
て
否
定
し
た
り
、
コ
ー
ラ
ン
の
啓
示
が
イ
ラ
ク
あ
た
り
を
中
心
に
二
〇
〇
年
以
上
の
年

月
を
か
け
て
形
成
さ
れ
た
と
い
っ
た
過
激
な
議
論
さ
え
も
存
在
す
る
。
こ
う
い
っ
た
主
張

は
ド
ナ
ー
に
よ
っ
て
明
確
に
否
定
さ
れ
る
。
彼
の
ス
タ
ン
ス
は
、
ム
ス
リ
ム
伝
承
に
は
奇

蹟
譚
な
ど
明
ら
か
な
作
り
話
、
疑
わ
し
い
記
述
は
存
在
す
る
も
の
の
、
す
べ
て
を
否
定
す

る
の
で
は
な
く
、
ま
た
す
べ
て
を
盲
目
的
に
採
用
す
る
の
で
も
な
く
、
事
実
と
そ
う
で
な

い
も
の
を
区
別
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
し
ご
く
ま
っ
と
う
な
も
の
で
あ
る
。
し

を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
概
略
す
れ
ば
、
も
と
も
と
イ
ス
ラ
ム
は
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
キ
リ
ス

ト
教
徒
を
も
包
括
す
る
一
神
教
の
一
大
刷
新
運
動
と
し
て
始
ま
っ
た
が
、
ウ
マ
イ
ヤ
朝
期

と
も
な
る
と
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
限
定
さ
れ
た
運
動
に
収
縮
し
て
い
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
本
著
の
原
題
はM

uham
m

ad and the Believers: At the O
rigins of Islam

で
あ
る

が
、「
信
仰
者
か
ら
ム
ス
リ
ム
へ
」
と
い
う
副
題
は
、
訳
者
の
工
夫
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

本
書
の
性
格
を
的
確
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
書
を
読
む
上
で
あ
ら
か
じ
め
留
意
し
て
お
く
べ
き
重
要
な
点
は
、
ド

ナ
ー
の
学
説
は
近
年
の
「
修
正
主
義
的
な
学
術
成
果
」
に
多
分
に
触
発
さ
れ
て
生
み
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
欧
米
の
こ
う
し
た
刺
激
的
な
研
究
活
動
に
つ
い

て
は
、「
あ
と
が
き
」
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
従
来
、
日
本
で
は
、
う
わ
さ
程

度
以
上
に
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
し
、
専
門
家
が
体
系
的
に
紹
介
、
議
論

す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
初
期
イ
ス
ラ
ム
研
究
者
と
し
て
評
者
に
も
反
省
は
あ

る
が
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
そ
こ
ま
で
と
て
も
手
が
回
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ

る
。
一
次
資
料
の
翻
訳
（
特
に
英
訳
）、
研
究
文
献
の
膨
大
な
蓄
積
、
辞
典
、
工
具
類
の

整
備
等
に
お
い
て
欧
米
の
研
究
環
境
は
飛
躍
的
に
伸
び
つ
つ
あ
る
一
方
、
総
じ
て
日
本
の

イ
ス
ラ
ム
研
究
は
、
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
の
洞
窟
で
外
部
の
情
報
も
絶
た
れ
た
ま
ま
特
異
な
進
化

を
遂
げ
た
よ
う
に
も
み
え
る
。
今
回
の
翻
訳
成
果
は
、
洞
窟
に
一
条
の
光
を
呼
び
込
む
も

の
の
よ
う
に
も
思
え
、
訳
者
の
見
識
の
高
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
近
年
の
欧
米
の
修
正
主
義
的
な
学
問
傾
向
に
つ
い
て
は
大
い
に
批
判
の
余
地

が
あ
り
、
そ
れ
は
一
次
資
料
の
本
質
的
な
性
格
を
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
き
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
こ
こ
で
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
と

に
か
く
、
こ
う
し
た
研
究
潮
流
に
多
分
に
影
響
を
受
け
た
本
書
で
あ
る
の
で
、
利
用
す
る

に
あ
た
っ
て
は
批
判
的
な
視
点
も
必
要
で
あ
る
。

本
書
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

日
本
語
版
へ
の
序
文

は
じ
め
に

第
一
章 

イ
ス
ラ
ー
ム
前
夜
の
中
東

第
二
章 

ム
ハ
ン
マ
ド
と
信
仰
者
運
動

第
三
章 

信
仰
者
共
同
体
の
拡
大

第
四
章 

共
同
体
の
指
導
者
の
地
位
を
め
ぐ
る
争
い

第
五
章 

イ
ス
ラ
ー
ム
の
誕
生

訳
者
あ
と
が
き
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『イスラームの誕生――信仰者からムスリムへ』

か
し
、
そ
の
事
実
を
見
極
め
る
た
め
の
明
確
な
方
法
論
が
確
立
し
て
い
な
い
の
が
現
状
で

あ
り
、
彼
は
ム
ハ
ン
マ
ド
の
信
仰
運
動
を
語
る
に
あ
た
っ
て
ム
ス
リ
ム
伝
承
を
用
い
る
に

非
常
に
慎
重
で
あ
る
。
一
方
で
、
コ
ー
ラ
ン
が
ム
ハ
ン
マ
ド
の
宣
教
の
最
初
期
に
遡
れ
る

も
の
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
コ
ー
ラ
ン
の
情
報
の
み
を
忠
実
に
扱
う
こ
と

が
最
良
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
一
つ
の
解
決
策
と
し
て
、
量
は
少
な

い
が
、
比
較
的
古
い
非
イ
ス
ラ
ム
史
料
の
活
用
を
提
唱
し
て
い
る
。

次
に
初
期
の
信
仰
者
運
動
の
特
徴
が
ほ
と
ん
ど
コ
ー
ラ
ン
に
沿
っ
た
形
で
論
じ
ら
れ

る
。
コ
ー
ラ
ン
中
に
「
信
仰
者
」（
ム
ウ
ミ
ン
）
が
「
服
従
者
」（
ム
ス
リ
ム
）
に
く
ら
べ

て
圧
倒
的
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
こ
の
二
つ
は
同
義
語
で
は
な

く
、
初
期
の
信
者
は
自
ら
を
「
信
仰
者
」
と
し
て
位
置
付
け
て
お
り
、
信
仰
者
運
動
は
、

神
の
唯
一
性
、
最
後
の
審
判
、
預
言
、
天
使
と
い
っ
た
概
念
を
信
じ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ

た
と
す
る
。
ま
た
信
仰
者
運
動
は
、「
一
神
教
運
動
」
ば
か
り
で
な
く
「
敬
虔
主
義
運
動
」

と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
具
体
的
に
は
礼
拝
と
ザ
カ
ー
ト
や
サ
ダ
カ
（
も
と
も
と
は
貧
者

へ
の
贈
与
、
喜
捨
で
な
く
、
罪
の
浄
化
と
し
て
の
支
払
で
あ
っ
た
と
す
る
）、
断
食
、
巡

礼
な
ど
の
実
践
が
求
め
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
古
代
末
期
の
キ
リ
ス
ト
教
の
禁
欲
主

義
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

信
仰
者
た
ち
は
、
終
末
の
日
、
最
後
の
審
判
の
到
来
を
差
し
迫
っ
た
も
の
と
し
て
切
実

に
認
識
し
て
い
た
と
し
、
そ
の
根
拠
に
コ
ー
ラ
ン
の
多
く
の
章
句
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
し

て
ド
ナ
ー
は
、
自
己
責
任
と
し
て
の
個
人
的
な
救
済
よ
り
も
、
信
仰
を
持
っ
た
正
し
い
共

同
体
の
一
員
と
し
て
の
集
団
的
救
済
と
い
う
面
（
た
だ
し
コ
ー
ラ
ン
の
根
拠
は
弱
い
）
を

強
調
す
る
。
信
仰
者
た
ち
は
救
済
を
求
め
て
こ
う
し
た
共
同
体
の
建
設
に
邁
進
し
た
と
い

う
の
で
あ
る
。
メ
デ
ィ
ナ
時
代
に
な
る
と
コ
ー
ラ
ン
で
は
終
末
に
関
す
る
啓
示
は
少
な
く

な
る
が
、
こ
れ
は
終
末
感
が
薄
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
目
の
前
で
現
実
に
起
き
る
劇

的
な
出
来
事
、
軍
事
的
成
功
が
、
最
後
の
審
判
を
導
く
筋
書
き
の
一
部
と
し
て
信
者
に
認

識
さ
れ
て
い
た
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
信
仰
者
の
運
動
は
、
広
義
の
ヒ
ジ
ュ
ラ
、
ジ

ハ
ー
ド
思
想
を
も
と
に
、
攻
撃
的
な
性
格
を
持
っ
て
不
信
者
と
の
軍
事
的
衝
突
へ
と
導
か

れ
、
究
極
的
に
は
審
判
の
筋
書
き
の
終
着
点
で
あ
る
全
人
類
の
救
済
へ
と
つ
な
が
る
も
の

で
あ
っ
た
と
論
じ
る
。

第
三
章
で
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
死
後
の
信
仰
者
共
同
体
の
拡
大
を
扱
う
。
史
料
は
コ
ー
ラ

ン
の
ほ
か
に
、
ム
ス
リ
ム
伝
承
を
慎
重
に
用
い
ざ
る
を
得
な
い
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま

た
、
碑
文
、
貨
幣
、
パ
ピ
ル
ス
文
書
の
証
拠
資
料
と
し
て
の
重
要
性
が
、「
雲
間
か
ら
わ

ず
か
に
見
え
た
星
々
」
と
い
う
比
喩
で
強
調
さ
れ
る
。

リ
ッ
ダ
戦
争
で
は
信
仰
者
た
ち
の
ジ
ハ
ー
ド
思
想
に
強
く
支
え
ら
れ
、
長
期
駐
留
型
の

戦
争
体
験
は
、
討
伐
軍
を
従
来
の
ア
ラ
ビ
ア
半
島
に
は
な
い
性
格
を
持
つ
軍
隊
に
鍛
え
上

げ
た
。
リ
ッ
ダ
戦
争
の
結
果
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
す
べ
て
が
信
仰
者
共
同
体
へ
と
統
合
さ

れ
た
。
そ
の
後
の
ビ
ザ
ン
ツ
、
サ
サ
ン
朝
の
領
域
に
お
け
る
征
服
活
動
は
、「
イ
ス
ラ
ー

ム
」
の
征
服
活
動
で
は
な
く
、
信
仰
者
た
ち
の
「
一
神
教
的
な
改
革
運
動
」
に
基
づ
く
も

の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
被
占
領
地
に
お
け
る
支
配
が
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
要
因
で
あ
っ

た
と
説
明
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
い
く
つ
か
の
同
時
代
文
献
は
、
征
服
軍
の
略
奪
、
破

壊
な
ど
「
暴
力
的
な
征
服
モ
デ
ル
」
を
記
し
て
い
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
考
古
学
調
査

で
は
町
や
教
会
の
破
壊
さ
れ
た
跡
が
ほ
と
ん
ど
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
。
ド
ナ
ー
も
こ
の

あ
た
り
の
矛
盾
は
う
ま
く
説
明
で
き
て
い
な
い
。
征
服
後
、
教
会
も
存
続
し
、
新
た
に
建

設
さ
れ
も
し
た
。
ア
ラ
ブ
の
信
仰
者
と
礼
拝
場
所
を
共
有
し
て
さ
え
い
た
。
先
住
の
ユ
ダ

ヤ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
税
を
払
う
だ
け
で
、
信
仰
者
の
共
同
体
に
包
括
さ
れ
た
。

一
部
の
記
述
に
は
疑
問
が
残
る
。
ア
ブ
ー
・
ス
フ
ヤ
ー
ン
や
ア
ム
ル
・
ブ
ン
・
ア
ル

ア
ー
ス
が
ム
ハ
ン
マ
ド
の
布
教
以
前
か
ら
シ
リ
ア
方
面
に
不
動
産
を
有
し
て
い
た
と
か

（
九
八
頁
）、
リ
ッ
ダ
で
討
伐
さ
れ
た
部
族
員
の
多
く
が
奴
隷
と
な
り
、
ハ
ニ
ー
フ
ァ
族
数

千
人
が
奴
隷
と
な
っ
て
ヤ
マ
ー
マ
に
あ
っ
た
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
の
農
園
で
働
い
て
い
た

（
一
〇
四
頁
）、
あ
る
い
は
カ
リ
フ
た
ち
が
征
服
に
従
事
す
る
軍
隊
の
た
め
に
メ
デ
ィ
ナ
東

方
に
補
給
基
地
を
有
し
て
い
た
（
一
〇
七
頁
）、
な
ど
の
説
は
、
近
年
の
他
学
者
の
研
究

成
果
を
紹
介
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
事
例
こ
そ
、
伝
承
史
料
の
信
憑
性

を
疑
う
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

後
半
で
は
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
か
ら
ウ
ス
マ
ー
ン
の
時
代
に
か
け
て
の
大
征
服
事
業
が
詳

し
く
説
明
さ
れ
る
が
、
依
拠
す
る
史
料
は
、
後
世
の
ム
ス
リ
ム
の
伝
承
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
ム
ス
リ
ム
史
料
を
抜
き
に
し
て
こ
の
時
代
の
歴
史
は
語
れ
な
い
と

い
う
印
象
を
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
エ
ル
サ
レ
ム
の
占
領
は
、
ド
ナ
ー
の
論
ず
る
「
最
後

の
審
判
に
む
け
て
の
終
末
論
的
筋
書
き
」
に
と
っ
て
重
要
な
は
ず
で
あ
る
が
、
残
念
な
が

ら
彼
は
そ
れ
を
証
明
す
る
史
料
的
根
拠
を
見
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
な
い
。

第
四
章
は
、
カ
リ
フ
・
ウ
ス
マ
ー
ン
暗
殺
と
ア
リ
ー
の
カ
リ
フ
位
就
任
後
に
起
こ
っ
た

第
一
次
内
乱
と
、
第
二
次
内
乱
が
語
ら
れ
る
。
ム
ハ
ン
マ
ド
の
死
後
、
ア
ブ
ー
・
バ
ク

ル
、
ウ
マ
ル
の
治
世
に
お
け
る
信
仰
者
運
動
の
拡
大
と
そ
の
驚
異
的
な
成
功
は
、
ま
さ
し

く
神
の
意
志
が
地
上
に
現
出
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ウ

ス
マ
ー
ン
の
治
世
に
な
る
と
、
戦
利
品
や
俸
給
の
減
少
、
一
部
の
有
力
者
に
よ
る
大
土
地

所
有
、
特
定
の
ク
ラ
イ
シ
ュ
族
に
偏
る
要
職
人
事
な
ど
、
社
会
矛
盾
が
顕
著
に
な
っ
て
く

る
。
そ
し
て
ド
ナ
ー
が
強
調
す
る
の
は
、「
高
潔
な
る
敬
虔
さ
の
理
念
」
が
指
導
者
た
ち

に
よ
り
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
信
仰
者
た
ち
の
激
し
い
怒
り
で
あ
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る
。
ア
リ
ー
は
信
仰
者
運
動
を
立
て
直
す
べ
く
ウ
ス
マ
ー
ン
の
路
線
の
修
正
を
目
指
し
た

が
、
ス
ィ
ッ
フ
ィ
ー
ン
の
戦
い
後
に
は
ハ
ワ
ー
リ
ジ
ュ
派
の
離
反
に
見
舞
わ
れ
た
。
ド

ナ
ー
に
よ
れ
ば
、「
最
初
の
ハ
ワ
ー
リ
ジ
ュ
派
が
有
し
て
い
た
激
烈
な
ま
で
の
敬
虔
さ
と

攻
撃
性
は
、
信
仰
者
運
動
に
お
け
る
原
初
の
敬
虔
主
義
的
な
衝
動
が
、
最
も
純
粋
な
か
た

ち
で
生
き
残
っ
た
も
の
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ウ
マ
イ
ヤ
朝
は
世
俗
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
強

い
王
朝
で
あ
る
が
、
建
国
者
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
の
治
世
に
は
、
シ
リ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
や

コ
プ
ト
、
そ
し
て
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
徒
の
多
く
が
書
記
を
務
め
、
ム
ア
ー
ウ
ィ
ヤ
が
重
用

し
た
シ
リ
ア
の
有
力
部
族
カ
ル
ブ
族
は
単
性
論
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
ド
ナ
ー
は
、
初
期
の
信
仰
者
運
動
が
ア
ラ
ブ
だ
け
で
な
く
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ
ダ

ヤ
教
徒
に
も
開
か
れ
て
い
た
よ
う
に
、
信
仰
者
運
動
の
普
遍
的
一
神
教
の
要
素
が
こ
の
時

代
に
も
継
続
し
て
い
た
と
論
ず
る
。
他
の
一
神
教
徒
か
ら
明
確
に
区
別
さ
れ
た
「
ム
ス
リ

ム
」
の
自
己
認
識
が
一
般
的
に
な
る
の
は
第
二
次
内
乱
以
降
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
第
二
次

内
乱
に
つ
い
て
は
歴
史
経
過
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
お
り
、
他
の
邦
語
文
献
に
は
見
ら
れ

な
い
情
報
が
貴
重
で
あ
る
。

第
五
章
で
は
、
第
二
次
内
乱
を
平
定
し
た
ウ
マ
イ
ヤ
朝
カ
リ
フ
・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
マ
リ
ク

の
時
代
に
あ
っ
て
も
黙
示
録
的
な
運
動
の
性
格
が
持
続
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
ア

ブ
ド
ゥ
ル
マ
リ
ク
が
内
乱
終
結
後
に
再
開
し
た
広
範
囲
に
わ
た
る
遠
征
の
背
後
に
は
、
来

る
べ
き
最
後
の
審
判
に
お
い
て
最
後
の
支
配
者
が
神
に
統
治
権
を
引
き
渡
す
と
い
う
筋
書

き
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
後
の
審
判
の
出
来
事
が
起
き
る
際
の
舞
台

装
置
と
し
て
エ
ル
サ
レ
ム
に
「
岩
の
ド
ー
ム
」
が
建
築
さ
れ
た
可
能
性
を
論
じ
る
。

次
に
、
内
乱
後
の
信
仰
者
共
同
体
の
運
動
が
、
ム
ス
リ
ム
（
我
々
が
今
日
使
う
意
味
で

の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
）
に
限
定
さ
れ
た
運
動
と
し
て
再
定
義
さ
れ
て
い
く
過
程
が
描
か
れ

る
。
ム
ス
リ
ム
や
ム
ウ
ミ
ン
と
い
っ
た
用
語
が
、
コ
ー
ラ
ン
を
信
奉
す
る
信
徒
に
の
み
限

定
さ
れ
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
他
の
一
神
教
徒
（
ユ
ダ
ヤ
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
）
と
明

確
に
線
引
き
さ
れ
た
と
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
三
位
一
体
の
教
義
の
存
在
が
要
因
の
一
つ

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ム
ハ
ン
マ
ド
の
地
位
が
強
調
さ
れ
、
貨
幣
に
刻
印
さ
れ
た

シ
ャ
ハ
ー
ダ
に
は
「
ム
ハ
ン
マ
ド
は
神
の
使
徒
」
の
文
句
が
加
わ
る
。
そ
し
て
預
言
者
の

言
葉
（
ハ
デ
ィ
ー
ス
）
が
収
集
、
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
イ
ス
ラ
ム
の
起
源
の
物
語

（
つ
ま
り
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
物
語
）
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
母
音
記
号
、
弁
別
点
が

付
け
ら
れ
た
コ
ー
ラ
ン
の
正
典
が
編
纂
さ
れ
、
コ
ー
ラ
ン
（
三
八
章
二
六
節
）
で
ダ
ビ
デ

（
エ
ル
サ
レ
ム
設
立
者
で
も
あ
る
）
に
用
い
ら
れ
た
「
ハ
リ
ー
フ
ァ
・
ア
ッ
ラ
ー
（
神
の

カ
リ
フ
）」
の
称
号
も
カ
リ
フ
に
初
め
て
用
い
ら
れ
た
。
礼
拝
か
ら
断
食
、
巡
礼
な
ど
の

儀
式
も
ム
ハ
ン
マ
ド
死
後
の
数
十
年
以
上
か
け
て
定
型
化
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の

頃
に
な
る
と
信
仰
者
運
動
の
成
功
の
副
産
物
と
し
て
政
治
的
ア
ラ
ブ
意
識
が
芽
生
え
る
よ

う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
結
果
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
の
発
生
、
拡
大
が
ア
ラ

ブ
の
民
族
運
動
で
な
か
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

巻
末
の
参
考
文
献
案
内
は
初
期
イ
ス
ラ
ム
研
究
者
に
と
っ
て
は
非
常
に
利
用
価
値
の
高

い
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
研
究
者
が
網
羅
的
に
史
料
を
探
索
す
る
に
は
限
度
が
あ
り
、
こ

の
部
分
だ
け
を
目
当
て
に
購
入
し
て
も
よ
い
だ
け
の
価
値
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

近
年
、
欧
米
で
は
歴
史
像
の
大
き
な
転
換
を
目
的
と
し
た
研
究
が
多
い
こ
と
は
す
で
に

指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
書
の
内
容
も
研
究
者
に
多
大
な
刺
激
を
与
え
、
歴
史
研
究

の
醍
醐
味
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
ド
ナ
ー
が
本
書
で
展
開
す
る
学
説
に
つ

い
て
は
議
論
が
大
雑
把
で
、
多
分
に
飛
躍
し
て
い
る
点
な
ど
は
様
々
に
批
判
が
可
能
で
あ

ろ
う
。

ま
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
読
者
が
感
じ
る
で
あ
ろ
う
疑
問
は
、
黙
示
録
的
世
界
観
、
最
後
の

審
判
の
怖
れ
と
い
っ
た
も
の
が
、
ど
こ
ま
で
各
時
代
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
心
理
を
占
め
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
ム
ハ
ン
マ
ド
の
政
治
的
成
功
や
大
征
服
事
業
に

見
ら
れ
る
軍
事
的
成
功
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
う
し
た
信
仰
的
側
面
と
、
従
来
の

研
究
者
が
重
視
し
て
き
た
社
会
的
側
面
の
ど
ち
ら
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
の
か
。
ド
ナ
ー

は
前
者
の
側
面
を
強
調
す
る
が
、
例
え
ば
ム
ハ
ン
マ
ド
の
始
め
た
信
仰
者
運
動
を
語
る
際

に
、
彼
の
扱
う
史
料
が
ほ
と
ん
ど
コ
ー
ラ
ン
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
複
合

要
因
が
絡
み
合
う
は
ず
の
歴
史
を
語
る
上
で
は
や
は
り
説
得
力
が
乏
し
い
印
象
は
ぬ
ぐ
え

な
い
。

ム
ハ
ン
マ
ド
の
始
め
た
信
仰
者
運
動
が
一
貫
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
も

開
か
れ
て
い
た
と
す
る
が
、
メ
デ
ィ
ナ
時
代
の
ム
ハ
ン
マ
ド
が
ユ
ダ
ヤ
教
徒
と
決
裂
し
、

カ
イ
ヌ
カ
ー
族
、
ナ
デ
ィ
ー
ル
族
を
追
放
し
た
り
、
ク
ラ
イ
ザ
族
の
成
年
男
子
を
処
刑
し

た
事
実
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
晩
年
の
別
離
の
巡
礼
に
参
加
し
た
ユ
ダ
ヤ

教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
い
っ
た
い
ど
の
く
ら
い
い
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
ム
ハ
ン

マ
ド
の
布
教
活
動
の
性
格
を
語
る
に
ほ
と
ん
ど
を
コ
ー
ラ
ン
に
依
拠
し
、
そ
れ
以
外
の
ム

ス
リ
ム
伝
承
を
無
視
す
る
研
究
手
法
の
限
界
が
露
呈
し
て
い
る
よ
う
に
し
か
評
者
に
は
思

え
て
な
ら
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
ム
ハ
ン
マ
ド
没
以
降
、
正
統
カ
リ
フ
時
代
か
ら
ウ
マ
イ

ヤ
朝
に
か
け
て
の
歴
史
を
語
る
上
で
依
拠
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
が
ム
ス
リ
ム
史
料
で
あ

る
。
こ
れ
に
も
一
貫
性
が
な
い
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
要
は
近
年
の
修
正
主
義
的
歴
史

研
究
の
潮
流
に
お
い
て
『
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
伝
』
な
ど
ム
ハ
ン
マ
ド
関
連
の
諸
史
料
を

扱
う
上
で
の
充
分
な
方
法
論
が
確
立
し
て
い
な
い
と
い
う
状
況
が
あ
り
、
ド
ナ
ー
も
こ
う

し
た
流
れ
に
配
慮
し
た
記
述
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
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以
上
は
あ
く
ま
で
も
評
者
が
本
書
を
一
読
し
た
上
で
ざ
っ
と
抱
い
た
感
想
で
あ
り
、
本

書
の
評
価
は
今
後
、
広
く
読
者
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ウ
マ
イ
ヤ
朝
に
つ
い
て

の
概
説
書
が
ほ
と
ん
ど
な
い
中
（
欧
文
も
少
な
い
）、
貴
重
な
情
報
が
満
載
な
本
書
は
初

期
イ
ス
ラ
ム
史
研
究
に
多
大
な
貢
献
を
す
る
も
の
と
確
信
し
て
い
る
。
訳
文
も
読
み
や
す

い
も
の
で
あ
る
。
訳
者
の
労
苦
に
重
ね
て
敬
意
を
表
し
た
い
。


