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は
じ
め
に
　
　

　
近
代
西
洋
に
お
い
て
発
展
し
た
科
学
技
術
の
中
で
も
、
印
刷
は
、

蒸
気
機
関
と
並
ん
で
、
一
九
世
紀
以
降
の
世
界
的
な
規
模
で
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
深
化
を
促
進
し
た
も
の
と
し
て
着
目
さ
れ
る

［Feener 2010; Gelvin and Green 2014

］
（
１
）。
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に

お
い
て
特
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
ム
ス
リ
ム
の
共
通
語
で
あ
る
ア

ラ
ビ
ア
語
を
用
い
、
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
ア
ラ
ブ
地
域
で
発
行
さ

れ
た
定
期
刊
行
物
（
新
聞
・
雑
誌
）
が
、
地
域
を
超
え
幅
広
い
読
者

を
獲
得
し
た
こ
と
で
あ
る
（
２
）

。
本
稿
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
で
発
行

さ
れ
た
『
フ
ァ
ト
フal-Fatḥ

』（
一
九
二
六
～
一
九
四
八
）
を
取
り

上
げ
、
ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
が
東
南
ア
ジ
ア
と
の
間
に
構
築

し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　
東
南
ア
ジ
ア
に
流
入
し
た
ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
と
し
て
こ

れ
ま
で
の
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
ほ
ぼ
『
マ
ナ
ー
ル

al-M
anār

』（
一
八
九
八
～
一
九
四
〇
）
に
限
ら
れ
て
き
た
。
こ
の

　
論
文

　
ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
が
構
築
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

　
　
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
仲
介
者

　
　
―
カ
イ
ロ
の
雑
誌
『
フ
ァ
ト
フ
』
を
事
例
と
し
て
―

山
　
口
　
元
　
樹

キ
ー
ワ
ー
ド

　
東
南
ア
ジ
ア
　
ア
ラ
ブ
地
域
　
定
期
刊
行
物
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雑
誌
は
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
運
動
の
著
名
な
思
想
家
、ラ
シ
ー
ド
・

リ
ダ
ーM

uḥam
m

ad Rashīd Riḍā

（
一
八
六
五
～
一
九
三
五
）
に

よ
っ
て
エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
で
発
行
さ
れ
、「
モ
ロ
ッ
コ
か
ら
ジ
ャ

ワ
に
至
る
ま
で
」
広
範
な
地
域
で
読
者
を
得
た
こ
と
で
知
ら
れ

る
［Gibb 1953, p. 178

］。
従
来
の
研
究
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の

は
、
ま
ず
、
こ
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
関
係
の
記
事

の
概
要
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
［Bluhm

 1982; Abaza 1998

］
（
３
）。

ブ
ル
ハ
ヌ
デ
ィ
ン
は
、
そ
れ
ら
の
記
事
の
中
で
も
、
東
南
ア
ジ
ア

の
ム
ス
リ
ム
の
質
問
に
応
じ
て
こ
の
雑
誌
で
発
表
さ
れ
た
フ
ァ
ト

ワ
ー
（fatw

ā

）
に
着
目
し
、
そ
の
質
問
者
や
質
問
内
容
を
分
析
し

た
［Burhanudin2005

］
（
４
）。
さ
ら
に
、『
マ
ナ
ー
ル
』
は
、
東
南
ア

ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
系
定
期
刊
行
物
の
嚆
矢
で
あ
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

の
『
イ
マ
ー
ムal-Im

am

』
や
西
ス
マ
ト
ラ
の
パ
ダ
ン
の
『
ム
ニ
ー

ルal-M
unir

』
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
と
論
じ
ら
れ
る
［Bluhm

-W
arn 

1997; Azra 1999

］
（
５
）。

　
だ
が
、『
マ
ナ
ー
ル
』
以
外
に
も
、
多
く
の
ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期

刊
行
物
が
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
間
で
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
は

見
過
ご
さ
れ
て
き
た
。
特
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
で

は
、
近
代
に
お
け
る
ア
ラ
ブ
地
域
か
ら
の
影
響
が
、
リ
ダ
ー
と
彼
の

師
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ブ
ド
ゥ
フM

uḥam
m

ad ʻAbduh

（
一
八
四
九

～
一
九
〇
五
）
に
漠
然
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
［Laffan 2003, p.9

］。
ラ
ッ
フ
ァ
ン
は
、
近
代
に
お
い
て
ア
ラ

ブ
地
域
の
ム
ス
リ
ム
が
抱
い
て
い
た
東
南
ア
ジ
ア
像
の
変
遷
を
論
じ

る
中
で
、『
フ
ァ
ト
フ
』
な
ど
『
マ
ナ
ー
ル
』
以
外
の
ア
ラ
ブ
地
域

の
定
期
刊
行
物
も
取
り
上
げ
て
い
る
［Laffan 2007

］。
し
か
し
、

こ
の
研
究
が
依
拠
し
た
ラ
イ
デ
ン
大
学
所
蔵
の
オ
ラ
ン
ダ
人
東
洋
学

者
ス
ヌ
ッ
ク
・
フ
ル
フ
ロ
ー
ニ
ェC. Snouck H

urgronje 

の
定
期

刊
行
物
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
ラ
ッ
フ
ァ
ン
が
主
張
す
る
よ
う
な
網
羅

的
な
も
の
で
は
な
い
。

　
分
析
の
対
象
が
限
ら
れ
て
い
て
は
、
ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物

が
東
南
ア
ジ
ア
の
間
に
構
築
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
実
態
に
つ
い
て

一
般
化
し
た
議
論
は
で
き
な
い
。
ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
が
東

南
ア
ジ
ア
に
流
入
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
地
域
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
緊
密
化
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、

ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
が
構
築
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
参
加

し
、
両
地
域
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
実
際
に
担
っ
て
い
た

の
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
中
で
も
ど
の
よ
う
な
人
々
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
以
上
に
基
づ
き
、
本
稿
は
、
東
南
ア
ジ
ア
で
広
く
読
ま
れ
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
『
フ
ァ
ト
フ
』
に
つ
い
て
論
じ
る
（
６
）
。
本
稿
が
着

目
す
る
の
は
、
こ
の
雑
誌
に
お
け
る
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
執

筆
者
や
東
南
ア
ジ
ア
の
記
事
に
関
す
る
情
報
源
で
あ
る
。
こ
こ
で
東

南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
と
い
う
場
合
、
ア
ラ
ブ
地
域
か
ら
の
移
住
者

や
東
南
ア
ジ
ア
出
身
で
あ
る
が
ア
ラ
ブ
地
域
に
滞
在
し
て
い
る
者
・
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ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
が
構
築
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
仲
介
者
（
山
口
）

移
住
し
た
者
も
含
む
こ
と
に
す
る
。『
フ
ァ
ト
フ
』
を
『
マ
ナ
ー
ル
』

と
比
較
し
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
で
、
ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物

が
構
築
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
、
両
地
域
の
仲
介
者
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
た
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
に
つ
い
て
明
ら
か
に

し
た
い
（
７
）
。

一
　
ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
と
東
南
ア
ジ
ア

　『
フ
ァ
ト
フ
』
と
東
南
ア
ジ
ア
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
以
下
で

は
ま
ず
、
ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
が
東
南
ア
ジ
ア
に
流
入
し

て
い
く
過
程
に
つ
い
て
、『
マ
ナ
ー
ル
』
を
中
心
に
概
観
し
て
い
く
。

こ
こ
で
は
特
に
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
中
で
ど
の
よ
う
な

人
々
が
そ
れ
ら
の
定
期
刊
行
物
に
記
事
を
執
筆
し
て
い
た
の
か
と
い

う
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
の
流
入
の
始
ま
り

　
ア
ラ
ブ
地
域
で
定
期
刊
行
物
が
社
会
に
普
及
す
る
の
は
一
九
世

紀
後
半
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
定
期
間
刊
行
物
は
、
早
く
も

一
九
世
紀
末
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア
で
も
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
（
８
）

。
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
中
で
ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物

に
最
初
に
関
心
を
示
し
た
の
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

（
一
九
四
二
年
ま
で
は
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
）
に
住
む
ア
ラ
ブ
人

で
あ
っ
た
。
東
南
ア
ジ
ア
に
少
数
な
が
ら
居
住
す
る
ア
ラ
ブ
人
の
大

部
分
は
、
ハ
ド
ラ
ミ
ー
（Ḥ

aḍram
ī

）、
す
な
わ
ち
ア
ラ
ビ
ア
半
島

南
部
に
あ
る
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
地
方
（
現
イ
エ
メ
ン
共
和
国
）
か
ら
の

移
住
者
と
そ
の
子
孫
で
あ
る
。
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
へ

の
移
民
の
流
れ
は
、
ス
エ
ズ
運
河
の
開
通
後
、
一
九
世
紀
後
半
に
イ

ン
ド
洋
の
海
上
交
通
に
蒸
気
船
が
導
入
さ
れ
て
以
降
、
著
し
く
増
加

し
た
［Berg 1886, p. 105

］。
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
に
約
九
〇
〇
人
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
約
二
万
八
〇
〇
〇
人
の
ア

ラ
ブ
人
が
居
住
し
て
い
た
と
見
積
も
ら
れ
る
［Ingram

s 1936, p. 
146; Volkstelling 1930, p.48

］。

　
一
九
世
紀
末
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ア
ラ
ブ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を

調
査
し
た
フ
ァ
ン
・
デ
ン
・
ベ
ル
フL. W

. C. van den Berg

に
よ

れ
ば
、
彼
ら
は
、
海
外
（
ア
ラ
ブ
地
域
以
外
も
含
む
）
で
発
行
さ

れ
た
多
数
の
ア
ラ
ビ
ア
語
定
期
刊
行
物
を
購
読
し
て
い
た
。
そ
の

主
な
も
の
と
し
て
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
発
行
の
『
ジ
ャ
ワ
ー
イ
ブal-

Jaw
āʼib

』、
ベ
イ
ル
ー
ト
発
行
の
『
サ
マ
ラ
ー
ト
・
ア
ル = 

フ
ヌ
ー

ンTham
arāt al-Funūn

』、パ
リ
発
行
の
『
ウ
ル
ワ
・
ウ
ス
カ
ー
（
固

き
絆
）al-ʻUrw

a al-W
uthqā

』
な
ど
一
〇
誌
／
紙
の
名
前
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、『
ウ
ル
ワ
・
ウ
ス
カ
ー
』
は
、
ア

ブ
ド
ゥ
フ
と
彼
の
師
ジ
ャ
マ
ー
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル = 

ア
フ
ガ
ー

ニ
ーJam

āl al-Dīn al-Afghānī

（
一
八
三
八
／
三
九
～
一
八
九
七
）

に
よ
っ
て
編
集
・
発
行
さ
れ
た
。
こ
の
雑
誌
は
、
欧
米
列
強
に
よ
る
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植
民
地
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
様
々
な
地
域
の
イ
ス
ラ
ー
ム
運
動

や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
に
多
大
な
刺
激
を
与
え
た
こ
と
で
知
ら
れ

る
［Berg 1886, p. 174 note1

］。

　
東
南
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ブ
系
住
民
た
ち
は
、
遅
く
と
も
一
八
九
〇

年
代
に
は
こ
れ
ら
の
定
期
刊
行
物
に
寄
稿
を
始
め
て
い
る
［Laffan 

2007, pp. 698-704
］。
最
初
期
の
寄
稿
者
の
一
人
は
、
サ
イ
フ
ッ

デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル = 

ヤ
マ
ニ
ーSayf al-Dīn al-Yam

anī

と
い
う
人

物
で
あ
る
。
こ
れ
は
、シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
住
ん
で
い
た
ム
ハ
ン
マ
ド
・

ビ
ン
・
ア
キ
ー
ル
・
ビ
ン
・
ヤ
フ
ヤ
ーM

uḥam
m

ad bin ʻAqīl bin 
Yaḥyā

（
一
八
六
三
～
一
九
三
一
）
の
筆
名
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

る
［Laffan 2007, p. 688

］。
ビ
ン
・
ア
キ
ー
ル
は
、
ハ
ド
ラ
ミ
ー

の
中
で
も
ア
ラ
ウ
ィ
ーʻAlaw

ī

、
も
し
く
は
バ
ー
ア
ラ
ウ
ィ
ーBā 

ʻAlaw
ī

と
呼
ば
れ
る
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
子
孫
の
一
族
で
あ
る
。

ア
ラ
ウ
ィ
ー
た
ち
は
、
高
貴
な
血
統
に
よ
っ
て
東
南
ア
ジ
ア
の
現
地

ム
ス
リ
ム
社
会
に
お
い
て
高
い
敬
意
を
受
け
、
伝
統
的
な
宗
教
勢
力

と
強
い
結
び
つ
き
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
一
方
、
彼
ら
の
中
に
は
ム

ス
リ
ム
社
会
の
改
革
の
必
要
性
を
早
く
か
ら
認
識
す
る
者
も
多
く
、

定
期
刊
行
物
の
発
行
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
育
の
近
代
化
と
い
っ
た
イ
ス

ラ
ー
ム
改
革
主
義
運
動
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。ビ
ン
・
ア
キ
ー

ル
は
、
前
述
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
発
行
の
イ
ス
ラ
ー
ム
系
定
期
刊
行
物

『
イ
マ
ー
ム
』
の
発
行
に
参
加
し
て
い
る
［Azra 1999, p. 149

］。

　
一
八
九
六
年
、
サ
イ
フ
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
、
カ
イ
ロ
の
日
刊
紙
『
ム

ア
イ
ヤ
ドal-M

uʼayyad

』
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ

の
圧
政
を
批
判
す
る
論
説
を
発
表
し
た
。
彼
は
そ
の
後
も
、
ア
チ
ェ

戦
争
な
ど
ス
マ
ト
ラ
の
状
況
や
ア
チ
ェ
と
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
歴
史
的

な
関
係
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ム
ス
リ
ム
全
般
に
関
す
る
論
説
を
『
ム

ア
イ
ヤ
ド
』
に
送
っ
て
い
る
［Laffan 2007, pp. 698-699

］。
同

紙
に
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
住
む
ア
ラ
ウ
ィ
ー
の
有

力
者
、
ア
リ
ー
・
ビ
ン
・
ア
フ
マ
ド
・
ビ
ン
・
シ
ハ
ー
ブʻAlī bin 

Aḥm
ad bin Shihāb

（
一
八
六
五
／
六
六
～
一
九
四
五
）
も
し
ば
し

ば
投
稿
し
た
（
９
）

。『
ム
ア
イ
ヤ
ド
』
は
、
イ
ギ
リ
ス
占
領
下
エ
ジ
プ
ト

に
お
け
る
有
力
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
系
定
期
刊
行
物
で
あ
り
、
ア

リ
ー
・
ユ
ー
ス
フʻAlī Yūsuf

（
一
八
六
三
～
一
九
一
三
）
に
よ
っ

て
一
八
八
九
年
に
創
刊
さ
れ
た）
（1
（

。
東
南
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ブ
系
住
民
が

し
ば
し
ば
寄
稿
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
新
聞
が
イ
ス
ラ
ー
ム
世

界
に
お
け
る
国
際
紙
と
し
て
の
側
面
も
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

　『マ
ナ
ー
ル
』
と
東
南
ア
ジ
ア

　『
マ
ナ
ー
ル
』
に
は
、
こ
の
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
た
一
八
九
八
年
に

東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
最
初
の
記
事

が
掲
載
さ
れ
て
い
る）
（（
（

。そ
の
記
事
で
は
、「
ジ
ャ
ワ
の
ム
ス
リ
ム
た
ち
」

が
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
国
籍
の
取
得
を
望
ん
で
い
る
が
オ
ラ
ン
ダ
が
そ

れ
を
拒
ん
で
い
る
こ
と
、
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
領
事
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ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
が
構
築
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
仲
介
者
（
山
口
）

が
親
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
宣
伝
を
広
め
て
い
る
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
が
召

還
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
匿
名
で

あ
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ブ
系
住
民
が
執
筆
し
た
可
能
性
が
高

い
。
な
ぜ
な
ら
、「
ジ
ャ
ワ
の
ム
ス
リ
ム
」
の
う
ち
オ
ス
マ
ン
帝
国

の
国
籍
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
主
に
ア
ラ
ブ
系
住
民
だ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
統
治
下
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
、
ア
ラ
ブ
人

は
華
人
ら
と
と
も
に
「
外
来
東
洋
人
（Vreem

de Oosterlingen

）」

に
分
類
さ
れ
、
居
住
・
移
動
に
制
限
が
課
さ
れ
る
な
ど
、
法
律
や
社

会
制
度
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
よ
り
も
下
の
地
位
に
置
か
れ
て
い

た
。
ア
ラ
ブ
系
住
民
は
そ
の
よ
う
な
待
遇
に
不
満
を
抱
き
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
で
法
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て
扱
わ
れ
た
オ
ス
マ
ン

帝
国
の
国
籍
の
獲
得
を
目
指
し
た
［
弘
末
　
二
〇
〇
四
、一
八
二
―

一
八
三
頁
］。

　『
マ
ナ
ー
ル
』
に
は
、
一
九
四
〇
年
ま
で
に
東
南
ア
ジ
ア
関
係
の

記
事
が
一
五
〇
件
以
上
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
地
域
的
に
は
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
に
関
す
る
も
の
が
多
い
。
そ
れ
ら
の
記
事
は
、
出
来
事
や
事
件

を
伝
え
る
報
道
記
事
、
議
論
や
主
張
を
提
示
す
る
論
説
記
事
、
そ
し

て
フ
ァ
ト
ワ
ー
に
大
別
で
き
る
。
フ
ァ
ト
ワ
ー
が
そ
の
大
部
分
の

一
三
〇
件
以
上
を
占
め
る
一
方
、
東
南
ア
ジ
ア
で
起
き
た
出
来
事
を

伝
え
る
報
道
記
事
は
数
件
に
過
ぎ
な
い）
（1
（

。
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム

が
フ
ァ
ト
ワ
ー
を
求
め
た
問
題
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
の
服
装
や
慣

習
、
近
代
の
科
学
技
術
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
新
た
な
機
器
、
東

南
ア
ジ
ア
の
伝
統
的
な
社
会
・
宗
教
慣
行
や
イ
ス
ラ
ー
ム
指
導
者
の

在
り
方
な
ど
に
つ
い
て
で
あ
る
。論
説
記
事
や
報
道
記
事
と
し
て
は
、

オ
ラ
ン
ダ
に
よ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
の
圧
政
を
批
判
し
た
り
、
東
南

ア
ジ
ア
社
会
の
後
進
的
な
状
況
の
要
因
を
論
じ
る
も
の
、
東
南
ア
ジ

ア
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
育
な
ど
の
改
革
運
動
に
つ
い
て
伝
え
る

も
の
が
あ
げ
ら
れ
る）
（1
（

。

　
そ
れ
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
中
で
ど
の
よ
う
な
人
々

が
、『
マ
ナ
ー
ル
』
に
記
事
を
執
筆
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
執
筆
者

が
匿
名
の
も
の
や
イ
ニ
シ
ャ
ル
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
、
執
筆

者
の
名
前
が
判
明
し
て
も
経
歴
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
も
の
も
少
な

く
な
い
が
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
寄
稿
が
目
立
っ
て
い
る
。
そ

の
ひ
と
つ
は
東
南
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ブ
系
住
民
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ

が
マ
ッ
カ
や
カ
イ
ロ
な
ど
ア
ラ
ブ
地
域
に
留
学
中
も
し
く
は
留
学
経

験
の
あ
る
現
地
ム
ス
リ
ム
で
あ
る）
（1
（

。

　
前
述
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
ア
ラ
ブ
人
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ビ
ン
・
ア

キ
ー
ル
は
、『
マ
ナ
ー
ル
』
と
緊
密
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
彼
に

よ
る
最
初
の
寄
稿
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
の
抑
圧

に
対
抗
す
る
手
段
を
講
じ
た
一
八
九
九
年
の
論
説
だ
と
考
え
ら
れ

る）
（1
（

。
も
っ
と
も
、
ビ
ン
・
ア
キ
ー
ル
は
、『
マ
ナ
ー
ル
』
の
中
で
し

ば
し
ば
名
前
が
言
及
さ
れ
る
も
の
の
彼
が
執
筆
し
た
記
事
自
体
は
少

な
い）
（1
（

。
む
し
ろ
、
彼
と
『
マ
ナ
ー
ル
』
の
関
係
に
お
い
て
重
視
さ
れ

る
の
は
、
東
南
ア
ジ
ア
全
域
に
お
い
て
こ
の
雑
誌
の
流
通
を
担
っ
た
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こ
と
で
あ
る
［Bluhm

-W
arn 1997, p. 297

］。
ビ
ン
・
ア
キ
ー
ル

が
亡
く
な
っ
た
際
『
マ
ナ
ー
ル
』
に
掲
載
さ
れ
た
追
悼
文
の
中
で
、

リ
ダ
ー
は
、「
彼
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ジ
ャ
ワ
そ
の
他
の
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
の
島
々
で
そ
れ
（『
マ
ナ
ー
ル
』）
を
広
め
る
よ
う
に
配
慮
し

た
。
親
愛
の
念
と
書
簡
の
や
り
と
り
が
、
力
強
く
、
情
熱
を
も
っ
て

我
々
の
間
を
結
ん
で
い
た
」
と
記
し
て
い
る）
（1
（

。

　『
マ
ナ
ー
ル
』
に
頻
繁
に
寄
稿
し
た
東
南
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ブ
系
住

民
と
し
て
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ビ
ン
・
ハ
ー
シ
ムM

uḥam
m

ad bin 
H

āshim
 bin Ṭāhir

（
一
八
八
二
～
一
九
六
〇
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ビ
ン
・
ハ
ー
シ
ム
は
ビ
ン
・
ア
キ
ー
ル
と
同
じ
く
ア
ラ
ウ
ィ
ー
で
あ

り
、
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
で
生
ま
れ
一
九
〇
七
年
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
移

り
住
ん
だ
。
彼
は
ス
マ
ト
ラ
の
パ
レ
ン
バ
ン
で
ム
ナ
ッ
ワ
ル
学
院

M
adrasat al-M

unaw
w

ar

と
い
う
マ
ド
ラ
サ
（m

adrasa

）
を
開
き
、

一
九
一
四
年
に
は
ア
ラ
ビ
ア
語
と
ム
ラ
ユ
語
の
二
言
語
を
用
い
た
雑

誌
『
バ
シ
ー
ルal-Bashīr

』
を
創
刊
し
た
。
こ
こ
で
い
う
マ
ド
ラ

サ
と
は
、
二
〇
世
紀
に
入
り
、
東
南
ア
ジ
ア
で
開
設
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
、
学
校
制
度
を
取
り
入
れ
非
宗
教
科
目
も
教
え
る
近
代
的
な

イ
ス
ラ
ー
ム
教
育
機
関
の
こ
と
で
あ
る
。
一
九
一
五
年
、ビ
ン
・
ハ
ー

シ
ム
は
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
ア
ラ
ブ
人
団
体
ジ
ャ
ム
イ
ー
ヤ
ト
・
ハ
イ
ル

Jam
‘īyat Khayr

（「
慈
善
協
会
」
の
意
）
に
招
か
れ
、
こ
の
団
体
の

マ
ド
ラ
サ
の
教
師
と
な
っ
た
。
彼
は
そ
の
後
、
プ
カ
ロ
ン
ガ
ン
の
教

育
団
体
シ
ャ
マ
ー
イ
ル
・
ア
ル = 

フ
ダ
ーSham

āʼil al-H
udā

と
ス

ラ
バ
ヤ
の
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
・
ス
ホ
ー
ルH

adram
aut School

の
設

立
で
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
、
そ
れ
ら
の
マ
ド
ラ
サ
で
も
教
鞭
を

執
っ
た
。
さ
ら
に
、ス
ラ
バ
ヤ
で
は
、ア
ラ
ビ
ア
語
定
期
刊
行
物
『
ハ

ド
ラ
マ
ウ
トḤ

aḍram
aw

t

』
の
編
集
に
一
九
二
〇
年
代
半
ば
ま
で

携
わ
っ
た）
（1
（

。

　
ビ
ン
・
ハ
ー
シ
ム
に
よ
る
『
マ
ナ
ー
ル
』
へ
の
寄
稿
は
一
九
一
〇

年
前
後
に
集
中
し
て
い
る
。
彼
が
最
初
に
執
筆
し
た
の
は
、

一
九
〇
七
年
に
掲
載
さ
れ
た
ム
ウ
ジ
ザ
（m

uʻjiza, 

預
言
者
に
あ
ら

わ
れ
る
奇
蹟
）
に
関
す
る
フ
ァ
ト
ワ
ー
の
要
求
で
あ
る）
（1
（

。
後
に
彼

は
、
地
球
の
自
転
と
公
転
、
映
画
、
電
報
と
い
っ
た
科
学
的
な
知
識

や
技
術
に
関
す
る
質
問
も
リ
ダ
ー
に
送
っ
て
い
る）
11
（

。
ビ
ン
・
ハ
ー
シ

ム
は
、『
マ
ナ
ー
ル
』
の
掲
げ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
の
理
念
の

熱
心
な
賛
同
者
で
あ
り
、一
九
〇
八
年
に
は
『
マ
ナ
ー
ル
』
を
称
え
、

そ
の
敵
対
者
た
ち
を
激
し
く
批
判
す
る
論
説
を
執
筆
し
た）
1（
（

。
ま
た
、

一
九
一
一
年
に
は
、
パ
レ
ン
バ
ン
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
育
の
近

代
化
の
試
み
を
『
マ
ナ
ー
ル
』
で
報
告
し
て
い
る）
11
（

。
そ
の
記
事
で
も
、

『
マ
ナ
ー
ル
』
が
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
育
の
改
革

の
動
き
に
多
大
な
刺
激
を
及
ぼ
し
た
と
す
る
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

　『
マ
ナ
ー
ル
』
に
頻
繁
に
寄
稿
し
た
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の

も
う
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
、
ア
ラ
ブ
地
域
へ
の
留
学
生
・
留
学
経
験

者
で
あ
る
。
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
移
民
と
同
じ
よ
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ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
が
構
築
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
仲
介
者
（
山
口
）

う
に
、
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
ア
ラ
ブ
地
域
に
向
か
う
留
学
生
も
、
イ
ン

ド
洋
に
お
け
る
蒸
気
船
交
通
の
発
達
に
よ
っ
て
そ
の
数
が
大
幅
に
増

加
し
た
［Laffan 2003, pp. 47-50

］。
東
南
ア
ジ
ア
出
身
者
は
ア

ラ
ブ
地
域
で
、「
ジ
ャ
ー
ウ
ィ
ー
（Jāw

ī

）」、
も
し
く
は
「
ジ
ャ
ー

ワ
（Jāw

a

）」
と
総
称
さ
れ
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
学
を
攻
究
し
よ
う

と
す
る
ジ
ャ
ー
ワ
の
ム
ス
リ
ム
の
遊
学
先
は
、
一
九
世
紀
末
ま
で
は

主
に
マ
ッ
カ
で
あ
っ
た
。
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
エ
ジ
プ
ト
の
カ

イ
ロ
に
向
か
う
者
の
数
も
徐
々
に
増
え
始
め
、
一
九
二
五
年
に
は

二
〇
〇
名
以
上
が
滞
在
し
て
い
た
と
見
積
も
ら
れ
る
［Roff 1970, 

pp. 73-74

］。
カ
イ
ロ
が
東
南
ア
ジ
ア
の
学
生
を
引
き
付
け
る
よ
う

に
な
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
彼
ら
が
ア
ラ
ブ
地
域
の
政
治
運
動
に
大

き
な
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
や
カ
イ
ロ
が
ア
ラ
ブ
地
域
に
お
け
る

近
代
的
な
教
育
・
出
版
活
動
の
中
心
地
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
［Roff 1970, p. 74; Feener 2010, p.66

］。
カ
イ
ロ
に
は
、
ス

ン
ナ
派
の
教
育
活
動
の
伝
統
的
な
拠
点
で
あ
る
ア
ズ
ハ
ルAzhar

だ

け
で
な
く
、
ダ
ー
ル
・
ア
ル = 

ウ
ル
ー
ムDār al-ʻUlūm

（
教
員
養

成
学
校
）
や
エ
ジ
プ
ト
大
学
（
現
在
の
カ
イ
ロ
大
学
の
前
身
）
と
い
っ

た
近
代
的
な
教
育
機
関
も
開
設
さ
れ
て
い
た
。

　
マ
ッ
カ
と
カ
イ
ロ
に
留
学
し
た
ム
ハ
ン
マ
ド
・
バ
ス
ユ
ニ
・
イ

ム
ラ
ンM
uham

m
ad Basyuni Im

ran

（
一
八
八
五
～
一
九
五
三
）

は
、『
マ
ナ
ー
ル
』
に
最
も
多
く
の
論
考
を
執
筆
し
た
東
南
ア
ジ
ア

の
ム
ス
リ
ム
で
あ
る）
11
（

。
バ
ス
ユ
ニ
・
イ
ム
ラ
ン
は
、
西
ボ
ル
ネ
オ
の

サ
ン
バ
ス
の
宮
廷
に
代
々
仕
え
る
ウ
ラ
マ
ー
の
家
に
生
ま
れ
た
。
父

親
は
、
同
地
の
最
高
位
の
宗
教
職
で
あ
る
マ
ハ
ラ
ジ
ャ
・
イ
マ
ー
ム

（M
aharaja Im

am

）
を
務
め
た
。
彼
は
父
親
か
ら
初
歩
的
な
宗
教

教
育
を
受
け
た
後
、
一
七
歳
の
時
に
マ
ッ
カ
に
渡
り
、
そ
こ
で
約
五

年
間
学
問
を
修
め
た
。
こ
の
時
期
に
カ
イ
ロ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主

義
運
動
に
関
心
を
持
ち
始
め
た
よ
う
で
あ
り
、
一
九
〇
六
年
に
サ
ン

バ
ス
に
戻
る
と
、『
マ
ナ
ー
ル
』
を
購
読
し
リ
ダ
ー
と
書
簡
の
や
り

取
り
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
一
〇
年
、彼
は
カ
イ
ロ
に
赴
き
、

ア
ズ
ハ
ル
に
加
え
て
リ
ダ
ー
が
開
設
し
て
い
た
「
宣
教
と
導
き
の
学

院Dār al-Daʻw
a w

a-l-Irshād

」
で
も
学
ん
だ）
11
（

。
カ
イ
ロ
に
は
三
年

弱
滞
在
し
、
一
九
一
三
年
に
帰
郷
す
る
と
父
親
の
跡
を
継
い
で
マ
ハ

ラ
ジ
ャ
・
イ
マ
ー
ム
の
地
位
に
就
い
た
。

　
バ
ス
ユ
ニ
・
イ
ム
ラ
ン
が
『
マ
ナ
ー
ル
』
に
最
初
に
寄
稿
し
た
の

は
、
マ
ッ
カ
か
ら
サ
ン
バ
ス
に
戻
っ
た
一
九
〇
八
年
の
こ
と
で
あ

る
。
彼
は
そ
の
中
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
写
真
と
絵
画
の
規
定

の
違
い
に
関
す
る
フ
ァ
ト
ワ
ー
を
リ
ダ
ー
に
求
め
た）
11
（

。
カ
イ
ロ
か
ら

帰
国
し
た
後
も
、
宗
教
上
の
規
定
に
関
す
る
彼
か
ら
リ
ダ
ー
へ
の
質

問
は
、継
続
的
に
『
マ
ナ
ー
ル
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
［Bruinessen 

1992

］。
し
か
し
、『
マ
ナ
ー
ル
』
へ
の
彼
の
寄
稿
の
中
で
最
も
有

名
な
の
は
、
リ
ダ
ー
を
介
し
て
レ
バ
ノ
ン
出
身
の
イ
ス
ラ
ー
ム
改

革
主
義
の
思
想
家
シ
ャ
キ
ー
ブ
・
ア
ル
ス
ラ
ー
ンShakīb Arslān

（
一
八
六
九
～
一
九
四
六
）
に
宛
て
ら
れ
た
質
問
で
あ
る
。
バ
ス
ユ



－  126  －－  127  －

史
苑
（
第
七
九
巻
第
一
号
）

ニ
・
イ
ム
ラ
ン
は
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
衰
退
の
要
因
に
つ
い
て
ア
ル

ス
ラ
ー
ン
に
尋
ね
、
そ
の
返
答
は
『
マ
ナ
ー
ル
』
に
三
回
に
渡
っ
て

連
載
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
後
に
ア
ル
ス
ラ
ー
ン
の
代
表
作
『
な

ぜ
ム
ス
リ
ム
は
後
進
的
と
な
り
、
他
の
者
た
ち
は
進
歩
し
た
の
か
』

と
し
て
出
版
さ
れ
た）
11
（

。

　『
マ
ナ
ー
ル
』
に
多
く
寄
稿
し
た
の
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ブ

系
住
民
と
ア
ラ
ブ
地
域
へ
の
留
学
生
・
留
学
経
験
者
で
あ
っ
た
の
は
、

彼
ら
が
高
い
ア
ラ
ビ
ア
語
能
力
を
持
っ
て
い
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
い
ず
れ
も
蒸
気
船
の
利
用
が
イ
ン

ド
洋
海
上
交
通
を
発
達
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
増
加
し
た
。た
だ
し
、

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
は
、
寄
稿
者
の
中
に
主
要
な
イ
ス
ラ
ー
ム
団

体
に
属
す
る
現
地
ム
ス
リ
ム
の
指
導
者
的
人
物
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る）
11
（

。
彼
ら
の
中
に
も
マ
ッ
カ
な
ど
ア
ラ
ブ
地

域
で
長
期
間
学
ん
だ
者
は
少
な
く
な
く
、
必
ず
し
も
ア
ラ
ビ
ア
語
能

力
を
欠
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い）
11
（

。
つ
ま
り
、『
マ
ナ
ー
ル
』
が
ア

ラ
ブ
地
域
と
東
南
ア
ジ
ア
と
の
間
に
構
築
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で

は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
側
で
は
ア
ラ
ブ
系
住
民
や
一
部
の

留
学
生
・
留
学
経
験
者
が
仲
介
者
に
特
化
し
た
役
割
を
担
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

二
　『
フ
ァ
ト
フ
』
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム

　
続
い
て
、『
フ
ァ
ト
フ
』
が
東
南
ア
ジ
ア
と
の
間
に
構
築
し
た
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
こ
の

雑
誌
の
概
要
と
東
南
ア
ジ
ア
と
の
関
係
に
つ
い
て
瞥
見
し
た
後
に
、

こ
の
雑
誌
に
お
け
る
東
南
ア
ジ
ア
側
の
執
筆
者
と
情
報
源
に
つ
い
て

論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

『
フ
ァ
ト
フ
』
と
東
南
ア
ジ
ア

　『
フ
ァ
ト
フ
』
は
、『
マ
ナ
ー
ル
』
と
と
も
に
一
九
三
〇
年
代
の
エ

ジ
プ
ト
に
お
け
る
代
表
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
系
定
期
刊
行
物
の
一
つ
に

数
え
ら
れ
る
［Gershoni and Jankow

ski 1995, p.61

］）
11
（

。
こ
の
雑

誌
は
、
カ
イ
ロ
の
サ
ラ
フ
ィ
ー
ヤ
出
版
社
・
書
店Dār al-M

aṭbaʻa 
al-Salafīya w

a-l-M
aktab-hā

か
ら
発
行
さ
れ
、そ
の
経
営
者
ム
ヒ
ッ

ブ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル = 

ハ
テ
ィ
ー
ブM

uḥibb al-Dīn al-Khaṭīb

（
一
八
八
六
～
一
九
六
九
）
が
主
筆
を
務
め
た
。
創
刊
か
ら
二
年
間

は
ア
ブ
ド
ゥ
ル
バ
ー
キ
ー
・
ス
ル
ー
ル
・
ナ
イ
ー
ムʻAbd al-Bāqī 

Surūr N
aʻīm

と
い
う
ア
ズ
ハ
ル
の
ウ
ラ
マ
ー
が
編
集
を
担
っ
た
が
、

一
九
二
九
年
に
彼
が
亡
く
な
っ
た
後
は
ハ
テ
ィ
ー
ブ
が
編
集
も
務
め

た
。
創
刊
時
は
月
刊
で
あ
っ
た
が
す
ぐ
に
週
刊
に
な
り
、
そ
の
後

一
九
四
〇
年
代
途
中
か
ら
二
週
間
に
一
回
の
発
行
に
、
最
後
は
再
び

月
刊
に
戻
っ
た
［Jundī 1986, p.6

］。
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ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
が
構
築
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
仲
介
者
（
山
口
）

　
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
ダ
マ
ス
カ
ス
の
ウ
ラ
マ
ー
の
名
家
に
生
ま
れ
た

イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
の
思
想
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
出
版
人
で

あ
る）
11
（

。
彼
は
ま
ず
故
郷
の
ダ
マ
ス
カ
ス
で
、
次
い
で
ベ
イ
ル
ー
ト
と

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
学
と
と
も
に
法
律
な
ど
非
宗

教
的
な
学
問
も
学
ん
だ
。
彼
が
師
事
し
多
大
な
影
響
を
受
け
た
の

は
、
ダ
マ
ス
カ
ス
出
身
の
思
想
家
タ
ー
ヒ
ル
・
ア
ル = 

ジ
ャ
ザ
ー

イ
リ
ーṬāhir al-Jazāʼīrī
（
一
八
五
二
～
一
九
二
〇
）
で
あ
る
。
ハ

テ
ィ
ー
ブ
は
一
九
〇
九
年
に
カ
イ
ロ
に
移
っ
て
サ
ラ
フ
ィ
ー
ヤ
書
店

M
aktaba al-Salafīya

を
開
き
、
一
九
一
二
年
か
ら
暫
く
の
間
は
リ

ダ
ー
の
マ
ナ
ー
ル
書
店
と
共
同
事
業
も
行
っ
た）
1（
（

。一
九
一
六
年
に「
ア

ラ
ブ
の
反
乱
」
を
起
こ
る
と
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
フ
サ
イ
ン
・
ブ
ン
・

ア
リ
ーḤ

usayn ibn ʻAlī

の
招
き
に
応
じ
て
マ
ッ
カ
で
定
期
刊
行

物
『
キ
ブ
ラal-Qibla

』
を
編
集
し
、
後
に
ダ
マ
ス
ク
ス
に
移
っ
て

『
ア
ー
シ
マal-ʻĀṣim

a

』
の
編
集
に
も
携
わ
っ
た
［Ayalon 1995, 

pp. 72,83

］。
だ
が
、
最
終
的
に
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
シ
ャ
リ
ー
フ
・
フ

サ
イ
ン
と
袂
を
分
か
ち
、
彼
と
敵
対
し
て
い
た
イ
ブ
ン
・
サ
ウ
ー
ド

Ibn Saʻūd

を
支
持
す
る
よ
う
に
な
る
。
彼
は
一
九
二
〇
年
に
カ
イ

ロ
に
戻
り
、
一
九
二
四
年
に
『
ザ
フ
ラ
ーal-Zahrāʼ

』
を
創
刊
し
、

一
九
二
六
年
か
ら
『
フ
ァ
ト
フ
』
の
発
行
を
始
め
た
。

　『
フ
ァ
ト
フ
』
と
『
マ
ナ
ー
ル
』
は
、
主
筆
が
エ
ジ
プ
ト
に
移
住

し
た
シ
リ
ア
出
身
者
で
あ
る
点
で
共
通
し
て
お
り
、
主
義
や
立
場
も

近
い
。
た
だ
し
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
と
リ
ダ
ー
は
、
師
事
し
た
人
物
が
異

な
る
こ
と
も
あ
り
、
個
人
的
な
関
係
は
そ
れ
ほ
ど
親
密
で
な
か
っ
た

と
さ
れ
る）
11
（

。
ま
た
、『
マ
ナ
ー
ル
』
と
『
フ
ァ
ト
フ
』
に
は
、
以
下

の
よ
う
な
性
格
の
違
い
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
、
近
代
主

義
的
な
宗
教
指
導
者
を
主
な
対
象
と
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
改
革

を
担
う
エ
リ
ー
ト
の
育
成
を
目
指
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
後
者
は
、

反
西
洋
的
な
論
調
で
政
治
的
な
問
題
を
中
心
に
扱
い
、
イ
ス
ラ
ー
ム

世
界
の
情
報
を
幅
広
い
読
者
に
伝
え
る
こ
と
に
関
心
を
示
し
た
。
さ

ら
に
、『
フ
ァ
ト
フ
』
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
以
降
に
カ
イ
ロ
で

結
成
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
団
体
と
直
接
的
な
関
係
を
持
っ
て
い
た）
11
（

。

ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
と
り
わ
け
一
九
二
七
年
に
結
成
さ
れ
た
ム
ス
リ
ム

青
年
協
会Jam

ʻīyat al-Shubbān al-M
uslim

īn

の
代
弁
者
で
あ
り
、

『
フ
ァ
ト
フ
』
も
こ
の
団
体
の
雑
誌
と
見
做
さ
れ
て
い
た
［Gershoni 

and Jankow
ski 1995, pp. 74,80

］。

　『
フ
ァ
ト
フ
』
は
、『
マ
ナ
ー
ル
』
と
同
じ
よ
う
に
、
ア
ラ
ブ
地
域

だ
け
で
な
く
イ
ン
ド
、
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界

の
周
縁
地
域
に
も
流
通
し
、
そ
れ
ら
の
地
域
の
読
者
が
執
筆
し
た
記

事
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
た）
11
（

。
ア
ラ
ブ
地
域
の
著
名
な
寄
稿
者
と
し
て

は
、
リ
ダ
ー
や
ア
ル
ス
ラ
ー
ン
に
加
え
、
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
創
設

者
ハ
サ
ン
・
ア
ル = 

バ
ン
ナ
ーḤ

asan al-Bannā

（
一
九
〇
六
～

四
九
）
や
エ
ル
サ
レ
ム
の
ム
フ
テ
ィ
ー
（
フ
ァ
ト
ワ
ー
を
出
す
資

格
を
持
つ
法
学
者
）、
ア
ミ
ー
ン
・
ア
ル = 

フ
サ
イ
ニ
ーAm

īn al-
Ḥ

usaynī
（
一
八
九
三
・
九
五
・
九
七
～
一
九
七
四
）
な
ど
が
あ
げ
ら
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史
苑
（
第
七
九
巻
第
一
号
）

れ
る
。
周
縁
地
域
か
ら
は
、
以
下
で
見
る
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム

の
他
に
も
、
中
国
人
ム
ス
リ
ム
の
海
維
諒
（
ア
ラ
ビ
ア
語
名
は
バ

ド
ル
ッ
デ
ィ
ー
ンBadr al-Dīn

）（
一
九
一
二
～
？
）
や
馬
堅
（
ア

ラ
ビ
ア
語
名
は
ム
ハ
ン
マ
ド
・
マ
キ
ー
ンM

uḥam
m

ad M
akīn

）

（
一
九
〇
六
～
一
九
七
八
）
ら
が
し
ば
し
ば
論
説
を
書
い
た
。

　『
フ
ァ
ト
フ
』
に
お
け
る
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
に
よ
る
最
初

の
記
事
は
、
一
九
二
七
年
に
掲
載
さ
れ
た
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・
ビ
ン
・

ヌ
フAbdullah bin N

uh

（
一
九
〇
五
～
一
九
八
七
）
に
よ
る
ハ

テ
ィ
ー
ブ
に
宛
て
た
質
問
で
あ
る）
11
（

。
ビ
ン
・
ヌ
フ
は
、
西
ジ
ャ
ワ
の

チ
ア
ン
ジ
ュ
ル
出
身
で
、
こ
の
記
事
を
書
い
た
当
時
カ
イ
ロ
に
留
学

し
て
い
た
。
彼
は
、オ
ラ
ン
ダ
人
東
洋
学
者
ス
ヌ
ッ
ク
・
フ
ル
フ
ロ
ー

ニ
ェ
の
論
説
を
読
み
、
そ
の
中
の
以
下
の
主
張
に
つ
い
て
ハ
テ
ィ
ー

ブ
に
意
見
を
求
め
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
女
性
を
隷
属
さ

せ
る
宗
教
で
あ
り
、
女
性
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
と
い
う
も
の
、

そ
し
て
、汎
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
（al-jām

iʻa al-Islām
īya

）
の
紐
帯
は
、

個
別
の
民
族
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
興
隆
に
よ
っ
て
消
滅
し
よ
う
と

し
て
い
る
と
い
う
も
の
の
二
点
で
あ
る
。

　
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
ビ
ン
・
ヌ
フ
へ
の
返
答
に
お
い
て
、
ス
ヌ
ッ

ク
・
フ
ル
フ
ロ
ー
ニ
ェ
の
主
張
に
反
駁
を
加
え
て
い
る
。
ま
ず
、
女

性
を
め
ぐ
る
議
論
な
ど
ム
ス
リ
ム
の
家
族
生
活
に
生
じ
て
い
る
混
乱

は
、
一
般
大
衆
の
無
知
や
近
代
化
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

本
来
の
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
関
係
が
な
い
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
女
性
が

男
性
に
隷
属
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
責
任
は
イ
ス
ラ
ー
ム
で

は
な
く
、
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
政
庁
に
帰
す
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

ス
ヌ
ッ
ク
・
フ
ル
フ
ロ
ー
ニ
ェ
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
考
え
る
汎
イ
ス

ラ
ー
ム
主
義
は
、
誤
っ
た
理
解
に
基
づ
い
た
、
彼
ら
の
想
像
の
中
に

だ
け
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。真
の
汎
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
の
紐
帯
は
、

消
滅
す
る
ど
こ
ろ
か
ま
す
ま
す
強
固
に
な
っ
て
お
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
な
ど
な
い
。
む
し
ろ
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
運
動
は
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
民
衆
間
の
文
化
的
紐
帯
（raw

ābiṭ 
adabīya bayna al-shuʻūb al-Islām

īya

）」
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
成
功
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
一
九
三
〇
年
代
に
入
る
と
、『
フ
ァ
ト
フ
』
に
は
東
南
ア
ジ
ア
関

係
の
記
事
が
定
期
的
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
廃
刊
に
な
る

一
九
四
八
年
ま
で
の
間
に
掲
載
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
関
係
の
記
事
は

二
〇
〇
件
余
り
で
、
そ
の
大
半
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
関
す
る
も
の
で

あ
る）
11
（

。『
マ
ナ
ー
ル
』
と
比
べ
て
も
多
数
の
東
南
ア
ジ
ア
関
係
の
記

事
が
掲
載
さ
れ
た
要
因
と
し
て
、『
フ
ァ
ト
フ
』
が
週
刊
で
あ
り
発

行
頻
度
が
高
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
掲
載
さ
れ
た
記
事
の
種

類
と
し
て
は
、
東
南
ア
ジ
ア
で
起
き
た
出
来
事
を
伝
え
る
短
い
報
道

記
事
が
多
数
を
占
め
る
一
方
、
フ
ァ
ト
ワ
ー
は
少
な
い）
11
（

。『
マ
ナ
ー

ル
』
に
掲
載
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
関
係
の
記
事
の
大
部
分
が
フ
ァ
ト

ワ
ー
で
、
報
道
記
事
が
少
な
い
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、宗
教
的
な
問
題
に
よ
り
強
い
関
心
を
持
っ
た
『
マ
ナ
ー
ル
』
と
、
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ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
が
構
築
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
仲
介
者
（
山
口
）

イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
政
治
的
な
情
報
を
伝
え
る
こ
と
を
重
視
し
た

『
フ
ァ
ト
フ
』
の
性
格
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
フ
ァ

ト
フ
』
に
は
、
講
演
の
記
録
や
詩
や
短
編
小
説
と
い
っ
た
文
学
作
品

も
掲
載
さ
れ
て
い
る）
11
（

。

　
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
町
で
『
フ
ァ
ト
フ
』
の
購

読
者
が
い
な
い
と
こ
ろ
は
見
つ
か
ら
な
い
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る

［Jundī 1986, p.20

］。
実
際
に
東
南
ア
ジ
ア
で
ど
れ
ほ
ど
の
部
数

が
講
読
さ
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
の
雑

誌
が
東
南
ア
ジ
ア
の
中
で
も
特
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
広
く
読
ま
れ
、

影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
雑
誌
の
影
響
力

を
危
惧
し
た
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
政
庁
は
、
一
九
三
一
年
一
一
月
初
旬

か
ら
少
な
く
と
も
一
九
三
二
年
二
月
終
わ
り
ま
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ

の
持
ち
込
み
の
禁
止
を
試
み
て
い
る）
11
（

。『
フ
ァ
ト
フ
』
の
側
に
と
っ

て
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
購
読
者
は
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
一
九
四
〇
年
五
月
に
オ
ラ
ン
ダ
が
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ

る
と
、『
フ
ァ
ト
フ
』
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
購
読
者
に
向
け
て
告
知

を
掲
載
し
、
オ
ラ
ン
ダ
の
通
貨
が
銀
行
で
両
替
が
で
き
な
く
な
っ
た

の
で
、
郵
便
為
替
以
外
で
購
読
料
を
支
払
わ
な
い
よ
う
求
め
た）
11
（

。

　東
南
ア
ジ
ア
側
の
寄
稿
者
・
情
報
源

　
そ
れ
で
は
、『
フ
ァ
ト
フ
』
に
寄
稿
し
た
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ

ム
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
名
前
と
経
歴
が
判
明
す
る
限
り
、『
マ

ナ
ー
ル
』
と
同
じ
く
、ア
ラ
ブ
系
住
民
と
ア
ラ
ブ
地
域
へ
の
留
学
生
・

留
学
経
験
者
が
こ
の
雑
誌
に
多
く
の
記
事
を
執
筆
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
い
く
つ
か
の
報
道
記
事
で
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
定
期
刊
行
物
な

ど
が
情
報
源
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
も
着
目
し
た
い
。

ア
ラ
ブ
系
住
民

　
東
南
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ブ
系
住
民
か
ら
の
寄
稿
と
し
て
は
、

一
九
三
〇
年
代
前
半
ま
で
は
『
マ
ナ
ー
ル
』
と
同
じ
く
ア
ラ
ウ
ィ
ー

た
ち
か
ら
も
の
が
目
立
つ
。
一
九
二
七
年
に
バ
タ
ヴ
ィ
ア
で
結
成
さ

れ
た
ア
ラ
ウ
ィ
ー
た
ち
を
代
表
す
る
団
体
、
ア
ラ
ウ
ィ
ー
連
盟al-

Rābiṭa al-ʻAlaw
īya

の
活
動
を
伝
え
る
記
事
が
し
ば
し
ば
掲
載
さ
れ

た）
1（
（

。『
ム
ア
イ
ヤ
ド
』
の
寄
稿
者
で
あ
っ
た
ア
リ
ー
・
ビ
ン
・
シ
ハ
ー

ブ
も
、
一
九
三
〇
年
に
『
フ
ァ
ト
フ
』
に
論
説
を
送
り
、
オ
ラ
ン
ダ

植
民
地
政
庁
に
よ
る
ム
ス
リ
ム
に
対
す
る
抑
圧
を
批
判
し
て
い
る）
11
（

。

そ
の
一
方
、
一
九
三
〇
年
代
半
ば
頃
に
な
る
と
、
ア
ラ
ウ
ィ
ー
以
外

の
東
南
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ブ
系
住
民
が
執
筆
し
た
記
事
も
増
え
る
よ
う

に
な
る
。
頻
繁
に
寄
稿
し
た
人
物
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
以
下
の

三
名
で
あ
り
、い
ず
れ
も『
マ
ナ
ー
ル
』へ
の
寄
稿
は
確
認
で
き
な
い
。

　
ま
ず
一
人
目
は
、
ウ
マ
ル
・
ナ
ー
ジ
ーʻUm

ar bin Sulaym
ān 

N
ājī

で
あ
る
。
ナ
ー
ジ
ー
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ブ
人
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
中
で
ア
ラ
ウ
ィ
ー
た
ち
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
イ
ル
シ
ャ
ー

ドal-Irshād
と
い
う
団
体
に
所
属
し
て
い
た
。
二
〇
世
紀
初
頭
、
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東
南
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ブ
系
住
民
の
間
で
は
ア
ラ
ブ
地
域
の
イ
ス
ラ
ー

ム
改
革
主
義
の
影
響
を
受
け
た
グ
ル
ー
プ
が
あ
ら
わ
れ
、
す
べ
て
の

信
徒
の
平
等
と
い
う
観
点
か
ら
血
統
に
基
づ
い
た
ア
ラ
ウ
ィ
ー
た
ち

の
特
権
的
な
地
位
を
否
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
が
一
九
一
四

年
に
バ
タ
ヴ
ィ
ア
で
、
ス
ー
ダ
ン
出
身
の
ウ
ラ
マ
ー
、
ア
フ
マ

ド
・
ス
ー
ル
カ
テ
ィ
ーAḥm

ad Sūrkatī

（
一
八
七
五
／
七
六
～

一
九
四
三
）
を
指
導
者
に
迎
え
て
結
成
し
た
の
が
イ
ル
シ
ャ
ー
ド
で

あ
る
。
イ
ル
シ
ャ
ー
ド
は
、
特
に
イ
ス
ラ
ー
ム
教
育
の
改
革
に
取
り

組
み
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
各
地
に
マ
ド
ラ
サ
を
開
設
し
た
。
ナ
ー
ジ
ー

は
、
ス
ー
ル
カ
テ
ィ
ー
が
教
鞭
を
執
っ
た
イ
ル
シ
ャ
ー
ド
の
バ
タ

ヴ
ィ
ア
校
の
第
一
期
の
卒
業
生
で
、
教
育
者
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と

し
て
活
躍
し
た）
11
（

。

　
ナ
ー
ジ
ー
が
『
フ
ァ
ト
フ
』
に
執
筆
し
た
最
初
の
記
事
は
、
ア

ラ
ウ
ィ
ー
た
ち
と
の
論
争
に
関
す
る
も
の
で
あ
る）
11
（

。
こ
の
論
争
は
、

リ
ダ
ー
や
ア
ル
ス
ラ
ー
ン
ら
が
仲
裁
を
試
み
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

一
九
三
〇
年
代
半
ば
に
は
概
ね
沈
静
化
し
て
い
た
［Yam

aguchi 
2012, pp. 62-63

］。
と
こ
ろ
が
、ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、一
九
三
六
年
に
、

東
南
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ブ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
争
点
と
な
っ
た
「
サ
イ

イ
ド
（sayyid, 

「
主
人
」
の
意
）」
と
い
う
ラ
カ
ブ
（laqab, 

尊
称
）

の
適
用
に
関
す
る
論
説
を
『
フ
ァ
ト
フ
』
で
発
表
し
た）
11
（

。
彼
は
そ
の

中
で
、
こ
の
ラ
カ
ブ
は
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
子
孫
の
み
に
用
い
る

べ
き
と
す
る
ア
ラ
ウ
ィ
ー
側
の
立
場
を
支
持
す
る
見
解
を
示
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
ナ
ー
ジ
ー
は
、『
フ
ァ
ト
フ
』
に
送
っ
た
論
説
に
お

い
て
反
論
を
加
え
、
イ
ル
シ
ャ
ー
ド
の
立
場
を
説
明
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
ナ
ー
ジ
ー
は
、
こ
れ
以
降
寄
稿
し
た
記
事
で
は
、
東
南
ア

ジ
ア
の
ア
ラ
ブ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
論
争
に
つ
い
て
は
も
は
や
取

り
上
げ
て
い
な
い
。
彼
は
ア
ラ
ブ
主
義
的
な
傾
向
を
見
せ
て
お
り
、

ア
ラ
ブ
地
域
に
係
る
問
題
に
関
心
を
向
け
て
い
る
。
一
九
三
八
年
の

論
説
で
は
、
日
中
戦
争
に
お
い
て
中
国
側
が
主
要
都
市
を
失
っ
た
こ

と
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
ア
ラ
ブ
地
域
の
ア
ラ
ブ
人
が
分
裂

し
た
状
況
に
危
機
感
を
示
し
、
団
結
の
必
要
を
訴
え
て
い
る）
11
（

。
そ
の

翌
年
に
は
、
そ
の
年
に
収
束
し
、
パ
レ
ス
チ
ナ
側
に
大
き
な
損
害
を

出
し
た
ア
ラ
ブ
大
反
乱
に
関
す
る
論
説
を
執
筆
し
た）
11
（

。

　
残
り
二
人
の
ア
ラ
ブ
系
住
民
の
寄
稿
者
は
、
い
ず
れ
も
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
生
ま
れ
で
あ
る
が
、
若
い
時
期
に
ア
ラ
ブ
地
域
に
渡
り
、
そ
の

後
長
い
年
月
を
エ
ジ
プ
ト
で
過
ご
し
た
ハ
ド
ラ
ミ
ー
で
あ
る
。
そ

の
一
人
、
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ル = 

バ
ク
リ
ーṢalāḥ ‘Abd al-Qādir al-

Bakrī

は
、
ナ
ー
ジ
ー
と
同
じ
く
イ
ル
シ
ャ
ー
ド
の
バ
タ
ヴ
ィ
ア
校

を
卒
業
し
た
後
、
一
九
三
一
年
に
カ
イ
ロ
に
留
学
し
た
。
彼
は
そ
の

ま
ま
エ
ジ
プ
ト
を
活
動
の
拠
点
と
し
な
が
ら
、
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
や

マ
ッ
カ
、
さ
ら
に
は
一
時
期
オ
ラ
ン
ダ
に
も
滞
在
し
た
。
バ
ク
リ
ー

は
、
エ
ジ
プ
ト
で
教
育
関
係
の
職
に
携
わ
る
傍
ら
、
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト

や
東
南
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ブ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
す
る
歴
史
書
を
著

し
た）
11
（

。
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ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
が
構
築
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
仲
介
者
（
山
口
）

　
東
南
ア
ジ
ア
の
ハ
ド
ラ
ミ
ー
の
間
で
は
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
以

降
に
な
る
と
、
後
進
的
な
状
況
に
あ
っ
た
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
の
改
革

を
求
め
る
議
論
が
活
発
に
な
っ
て
い
た
［M

obini-Kesheh 1999, 
chap.6

］。
バ
ク
リ
ー
も
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
に
強
い
帰
属
意
識
を
持
っ

て
い
た
こ
と
は
『
フ
ァ
ト
フ
』
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
か
ら
う
か
が
え

る
。
一
九
三
四
年
、
カ
イ
ロ
の
ジ
ャ
マ
ー
ア
・
ア
ッ = 

タ
ア
ー
ル
フ
・

ア
ル = 

イ
ス
ラ
ー
ミ
ーJam

āʻa al-Taʻāruf al-Islām
ī

（「
イ
ス
ラ
ー

ム
親
睦
グ
ル
ー
プ
」）
と
い
う
ハ
テ
ィ
ー
ブ
が
設
立
し
た
団
体
で
、

バ
ク
リ
ー
は
講
演
を
行
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
の
歴

史
や
社
会
状
況
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
記
録
は
『
フ
ァ
ト

フ
』
に
掲
載
さ
れ
た）
11
（

。
彼
は
一
九
三
六
年
に
も
、
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
の

改
革
や
発
展
の
必
要
性
を
訴
え
る
二
本
の
論
説
を
『
フ
ァ
ト
フ
』
に

寄
稿
し
て
い
る）
11
（

。

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
生
ま
れ
ア
ラ
ブ
地
域
で
活
躍
し
た
も
う
一
人

の
ハ
ド
ラ
ミ
ー
は
、
ア
リ
ー
・
バ
ー
カ
ス
ィ
ー
ルʻAlī Aḥm

ad Bā 
Kathīr

（
一
九
一
〇
～
一
九
六
九
）
で
あ
る）
1（
（

。
バ
ー
カ
ス
ィ
ー
ル
は

東
ジ
ャ
ワ
の
ス
ラ
バ
ヤ
に
生
ま
れ
、
そ
の
地
で
イ
ル
シ
ャ
ー
ド
が
開

設
し
た
学
校
で
学
ん
だ
。
彼
は
一
〇
歳
に
な
る
と
教
育
の
た
め
に

父
親
と
と
も
に
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
に
渡
り
、
サ
イ
ウ
ー
ン
の
お
じ
の

も
と
に
預
け
ら
れ
た
。
バ
ー
カ
ス
ィ
ー
ル
は
、
そ
の
都
市
で
新
た

に
開
設
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
学
校
、
ナ
フ
ダ
・
イ
ル
ミ
ー
ヤ
学
院

M
adrasat al-N

ahḍa al-ʻIlm
īya

に
通
い
、
卒
業
後
は
若
く
し
て
こ

の
学
校
の
運
営
を
委
ね
ら
れ
た
。
バ
ー
カ
ス
ィ
ー
ル
は
一
九
三
四
年

に
カ
イ
ロ
に
移
住
し
、
そ
の
地
で
数
多
く
の
詩
・
戯
曲
・
小
説
を
著

し
、
ア
ラ
ブ
文
学
界
に
名
を
残
し
た
。

　
バ
ー
カ
ス
ィ
ー
ル
は
、
カ
イ
ロ
に
移
る
以
前
か
ら
『
フ
ァ
ト
フ
』

の
主
筆
ハ
テ
ィ
ー
ブ
と
交
流
を
持
っ
て
い
た
。
彼
は
カ
イ
ロ
の
イ
ス

ラ
ー
ム
改
革
主
義
運
動
に
傾
倒
し
、
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
に
い
る
時
に
リ

ダ
ー
や
ハ
テ
ィ
ー
ブ
と
手
紙
の
や
り
取
り
を
始
め
た
。
ハ
テ
ィ
ー
ブ

は
バ
ー
カ
ス
ィ
ー
ル
の
文
才
を
高
く
評
価
し
、
彼
が
最
初
に
書
い
た

戯
曲
、『
フ
マ
ー
ム
、
も
し
く
は
砂
丘
の
都
に
て
』
を
自
身
の
出
版

社
か
ら
発
行
し
て
い
る）
11
（

。
こ
の
戯
曲
は
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
を
舞
台
と

し
、
そ
の
伝
統
的
な
社
会
を
批
判
的
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
バ
ー
カ
ス
ィ
ー
ル
は
、
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
や
ア
ラ
ブ
地
域
だ
け
で

な
く
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
の
関
心
も
持
ち
続
け
た
。『
フ
ァ
ト
フ
』に
は
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
指
導
者
の
一
人
、
ス
ト

モSoetom
o

（
一
八
八
八
～
一
九
三
八
）
を
称
え
る
彼
の
詩
が
二
度

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
詩
は
、
一
九
三
六
年
に
ス
ト
モ
が
カ
イ

ロ
を
訪
れ
た
際
に
、
ム
ス
リ
ム
青
年
協
会
で
開
か
れ
た
歓
迎
の
催
し

で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
詩
は
、
一
九
三
八
年
に
ス
ト
モ

が
亡
く
な
っ
た
時
に
バ
ー
カ
ス
ィ
ー
ル
が
『
フ
ァ
ト
フ
』
に
寄
稿
し

た）
11
（

。
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ア
ラ
ブ
地
域
へ
の
留
学
生
・
留
学
経
験
者

　『
フ
ァ
ト
フ
』
に
多
く
の
記
事
を
執
筆
し
た
ア
ラ
ブ
地
域
へ
の
留

学
生
・
留
学
経
験
者
と
し
て
は
、
ま
ず
次
の
二
人
が
あ
げ
ら
れ
る
。

彼
ら
も
、
上
で
見
た
三
名
の
ア
ラ
ブ
系
住
民
と
同
じ
く
、『
マ
ナ
ー

ル
』
へ
の
寄
稿
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
一
人
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の

ム
ス
リ
ム
と
し
て
こ
の
雑
誌
に
最
初
の
記
事
を
執
筆
し
た
ビ
ン
・
ヌ

フ
で
あ
る）
11
（

。
彼
は
チ
ア
ン
ジ
ュ
ル
の
ウ
ラ
マ
ー
の
家
に
生
ま
れ
、
幼

少
の
時
期
に
マ
ッ
カ
に
渡
り
、
そ
こ
で
二
年
間
過
ご
し
た
。
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
に
帰
国
後
、
ま
ず
チ
ア
ン
ジ
ュ
ル
の
父
親
の
マ
ド
ラ
サ
で
学

び
、次
い
で
一
九
一
八
年
に
プ
カ
ロ
ン
ガ
ン
に
移
っ
て
前
述
の
ビ
ン
・

ハ
ー
シ
ム
が
教
鞭
を
執
る
シ
ャ
マ
ー
イ
ル
・
ア
ル = 

フ
ダ
ー
に
入

学
し
た
。
こ
れ
以
降
、
ビ
ン
・
ヌ
フ
は
ビ
ン
・
ハ
ー
シ
ム
に
師
事
し
、

彼
と
行
動
を
共
に
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
二
二
年
に
ビ
ン
・
ハ
ー

シ
ム
に
従
っ
て
ス
ラ
バ
ヤ
に
赴
き
、
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
・
ス
ホ
ー
ル
で

学
ぶ
と
と
も
に
教
育
に
も
携
わ
っ
た
。
ス
ラ
バ
ヤ
で
は
、『
ハ
ド
ラ

マ
ウ
ト
』
の
編
集
も
手
伝
っ
た
と
さ
れ
る
。
一
九
二
六
年
、
ビ
ン
・

ヌ
フ
は
ビ
ン
・
ハ
ー
シ
ム
や
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
・
ス
ホ
ー
ル
の
他
の
学

生
と
と
も
に
カ
イ
ロ
に
赴
き
、
ア
ズ
ハ
ル
で
二
年
間
学
ん
だ
。

　
ビ
ン
・
ヌ
フ
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
戻
っ
て
か
ら
も
『
フ
ァ
ト
フ
』

に
記
事
を
送
り
続
け
た
。
彼
は
こ
の
雑
誌
に
最
も
多
く
の
寄
稿
を
し

た
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
多
岐
に
渡
っ
て

い
る）
11
（

。
一
九
三
一
年
の
論
説
で
は
、
再
び
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題

を
取
り
上
げ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
勢
力
と
世
俗

的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
対
立
に
つ
い
て
報
告
し
た）
11
（

。
一
九
二
〇
年
代

末
以
降
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
両
グ
ル
ー
プ
が
独
立
運
動
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
争
っ
て
い
た
［N

oer 1973, pp. 
251-258

］。
こ
の
問
題
は
ア
ラ
ブ
地
域
で
も
大
き
な
関
心
を
呼
び
、

ハ
テ
ィ
ー
ブ
や
ア
ル
ス
ラ
ー
ン
が
世
俗
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
批
判

す
る
論
説
を
執
筆
し
て
い
る）
11
（

。
ビ
ン
・
ヌ
フ
は
、
他
の
記
事
で
は
、

汎
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
や
ア
ラ
ブ
主
義
に
つ
い
て
論
じ
た
り
、
イ
ス

ラ
ー
ム
文
明
を
高
く
評
価
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
見
解
を
紹
介
し
た

り
し
て
い
る）
11
（

。
さ
ら
に
彼
は
、
詩
な
ど
文
学
作
品
も
多
く
著
し
て
お

り
、
い
く
つ
か
の
短
い
小
説
を
『
フ
ァ
ト
フ
』
で
発
表
し
て
い
る）
11
（

。

　
ア
ラ
ブ
地
域
に
留
学
し
た
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
で
は
、
ア

ブ
ド
ゥ
ル
・
カ
ハ
ル
・
ム
ザ
ッ
キ
ルAbdul Kahar M

uzakkir

（
一
九
〇
八
～
一
九
七
三
）
も
、『
フ
ァ
ト
フ
』
と
緊
密
な
関
係
を
持
っ

て
い
た）
11
（

。
カ
ハ
ル
・
ム
ザ
ッ
キ
ル
は
、
一
九
三
〇
年
代
末
か
ら
改

革
派
の
イ
ス
ラ
ー
ム
団
体
、
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤM

uham
m

adiyah

で

活
動
し
、
日
本
軍
政
期
以
降
は
イ
ス
ラ
ー
ム
高
等
教
育
の
発
展
に
貢

献
し
た
人
物
で
あ
る）
1（
（

。
彼
は
中
部
ジ
ャ
ワ
の
コ
タ
グ
デ
で
ウ
ラ
マ
ー

の
家
系
に
生
ま
れ
た
。
そ
の
地
の
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
の
小
学
校
に
第
二

学
年
ま
で
通
っ
た
後
、
ス
ラ
カ
ル
タ
の
マ
ン
バ
ア
・
ア
ル
ウ
ル
ム

M
anbaʻ al-Ulum

と
プ
サ
ン
ト
レ
ン
・
ジ
ャ
ム
サ
レ
ンPesantren 

Jam
saren

、
さ
ら
に
東
ジ
ャ
ワ
の
ト
レ
マ
ス
の
プ
サ
ン
ト
レ
ン
・
ト
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ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
が
構
築
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
仲
介
者
（
山
口
）

レ
マ
スPesantren Trem

as

で
学
ん
だ）
11
（

。
一
九
二
五
年
、
一
六
歳

の
時
に
カ
ハ
ル
・
ム
ザ
ッ
キ
ル
は
カ
イ
ロ
に
行
き
、
二
八
歳
ま
で
の

一
二
年
間
を
過
ご
し
た
。
彼
は
、
ダ
ー
ル
・
ア
ル = 

ウ
ル
ー
ム
で

イ
ス
ラ
ー
ム
法
、
教
育
学
、
ア
ラ
ビ
ア
語
と
ヘ
ブ
ラ
イ
語
を
修
め
た
。

　
カ
ハ
ル
・
ム
ザ
ッ
キ
ル
は
カ
イ
ロ
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ム
イ
ー

ヤ
・
ハ
イ
リ
ー
ヤ
・
ジ
ャ
ー
ウ
ィ
ー
ヤal-Jam

ʻīya al-Khayrīya 
al-Jāw

īya

（
ジ
ャ
ー
ワ
の
慈
善
協
会
）、
大
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
協
会

Perhim
punan Indonesia Raya

、
ム
ス
リ
ム
青
年
協
会
と
い
っ

た
団
体
に
参
加
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
［N

akam
ura 1977, 

p.2

］。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
ジ
ャ
ム
イ
ー
ヤ
・
ハ
イ
リ
ー
ヤ
・
ジ
ャ
ー

ウ
ィ
ー
ヤ
は
東
南
ア
ジ
ア
出
身
の
留
学
生
、
大
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
協
会

は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
出
身
の
留
学
生
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
団
体
で

あ
る）
11
（

。
カ
ハ
ル
・
ム
ザ
ッ
キ
ル
は
、
ジ
ャ
ム
イ
ー
ヤ
・
ハ
イ
リ
ー

ヤ
・
ジ
ャ
ー
ウ
ィ
ー
ヤ
で
第
一
書
記
を
務
め
て
い
た
際
に
、
こ
の
団

体
の
活
動
を
『
フ
ァ
ト
フ
』
で
紹
介
し
て
い
る）
11
（

。『
フ
ァ
ト
フ
』
の

記
事
か
ら
は
、
彼
が
こ
れ
ら
の
他
に
も
い
く
つ
か
の
カ
イ
ロ
の
団
体

に
係
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
九
三
二
年
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム

善
導
協
会Jam

ʻīya al-H
idāya al-Islām

īya

が
開
い
た
エ
ジ
プ
ト
に

滞
在
し
て
い
る
世
界
各
地
の
ム
ス
リ
ム
の
学
生
の
親
睦
会
で
、
カ

ハ
ル
・
ム
ザ
ッ
キ
ル
が
講
演
を
行
っ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る）
11
（

。

一
九
三
四
年
に
は
、バ
ク
リ
ー
と
同
じ
く
ジ
ャ
マ
ー
ア
・
ア
ッ = 

タ
ア
ー

ル
フ
・
ア
ル = 

イ
ス
ラ
ー
ミ
ー
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ

い
て
話
を
し
、
そ
の
内
容
が
『
フ
ァ
ト
フ
』
に
掲
載
さ
れ
た）
11
（

。

　
た
だ
し
、
カ
ハ
ル
・
ム
ザ
ッ
キ
ル
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
戻
っ
た

後
は
『
フ
ァ
ト
フ
』
に
寄
稿
を
し
て
い
な
い
。
彼
は
帰
国
後
ム
ハ
マ

デ
ィ
ヤ
で
若
手
の
中
心
的
人
物
と
し
て
要
職
を
担
い
、
一
九
三
八
年

に
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
や
プ
ル
シ
スPersis

（Persatuan Islam
, 

イ
ス

ラ
ー
ム
統
一
協
会
）
の
メ
ン
バ
ー
が
結
成
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
イ

ス
ラ
ー
ム
党Partai Islam

 Indonesia

で
も
委
員
を
務
め
た
［N

oer 
1973, pp. 158-159; N

akam
ura 1977, p.2

］。
カ
ハ
ル
・
ム
ザ
ッ

キ
ル
と
異
な
り
、
カ
イ
ロ
か
ら
帰
国
後
も
『
フ
ァ
ト
フ
』
に
寄
稿
を

続
け
た
ヌ
フ
や
『
マ
ナ
ー
ル
』
に
多
く
の
記
事
を
執
筆
し
た
バ
ス
ユ

ニ
・
イ
ム
ラ
ン
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
主
要
な
イ
ス
ラ
ー
ム
団
体
で

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
。
東
南
ア
ジ
ア
の
現
地
ム
ス
リ
ム

の
指
導
的
人
物
が
ほ
と
ん
ど
寄
稿
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、『
マ
ナ
ー

ル
』
だ
け
で
な
く
『
フ
ァ
ト
フ
』
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

　
な
お
、
ア
ラ
ブ
地
域
へ
の
留
学
生
・
留
学
経
験
者
と
し
て
は
、
バ

ス
ユ
ニ
・
イ
ム
ラ
ン
も
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
以
降
に
『
フ
ァ
ト
フ
』

に
い
く
つ
か
の
論
説
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
彼
が
主
に
論

じ
て
い
る
の
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
彼
は
以
前

か
ら
こ
の
問
題
に
強
い
関
心
を
示
し
て
お
り
、一
九
二
八
年
に
は『
マ

ナ
ー
ル
』
に
お
い
て
、
非
ア
ラ
ブ
人
が
ア
ラ
ビ
ア
語
を
学
ぶ
義
務
及

び
ク
ル
ア
ー
ン
の
ム
ラ
ユ
語
な
ど
他
の
言
語
へ
の
翻
訳
の
是
非
に
関

し
て
、
リ
ダ
ー
に
フ
ァ
ト
ワ
ー
を
求
め
て
い
た）
11
（

。
一
九
三
〇
年
代
後
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史
苑
（
第
七
九
巻
第
一
号
）

半
に
は
、『
フ
ァ
ト
フ
』
で
も
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
ア
ラ
ビ
ア
語
の
翻

訳
の
是
非
や
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
正
則
ア
ラ
ビ
ア
語
の
位
置
づ
け

が
議
論
と
な
っ
た）
11
（

。
バ
ス
ユ
ニ
・
イ
ム
ラ
ン
は
、
リ
ダ
ー
の
見
解
に

従
っ
て
、
ク
ル
ア
ー
ン
を
他
の
言
語
に
完
全
に
翻
訳
す
る
こ
と
が
不

可
能
で
あ
る
こ
と
や
、
ム
ス
リ
ム
の
共
通
語
と
し
て
の
正
則
ア
ラ
ビ

ア
語
の
重
要
性
を
唱
え
た
。
彼
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
独
立
を
宣
言

し
た
後
の
一
九
四
八
年
に
も
、
ク
ル
ア
ー
ン
の
翻
訳
に
関
す
る
論
説

を
『
フ
ァ
ト
フ
』
に
送
っ
て
い
る）
11
（

。

そ
の
他
の
情
報
源

　『
フ
ァ
ト
フ
』
に
掲
載
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
の
出
来
事
や
事
件
を

伝
え
る
報
道
記
事
に
は
、
執
筆
者
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
東
南

ア
ジ
ア
で
発
行
さ
れ
た
定
期
刊
行
物
な
ど
が
情
報
源
と
し
て
あ
げ
ら

れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
情
報
源
と
し
て
目
立
つ
の

が
、
東
南
ア
ジ
ア
で
ア
ラ
ブ
系
住
民
に
よ
っ
て
編
集
・
発
行
さ
れ
た

ア
ラ
ビ
ア
語
の
定
期
刊
行
物
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
記
事
で
は
、
東

南
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ブ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
だ
け
で
な
く
、
現
地
ム
ス

リ
ム
の
活
動
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
九
二
七
年
に
掲
載
さ
れ
た
、

中
部
ジ
ャ
ワ
、
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
の
学
校
に

関
す
る
記
事
は
、
同
地
発
行
の
雑
誌
『
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
の
鏡M

irʼāt 
M

uḥam
m

adīya

』
の
記
述
に
基
づ
い
て
い
る）
11
（

。
こ
れ
は
、
ム
ハ
マ

デ
ィ
ヤ
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
月
刊
誌
で
、
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
ー
・

ク
ド
ゥ
スM
uham

m
ad ‘Ali Qoedoes

（
一
九
四
三
年
没
）
と
い
う

東
南
ア
ジ
ア
に
起
源
を
持
つ
マ
ッ
カ
出
身
者
が
編
集
を
務
め
た）
1（
（

。
ま

た
、
い
ず
れ
も
ア
ラ
ウ
ィ
ー
系
の
定
期
刊
行
物
で
あ
る
ス
ラ
バ
ヤ
発

行
の
『
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
』
と
バ
タ
ヴ
ィ
ア
発
行
の
『
ラ
ー
ビ
タal-

Rābiṭa

』も
、い
く
つ
か
の
記
事
で
情
報
源
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
一
九
三
一
年
に
掲
載
さ
れ
た
ヨ
ン
グ
・
イ
ス
ラ
ミ
ー
テ
ン
・

ボ
ン
ドJong Islam

ieten Bond

の
大
会
と
イ
ス
ラ
ー
ム
系
の
日
刊

紙
『
ム
ス
テ
ィ
カM

ustika

』
の
創
刊
に
関
す
る
記
事
は
、
そ
れ
ぞ

れ
『
ラ
ー
ビ
タ
』
と
『
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
』
が
情
報
源
で
あ
る）
11
（

。

　
な
お
、『
マ
ナ
ー
ル
』
で
も
、
一
九
二
五
年
に
、
西
ジ
ャ
ワ
の
バ

イ
テ
ン
ゾ
ル
フ
（
現
ボ
ゴ
ー
ル
）
で
発
行
さ
れ
た
ア
ラ
ビ
ア
語
の
週

刊
誌
『
ウ
ィ
フ
ァ
ー
クal-W

ifāq

』
に
基
づ
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
植
民

地
政
庁
に
よ
る
ム
ス
リ
ム
の
宗
教
儀
礼
に
対
す
る
抑
圧
に
関
す
る
記

事
が
掲
載
さ
れ
た）
11
（

。
東
南
ア
ジ
ア
で
発
行
さ
れ
た
ア
ラ
ビ
ア
語
定
期

刊
行
物
は
ア
ラ
ブ
地
域
に
も
流
通
し
、
東
南
ア
ジ
ア
に
関
す
る
情
報

を
伝
え
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
も
う
一
つ
注
目
し
た
い
点
は
、
数
は
少
な
い
も
の
の
、
東
南
ア
ジ

ア
で
発
行
さ
れ
た
ア
ラ
ビ
ア
語
以
外
の
定
期
刊
行
物
な
ど
も
情
報
源

と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
三
三
年
に
掲
載
さ
れ

た
ア
ラ
ブ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
対
立
を
伝
え
る
記
事
は
、
ス
ラ
バ

ヤ
発
行
の
華
人
系
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
紙
『
シ
ン
・
テ
ィ
ト
・
ポ
ー

Sin Tit Po
』に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る）
11
（

。
ま
た
、一
九
三
四
年
の
ジ
ャ
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ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
が
構
築
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
仲
介
者
（
山
口
）

ワ
の
王
族
の
マ
ッ
カ
へ
の
遊
学
に
つ
い
て
の
記
事
の
情
報
源
は
、
バ

タ
ヴ
ィ
ア
発
行
の
オ
ラ
ン
ダ
語
日
刊
紙
『
ヤ
ー
フ
ァ
ー
・
ボ
ー
デ

Java Bode
』
で
あ
る）
11
（

。
さ
ら
に
、
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
軍
の
オ

ラ
ン
ダ
人
指
揮
官
が
飛
行
機
の
墜
落
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
こ
と
を
伝

え
る
一
九
四
一
年
の
記
事
は
、
ラ
ジ
オ
・
バ
タ
ヴ
ィ
ア
の
放
送
か
ら

情
報
を
得
て
い
た）
11
（

。
カ
イ
ロ
に
い
る
一
般
の
ア
ラ
ブ
人
が
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
語
や
オ
ラ
ン
ダ
語
を
理
解
で
き
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、『
フ
ァ

ト
フ
』
や
ハ
テ
ィ
ー
ブ
と
近
し
い
東
南
ア
ジ
ア
出
身
の
留
学
生
が
編

集
に
協
力
し
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　
以
上
、『
マ
ナ
ー
ル
』
と
比
較
し
な
が
ら
、『
フ
ァ
ト
フ
』
に
お
け

る
東
南
ア
ジ
ア
側
の
寄
稿
者
・
情
報
源
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
い
ず
れ
の
雑
誌
に
お
い
て
も
、
ア
ラ
ブ
系

住
民
と
ア
ラ
ブ
地
域
へ
の
留
学
生
・
留
学
経
験
者
か
ら
の
寄
稿
が
多

い
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
東
南
ア
ジ
ア
関
係
の
記
事
で
情
報
源
と

し
て
し
ば
し
ば
あ
げ
ら
れ
て
い
る
東
南
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ビ
ア
語
の
定

期
刊
行
物
も
、
ア
ラ
ブ
系
住
民
に
よ
っ
て
編
集
・
発
行
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
ま
た
、
お
そ
ら
く
カ
イ
ロ
に
滞
在
す
る
留
学
生
は
、
東
南

ア
ジ
ア
で
発
行
さ
れ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
や
オ
ラ
ン
ダ
語
の
定
期
刊

行
物
な
ど
の
情
報
を
『
フ
ァ
ト
フ
』
に
提
供
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
高
い
ア
ラ
ビ
ア
語
能
力
を
持
つ
グ
ル
ー
プ
は
、

イ
ン
ド
洋
海
上
交
通
で
蒸
気
船
が
普
及
し
、
東
南
ア
ジ
ア
と
ア
ラ
ブ

地
域
の
間
の
交
流
が
活
発
に
な
っ
た
こ
と
で
増
加
し
た
。
ア
ラ
ブ
地

域
の
定
期
刊
行
物
に
よ
る
東
南
ア
ジ
ア
と
の
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
、
近
代
に
お
い
て
広
域
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
進
し
た

も
う
一
つ
の
科
学
技
術
で
あ
る
蒸
気
機
関
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
強
固

な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
見
過
ご
す
べ
き
で
は
な
い
の
は
、『
マ
ナ
ー
ル
』

で
も
『
フ
ァ
ト
フ
』
で
も
、
主
要
な
イ
ス
ラ
ー
ム
団
体
に
属
す
る
現

地
ム
ス
リ
ム
の
指
導
的
人
物
か
ら
の
寄
稿
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い

点
で
あ
る
。
カ
イ
ロ
留
学
中
は
『
フ
ァ
ト
フ
』
と
緊
密
な
関
係
を
持

ち
な
が
ら
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
帰
国
後
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
の
主
要
な
メ

ン
バ
ー
に
な
る
と
寄
稿
が
見
ら
れ
な
く
な
る
カ
ハ
ル
・
ム
ザ
ッ
キ
ル

は
、
こ
の
こ
と
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
東
南
ア
ジ

ア
の
ム
ス
リ
ム
の
間
で
は
、
現
地
ム
ス
リ
ム
の
指
導
的
人
物
は
東
南

ア
ジ
ア
内
の
問
題
に
専
心
し
、
ア
ラ
ブ
系
住
民
と
ア
ラ
ブ
地
域
へ
の

留
学
生
・
留
学
経
験
者
の
一
部
が
ア
ラ
ブ
地
域
と
の
間
の
仲
介
者
に

特
化
し
た
役
割
を
担
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、こ
れ
ら
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、『
マ
ナ
ー
ル
』
と
『
フ
ァ

ト
フ
』
以
外
の
東
南
ア
ジ
ア
に
流
入
し
た
ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行

物
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
雑
誌
で
東
南
ア

ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
頻
繁
な
寄
稿
者
が
ほ
と
ん
ど
重
複
し
な
い
こ
と



－  136  －－  137  －

史
苑
（
第
七
九
巻
第
一
号
）

に
鑑
み
れ
ば
、
他
の
定
期
刊
行
物
で
は
ま
た
異
な
る
人
物
が
記
事
を

執
筆
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
ア
ラ
ブ
地
域
の

定
期
刊
行
物
に
お
け
る
東
南
ア
ジ
ア
側
の
寄
稿
者
や
情
報
源
の
み
に

つ
い
て
論
じ
た
が
、
そ
れ
ら
の
定
期
刊
行
物
が
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス

ラ
ー
ム
運
動
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
も
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
現
地
ム
ス
リ
ム
の
指
導
的
人
物
か
ら
の
寄
稿
が
ほ
と
ん
ど
な

い
と
は
い
え
、
東
南
ア
ジ
ア
関
系
の
記
事
の
多
さ
や
オ
ラ
ン
ダ
植
民

地
政
庁
の
『
フ
ァ
ト
フ
』
へ
の
警
戒
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
影
響
力

を
過
小
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
、

稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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註（１
）
本
研
究
の
実
施
に
お
い
て
は
、
松
下
幸
之
助
記
念
財
団
か
ら
助
成

を
受
け
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

（
２
）
以
下
、
本
稿
で
ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
と
い
う
場
合
、
ア
ラ

ビ
ア
語
を
用
い
た
も
の
の
み
を
指
す
こ
と
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ア

ラ
ブ
地
域
で
は
他
の
言
語
に
よ
る
定
期
刊
行
物
も
発
行
さ
れ
て
い
た
。

（
３
）『
マ
ナ
ー
ル
』
に
掲
載
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
関
係
の
記
事
は
史
料
集

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る［Abū Shaw

k 2006

］。

（
４
）
フ
ァ
ト
ワ
ー
と
は
、
公
人
あ
る
い
は
私
人
の
依
頼
に
応
じ
て
資
格

の
あ
る
ウ
ラ
マ
ー
か
ら
出
さ
れ
る
法
学
上
の
問
題
に
関
す
る
意
見
・

勧
告
の
こ
と
で
あ
る
。
本
来
は
非
公
式
な
も
の
で
あ
り
法
的
な
拘
束

力
を
持
た
な
い
。

（
5
）
こ
れ
ら
の
研
究
の
他
に
、Abushouk
［2009

］
は
、『
マ
ナ
ー
ル
』

が
東
南
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ブ
系
住
民
の
イ
ス
ラ
ー
ム
運
動
に
及
ぼ
し
た

影
響
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

（
6
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、上
述
の
ラ
ッ
フ
ァ
ン
の
研
究
やJundī［1986

］

を
参
照
。
さ
ら
に
、
拙
稿
か
ら
は
、
二
十
世
紀
前
半
に
東
南
ア
ジ
ア

の
ア
ラ
ブ
人
の
間
で
起
こ
っ
た
論
争
に
関
す
る
記
事
が『
フ
ァ
ト
フ
』

に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る［Yam

aguchi 2012

］。

（
7
）
本
稿
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
及
び
京
都
大
学

所
蔵
の『
フ
ァ
ト
フ
』
を
用
い
た
。
こ
の
雑
誌
は
エ
ジ
プ
ト
の
国
立
図

書
館
ダ
ー
ル
・
ア
ル = 

ク
ト
ゥ
ブDār al-Kutub

に
も
所
蔵
さ
れ
て
い

る
が
、
欠
落
し
て
い
る
号
が
非
常
に
多
い
。

（
8
）
ア
ラ
ブ
地
域
に
お
け
る
ア
ラ
ビ
ア
語
定
期
刊
行
物
の
歴
史
に
関
し

て
は
、Ayalon

［1995

］
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
9
）
ア
リ
ー
・
ビ
ン
・
シ
ハ
ー
ブ
は
、
一
九
〇
一
年
頃
に
バ
タ
ヴ
ィ
ア
で

ア
ラ
ブ
系
住
民
が
結
成
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
団
体
ジ
ャ
ム
イ
ー
ヤ
ト
・

ハ
イ
ルJam

ʻīyat Khayr

（「
慈
善
協
会
」
の
意
）
の
設
立
メ
ン
バ
ー
の

一
人
で
、
一
九
〇
五
年
に
こ
の
団
体
が
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
政
庁
か
ら

承
認
を
受
け
た
際
に
会
長
職
に
あ
っ
た
。
ビ
ン
・
シ
ハ
ー
ブ
は
、
前

述
の『
サ
マ
ー
ラ
ー
ト
・
ア
ル = 

フ
ヌ
ー
ン
』
に
も
寄
稿
し
て
い
た
と

さ
れ
る
［Salam

 1992, pp. 11-14,23

］。

（
10
）『
ム
ア
イ
ヤ
ド
』
と
ア
リ
ー
・
ユ
ー
ス
フ
に
関
し
て
は
、Ayalon

［1995, 
pp. 233-237

］
を
参
照
せ
よ
。

（
11
）“A

l-M
uslim

ūn fī Jāw
ā,” al-M

anār 1/33 (N
ovem

ber 28, 
1899): p. 628.

（
12
）
ブ
ル
ー
ム
は
、『
マ
ナ
ー
ル
』
に
は
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
が
執

筆
し
た
一
六
一
件（
う
ち
一
三
五
件
は
フ
ァ
ト
ワ
ー
の
要
求
）
の
記
事

が
掲
載
さ
れ
た
と
し
、
ア
バ
ザ
は
そ
れ
に
い
く
つ
か
補
足
を
加
え
て

い
る［Bluhm

-W
arn 1997; Abaza 1998

］。
他
方
、
ア
ブ
ー
・
シ
ャ

ウ
ク
が
編
ん
だ
史
料
集
に
は
、
合
計
一
二
七
件
の
記
事
が
収
録
さ
れ

て
い
る［Abū Shaw

k 2006

］。
彼
は
ブ
ル
ー
ム
ら
と
異
な
り
、
東
南

ア
ジ
ア
に
関
し
て
リ
ダ
ー
ら
ア
ラ
ブ
地
域
側
の
人
物
が
著
し
た
論
説

も
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
13
）『
マ
ナ
ー
ル
』
に
掲
載
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
関
係
の
フ
ァ
ト
ワ
ー
、

記
事
、
論
説
の
分
類
に
つ
い
て
は
、Bluhm

［1982

］、Abaza

［1998

］、

Abū Shaw
k

［2006

］、Burhanudin

［2005

］
を
参
考
に
し
た
。

（
14
）『
マ
ナ
ー
ル
』
に
お
け
る
東
南
ア
ジ
ア
側
の
寄
稿
者
に
つ
い
て
は
、

フ
ァ
ト
ワ
ー
に
関
す
るBurhanudin

［2005

］
も
参
照
。
本
稿
で

は
東
南
ア
ジ
ア
の
ア
ラ
ブ
系
住
民
と
し
て
一
括
し
て
扱
う
が
、
彼
ら

の
中
に
も
ア
ラ
ブ
地
域
に
留
学
し
た
者
は
少
な
く
な
い
。［Freitag 

2003, pp. 53-54

］。

（
15
）“Al-Shakw

ā m
in Ẓulm

 H
ūlandā,” al-M

anār 2/32 (October 21, 
1899): pp. 508-511. 

署
名
に
は
ナ
ー
ス
ィ
ル
・
ア
ッ = 

デ
ィ
ー
ン
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物
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る
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ワ
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ク
と
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
仲
介
者
（
山
口
）

N
āṣir al-Dīn

と
あ
る
が
、ア
ブ
ー
・
シ
ャ
ウ
ク
は
こ
れ
は
ビ
ン
・
ア
キ
ー

ル
の
筆
名
だ
と
判
断
し
て
い
る［Abū Shaw

k 2006, vol. 1, p.464

］。

（
16
）
管
見
の
限
り
、
上
記
の
論
説
以
外
に
ビ
ン
・
ア
キ
ー
ル
が『
マ
ナ
ー

ル
』
に
寄
稿
し
た
の
は
、一
九
〇
五
年
に
掲
載
さ
れ
た「
啓
典
の
民（ahl 

al-kitāb, 
主
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
こ
と
）」
の
屠
っ
た

肉
に
関
す
る
フ
ァ
ト
ワ
ー
の
要
求
の
み
で
あ
る
。“D

habāʼiḥ Ahl al-
Kitāb fī ʻAṣr al-Tanzīl,” al-M

anār 8/7 (June 4, 1905): pp. 254-
256.

（
17
）“Al-Sayyid M

uḥam
m

ad bin ʻAqīl,” al-M
anār 32/3 (M

arch 
1932, 1932): p. 238.

（
18
）
以
上
、
ビ
ン
・
ハ
ー
シ
ム
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、M
obini-K

esheh

［1996, pp. 239, 250

］、Kāf

［2008, chapter1

］
に
基
づ
く
。

（
19
）“Al-Karām

a w
a-al-M

uʻjiza,” al-M
anār 10/2 (April 13, 1907): 

pp. 115-117.

（
20
）“Asʼila m

in Jāw
a,” al-M

anār 12/4 (M
ay 19, 1909): pp. 260-

270.

（
21
）“Kalim

āt al-M
anār,” al-M

anār 11/8 (Septem
ber 25, 1908): 

pp. 598-600.

（
22
）“Ḥ

ālat al-M
uslim

īn fī Jāw
a w

a-l-Iṣlāḥ,”al-M
anār 14/12 

(Decem
ber 20, 1911): pp. 821-827.

（
23
）
バ
ス
ユ
ニ
・
イ
ム
ラ
ン
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、Pijper

［1977, pp. 
134-141

］、Bruinessen

［1992

］
に
基
づ
く
。

（
24
）
リ
ダ
ー
の
学
院
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
知
識
人
・
指
導
者
の
育
成
の
た

め
に
一
九
一
一
年
に
開
設
さ
れ
た
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
に

よ
り
閉
鎖
さ
れ
て
し
ま
っ
た［
小
杉
一
九
九
四
、一
六
一
頁
］。

（
25
）“Ḥ

ukm
 Ṣuw

ar al-Yad w
a-l-Ṣuw

ar al-Sham
sīya,” al-M

anār 
11/4 (M

ay 30, 1908): pp. 277-278. 

リ
ダ
ー
は
写
真
に
つ
い
て
、

イ
ス
ラ
ー
ム
が
忌
避
す
る
手
書
き
の
絵
画
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い

と
し
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
否
定
的
な
見
解
を
述
べ
て
い

る
。

（
26
）“Li-M

ādhā Taʼakhkhara al-M
uslim

ūn w
a-li-M

ādhā 
Taqaddam

a Ghayr-hum
,” al-M

anār 31/5 (Decem
ber 20, 1930): 

pp. 353-354; Ibid. 31/6 (January 19, 1931): pp. 439-464; Ibid. 
31/7 (February 18, 1931): pp. 529-539.

（
27
）
例
外
と
し
て
は
、
西
ス
マ
ト
ラ
の
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・
ア
フ
マ
ド

Abdullah Ahm
ad

（
一
八
七
八
～
一
九
三
三
）
が
フ
ァ
ト
ワ
ー
を
求
め

て
い
る
。
彼
は
前
述
の
イ
ス
ラ
ー
ム
系
定
期
刊
行
物『
ム
ニ
ー
ル
』
の

主
筆
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
育
の
改
革
に
も
取
り
組
ん
だ
。“Asʼila m

in 
Fūnduq Fādagh, Jāw

a,” al-M
anār 14/9 (Septem

ber 23, 1911): 
pp. 674-699.

（
28
）
例
え
ば
、
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
の
設
立
者
ア
フ
マ
ド
・
ダ
フ
ラ
ン

Ahm
ad Dahlan

、
ナ
フ
ダ
ト
ゥ
ル
・
ウ
ラ
マ
ー
の
初
代
総
裁
ハ
シ
ム
・

ア
シ
ュ
ア
リH

asyim
 Asyʻari

、
イ
ス
ラ
ー
ム
同
盟Sarekat Islam

の
理
論
的
指
導
者
ア
グ
ス
・
サ
リ
ムAgus Salim

ら
は
、
い
ず
れ
も

マ
ッ
カ
な
ど
ア
ラ
ブ
地
域
で
長
期
間
学
問
を
修
め
た［N

oer 1973, 
pp. 73-74, 110, 229; Laffan 2003, pp. 182-185

］。

（
29
）
誌
名
は「
裁
き
」
と
い
う
意
味
で
、ク
ル
ア
ー
ン
七
章
八
九
節
の
文
言
、

「
お
お
主
よ
、
我
々
と
こ
の
我
々
の
一
族
と
の
間
を
真
実
も
て
お
裁
き

下
さ
い
。
貴
方
こ
そ
最
上
の
判
決
者
で
い
ら
せ
ら
れ
ま
す
」
か
ら
と
っ

た
も
の
で
あ
る（
井
筒
俊
彦
訳
）。
ほ
と
ん
ど
の
定
期
刊
行
物
と
同
様
、

『
フ
ァ
ト
フ
』
の
正
確
な
発
行
部
数
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

一
九
二
〇
年
代
末
に
エ
ジ
プ
ト
で
発
行
さ
れ
た
定
期
刊
行
物
の
発
行

部
数
が
大
体
一
万
部
か
ら
二
万
部
と
見
積
も
ら
れ
る
の
で
、『
フ
ァ
ト

フ
』
も
同
程
度
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る［Ayalon 1995, pp. 145-
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］。

（
30
）
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
経
歴
と
思
想
に
関
し
て
は
、Lauzière

［2010

］
に

基
づ
く
。

（
31
）
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
書
店
は
、
一
九
一
七
年
に
サ
ラ
フ
ィ
ー
ヤ
書
店
・

雑
誌al-M

aktaba w
a-l-M

ajalla al-Salafīya

に
、
一
九
二
〇
年
に
サ

ラ
フ
ィ
ー
ヤ
出
版
社
・
書
店
に
改
称
し
た
。

（
32
）
た
だ
し
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
は
、
ア
ブ
ド
ゥ
フ
に
直
接
師
事
し
た
わ
け

で
は
な
い
が
、
彼
の
著
作
は
読
ん
で
い
た［Lauzière 2010, p. 377

］。

（
33
）
リ
ダ
ー
と
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
関
係
及
び『
マ
ナ
ー
ル
』
と『
フ
ァ
ト
フ
』

の
相
違
点
に
つ
い
て
は
、M

ayeur-Jaouen

［2002

］
を
参
照
。

（
34
）
イ
ン
ド
の
ラ
ク
ナ
ウ
ー
の
イ
ス
ラ
ー
ム
団
体
ナ
ド
ワ
ト
ゥ
ル
・
ウ

ラ
マ
ーN

adw
at al-ʻUlam

a

で
は
、『
フ
ァ
ト
フ
』
を
始
め
数
多
く
の

ア
ラ
ブ
地
域
発
行
の
定
期
刊
行
物
が
読
ま
れ
て
い
た
［Zam

an 1998, 
p.66

］。
中
国
ム
ス
リ
ム
に
関
し
て
は
、M
atsum

oto

［2006, p. 
128

］、
特
に
海
維
諒
に
関
し
て
は
、Chen

［2018
］
を
参
照
。
中
国

で
は
、
北
平（
北
京
）
で
発
行
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
派
の
定
期
刊

行
物『
月
華
』
に『
フ
ァ
ト
フ
』
の
記
事
の
翻
訳
が
し
ば
し
ば
掲
載
さ

れ
た
。

（
35
）“Ḥ

ādir al-Islām
 w

a-M
ustaqbal-hu: Al-Islām

 w
a-H

ayāt al-
U

sra, al-Q
aw

m
īyāt w

a-l-Jām
iʻa al-Islām

īya, M
ustaqbal al-

Islām
,” al-Fatḥ

32 (January 20, 1927): pp. 1-4.

（
36
）
東
南
ア
ジ
ア
関
係
の
記
事
と
い
う
定
義
に
は
困
難
が
伴
う
。『
フ
ァ

ト
フ
』
に
は
、
他
の
地
域
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
東
南
ア
ジ
ア
に
言

及
し
て
い
る
記
事
や
、
執
筆
者
は
東
南
ア
ジ
ア
出
身
で
あ
る
が
ア
ラ

ブ
地
域
に
移
住
し
、
内
容
も
東
南
ア
ジ
ア
と
関
係
の
な
い
記
事
も
掲

載
さ
れ
て
い
る
。

（
37
）
管
見
の
限
り
で
は
、
フ
ァ
ト
ワ
ー
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
ザ

カ
ー
ト（zakāt, 

義
務
の
喜
捨
）
と
タ
ル
キ
ー
ン（talqīn, 

葬
儀
の
際
に

イ
ス
ラ
ー
ム
教
義
を
死
者
に
読
み
上
げ
る
慣
習
）
に
関
す
る
二
つ
の

み
で
あ
る
。“Suʼālān fī al-Zakāt,” al-Fatḥ 190 (M

arch 13, 1930): 
p. 5; “Jaw

āb Suʼālayn fī al-Zakāt,” al-Fatḥ 202 (June 5, 1930): 
p. 14; “Talqīn al-M

ayyit baʻda D
afn-hu,” al-Fatḥ 249 (M

ay 7, 
1931): p. 7. 

そ
の
他
に
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
か
ら
は
、
前
述

の
ビ
ン
・
ヌ
フ
の
質
問
の
よ
う
に
、
政
治
的
・
社
会
的
な
見
解
を
求
め

る
記
事
も
送
ら
れ
て
い
る
。

（
38
）
講
演
の
記
録
を
書
い
た
の
が
講
演
者
本
人
で
な
い
可
能
性
も
充
分

に
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
講
演
者
を
執
筆
者
と
扱
う
こ
と
に
す

る
。

（
39
）“Li-m

ādhā M
uniʻa al-Fatḥ ʻan Jāw

a: Al-M
uʼtam

ar al-Thānī li-
al-Lajna al-Islām

īya fī Indnūsiyā, M
aqāla Jadīda li-al-Ustādh 

Snūk H
ūrghrūnja,” al-Fatḥ 288 (February 26, 1932): p. 7. 

こ
の

論
説
に
よ
れ
ば
、『
フ
ァ
ト
フ
』
の
持
ち
込
み
が
禁
止
さ
れ
た
直
接
の

契
機
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
起
き
た
イ
タ
リ
ア
に
よ
る
リ
ビ
ア
の
ト

リ
ポ
リ
侵
攻
に
対
す
る
抗
議
行
動
で
あ
っ
た
。
こ
の
抗
議
行
動
へ
の

参
加
者
は
、『
フ
ァ
ト
フ
』
か
ら
リ
ビ
ア
に
お
け
る
情
報
を
得
て
い
た

と
さ
れ
る
。

（
40
）“Ilā m

ushtarikī al-Fatḥ fī Indūnisiyā,” al-Fatḥ 707 (M
ay 23, 

1940): p. 15.

（
41
）
例
え
ば
、“Al-Rābiṭa al-ʻAlaw

īya fī Jāw
a,” al-Fatḥ 222 (October 

24, 1930): p. 10; “100 Junayh li-M
uslim

ī Filasṭīn m
in al-

M
uslim

īn fī Jāw
a,” al-Fatḥ 185 (February 6, 1930): p.13

が
あ
げ

ら
れ
る
。

（
42
）“Kull-hum

 Saw
āʼ: Qānūn li-Ghayr al-M

uslim
īn w

a-Qānūn li-
l-M

uslim
īn,” al-Fatḥ 227 (N

ovem
ber 27, 1930): p. 3.
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ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
仲
介
者
（
山
口
）

（
43
）
ナ
ー
ジ
ー
の
経
歴
に
関
し
て
は
、N

ājī

［n.d., pp. 120, 126

］、

Anw
ār

［1943, pp. 299-300

］
を
参
照
せ
よ
。

（
44
）“Alqāb al-Sharaf fī al-Islām

,” al-Fatḥ 491 (April 2, 1936): pp. 
18-21. 

ナ
ー
ジ
ー
が
主
に
論
じ
て
い
る
の
は
、「
サ
イ
イ
ド（sayyid, 

「
主
人
」
の
意
）」
と
い
う
ラ
カ
ブ（laqab, 

尊
称
）
の
適
用
の
問
題
で

あ
る
。
こ
の
ラ
カ
ブ
は
、
従
来
は
預
言
者
の
子
孫
に
の
み
用
い
ら
れ

て
き
た
が
、
イ
ル
シ
ャ
ー
ド
は
、
一
九
三
一
年
に
こ
の
ラ
カ
ブ
を
男

性
の
一
般
的
な
敬
称
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
ア
ラ
ウ
ィ
ー
側
は
反

発
し
て
い
た
［Yam

aguchi 2012, pp. 53-56

］

（
45
）“Al-Sayyid…

,” al-Fatḥ 480 (January 16, 1936): p. 12.

（
46
）“Kayfa Tafqid al-Um

am
 Aw

ṭān-hā,” al-Fatḥ 631 (Decem
ber 9, 

1938): pp. 6-7.

（
47
）“N

akba Filasṭīn: Yurīd Allāh bi-hā Khayr lil-M
uslim

īn,” al-Fatḥ 
639 (February 3, 1939): pp. 6-7.

（
48
）
バ
ク
リ
ー
の
経
歴
に
関
し
て
は
、Serjeant
［1962, pp. 249-

250

］、Bakrī

［1992, p. 177

］
に
基
づ
く
。
彼
の
著
作
の
中
で
も
最

も
有
名
な
の
が
、『
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
政
治
史Tārīkh Ḥ

aḍram
aw

t al-
Siyāsī

』
で
あ
る
［Bakrī 1935-1936

］。

（
49
）“Ḥ

aḍram
w

t (al-Aḥqāf) [1],” al-Fatḥ 415 (October 5, 1934): 
pp. 18-19,23; “Ḥ

aḍram
w

t (al-Aḥqāf) 2,” al-Fatḥ 416 (October 
11, 1934): pp. 20-22; “Ḥ

aḍram
w

t (al-Aḥqāf) 3,” al-Fatḥ 417 
(October 18, 1934): pp. 20-21; “Ḥ

aḍram
w

t (al-Aḥqāf) 4,” al-
Fatḥ 419 (N

ovem
ber 1, 1934): pp. 20-22. 

ジ
ャ
マ
ー
ア
・
ア
ッ = 

タ
ア
ー
ル
フ
・
ア
ル = 

イ
ス
ラ
ー
ミ
ー
は
、
世
界
中
の
ム
ス
リ
ム
の

相
互
理
解
を
深
め
る
目
的
で
一
九
三
四
年
初
め
に
設
立
さ
れ
、
事
務

局
は『
フ
ァ
ト
フ
』
の
事
務
所
に
置
か
れ
た
［Chen 2018, pp. 131-

132

］。

（
50
）“Ḥ

aḍram
aw

t Tataḥaffaz li-l-N
uhūḍ,” al-Fatḥ 507 (July 23, 

1936): pp. 12-13; “Ḥ
aḍram

aw
t: Kull-nā li-l-W

aṭan,” al-Fatḥ 
508 (July 30, 1936): p. 5.

（
51
）
バ
ー
カ
ス
ィ
ー
ル
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、Freitag

［1997

］、

Ḥ
am

īd

［n.d.

］
を
参
照
。

（
52
）「
砂
丘al-Aḥqāf

」
と
は
ク
ル
ア
ー
ン
四
六
章
の
名
前
で
、
こ
こ
で

は
ハ
ド
ラ
マ
ウ
ト
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
バ
ー
カ
ス
ィ
ー
ル
の
こ
の

戯
曲
に
つ
い
て
は
、Freitag

［1997

］
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
53
）“Taḥīya al-D

uktūr Sūtūm
ū,” al-Fatḥ 514 (Septem

ber 11, 
1936): pp. 6-7; “Dhikrā Sutūm

ū,” al-Fatḥ 611 (July 21, 1938): 
pp. 16-17

（
54
）
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・
ビ
ン
・
ヌ
フ
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、Antonio 

and Team
 Tazkia

［2015

］
に
基
づ
く
。

（
55
）『
フ
ァ
ト
フ
』
が
発
行
さ
れ
て
一
〇
年
が
過
ぎ
た
一
九
三
七
年
に
、

ビ
ン
・
ヌ
フ
は『
フ
ァ
ト
フ
』
に
関
係
す
る
人
物
と
し
て
写
真
付
き
で

紹
介
さ
れ
て
い
る
。“ʻAbd Allāh bin N

ūḥ al-Indnūsī,”al-Fatḥ 551 
(M

ay 28, 1937): p. 31.

（
56
）“Al-Islām

 fī Indnūsiyā: N
iḍāl bayna al-Ḥ

arakat al-Dīnīya w
a-

l-W
aṭanīya al-M

ujarrada, Taqahqur al-M
alāḥida am

ām
a Jaysh 

al-Islām
,” al-Fatḥ 241 (M

arch 5, 1931): pp. 8-9.

（
57
）
ハ
テ
ィ
ー
ブ
と
ア
ル
ス
ラ
ー
ン
の
論
説
と
し
て
は
、
例
え
ば
そ
れ

ぞ
れ
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。“Al-Ḥ

arakāt al-W
aṭanīya fī al-

Sharq al-Islām
īya : w

a-M
aw

āṭin al-Zalal fī Rasm
 M

anāhij-hā: 
Kalim

at Ikhlāṣ li-Zuʻam
āʼ al-Aḥzāb al-Siyāsīya bi-M

unāsabat 
M

ā N
asharnā-hu al-Yaw

m
a ʻan A

ndnūsiyā,” al-Fatḥ 228 
(D

ecem
ber 4, 1930): pp.1-3; “Al-W

aṭanīya al-Ilḥādīya al-
Fāsida,” al-Fatḥ 337 (February 5, 1931): pp. 1-2.
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（
58
）
汎
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
に
つ
い
て
は
、“Al-ʻĀlam

 al-Islām
ī W

aṭan 
W

āhid,” al-Fatḥ 402 (July 6, 1934): pp. 16-17

、
ア
ラ
ブ
主
義
に

関
し
て
は
、“Al-Ittiḥāḍ al-ʻArabī w

a-l-W
aḥda al-ʻUẓm

ā,” al-Fatḥ 
510 (August 13, 1936): pp. 3-4

。
ビ
ン
・
ヌ
フ
が
紹
介
し
た
の
は
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
生
ま
れ
の
オ
ラ
ン
ダ
人
建
築
家
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に

改
宗
し
た
ケ
マ
ル
・
ヴ
ォ
ル
フ
・
ス
フ
マ
ー
ケ
ルKem

al C. P. W
olff 

Schoem
aker

に
よ
る
著
作
で
あ
る
。
ス
フ
マ
ー
ケ
ル
は
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
運
動
の
指
導
的
人
物
と
な
る
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ナ

シ
ルM

oham
m

ad N
atsir

と
と
も
に
『
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化Cultuur 

Islam

』
を
執
筆
し
た
。“Raʼy ʻĀlim

 Gharbī fī al-M
adanīya al-

Islām
īya,” al-Fatḥ 635 (January 5, 1939): pp. 10-11

。

（
59
）
例
え
ば
、“Qiṣṣa Khayālīya: Al-Qarya al-Ṣāliḥa,” al-Fatḥ 565 

(Septem
ber 3, 1937): pp. 6-7

な
ど
。

（
60
）
カ
ハ
ル
・
ム
ザ
ッ
キ
ル
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、N

akam
ura

［1977

］

で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
61
）
カ
ハ
ル
・
ム
ザ
ッ
キ
ル
は
、
一
九
四
五
年
七
月
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
で

設
立
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
高
等
機
関Sekolah Tinggi Islam

の
開
設

に
携
わ
っ
た
。
後
に
こ
の
学
校
は
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
に
移
り
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
・
イ
ス
ラ
ー
ム
大
学U

niversitas Islam
 Indonesia, 

U
II

と
名
前
を
変
え
る
。
彼
は
亡
く
な
る
ま
で
そ
こ
で
教
鞭
を
執
っ

た
。
さ
ら
に
、
彼
は
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
宗
教
大

学Institute Agam
a Islam

 N
egeri, IAIN

の
設
立
に
も
関
与
し
た

［N
akam

ura 1977, p.3

］。

（
62
）
マ
ン
バ
ア
・
ア
ル
ウ
ル
ム
は
、
プ
ン
フ
ル（penghulu, 

宗
教
官
吏
）

の
養
成
を
目
的
に
一
九
〇
五
年
に
設
立
さ
れ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
最

も
古
い
マ
ド
ラ
サ
・
タ
イ
プ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
育
機
関
と
さ
れ
る
。
プ

サ
ン
ト
レ
ン
・
ジ
ャ
ム
サ
レ
ン
は
、
一
八
世
紀
に
設
立
さ
れ
、
ス
ラ

カ
ル
タ
の
王
族
や
貴
族
が
学
ん
だ
［H

isyam
 2000, pp. 137, 140-

145

］。

（
63
）
ジ
ャ
ム
イ
ー
ヤ
・
ハ
イ
リ
ー
ヤ
・
ジ
ャ
ー
ウ
ィ
ー
ヤ
は
一
九
二
二
年

に
結
成
さ
れ
た
。
正
式
名
称
は
、「
ジ
ャ
ー
ワ
の
ア
ズ
ハ
ル
学
生
の
た

め
の
慈
善
協
会al-Jam

‘īya al-Khayrīya li-l-Ṭalaba al-Azharīya al-
Jāw

īya

」
で
あ
る
が
、
略
称
で
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
大
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
協
会
は
、
一
九
三
三
年
に
カ
イ
ロ
で
結
成
さ
れ
た
団
体
で
、

オ
ラ
ン
ダ
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
の
留
学
生
が
結
成
し
た
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
協
会Perhim

punan Indonesia

の
姉
妹
組
織
で
あ
る
。
カ
ハ
ル
・

ム
ザ
ッ
キ
ル
が
最
初
の
会
長
を
務
め
た
。

（
64
）“Al-Jam

ʻīya al-Khayrīya al-Jāw
īya,” al-Fatḥ 331 (February 10, 

1933): p. 14.

（
65
）“Al-Ṭalaba al-Sharqīyūn fī Dār al-H

idāya al-Islām
īya,” al-Fatḥ 

323 (Decem
ber 16, 1932): p. 4. 

（
66
）“Al-Islām

 fī Indūnisiyā w
a-Aḥw

āl M
uslim

ī-hā w
a-Nahḍat-hum

 al-
Ḥadītha [1],” al-Fatḥ 406 (August 3, 1934): pp. 6-7; “Al-Islām

 fī 
Indūnisiyā w

a-Aḥw
āl M

uslim
ī-hā w

a-N
ahḍat-hum

 al-Ḥ
adītha 

[2],” al-Fatḥ 407 (August 10, 1934): pp. 16-18; “Al-Islām
 fī 

Indūnisiyā w
a-Aḥw

āl M
uslim

ī-hā w
a-N

ahḍat-hum
 al-Ḥ

adītha 
[3],” al-Fatḥ 408 (August 17, 1934): pp. 21-23; “Al-Islām

 fī 
Indūnisiyā w

a-Aḥw
āl M

uslim
ī-hā w

a-N
ahḍat-hum

 al-Ḥ
adītha 

[4],” al-Fatḥ 410 (August 31, 1934): pp. 18-19, 22; “Al-Islām
 fī 

Indūnisiyā w
a-Aḥw

āl M
uslim

ī-hā w
a-N

ahḍat-hum
 al-Ḥ

adītha 
[5],” al-Fatḥ 411 (August 7, Septem

ber, 1934): pp. 8-11.

（
67
）“Aham

m
 M

ā Yajib ʻalā M
uslim

ī al-Aʻājim
 m

in al-Lugha al-
ʻArabīya,” al-M

anār 29/9 (February 10, 1928): pp. 661-663.

（
68
）“Al-Khaw

ḍ fī Ḥ
adīth Tarjam

at al-Qurʼān,” al-Fatḥ 506 (July 17, 
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ア
ラ
ブ
地
域
の
定
期
刊
行
物
が
構
築
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
東
南
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
の
仲
介
者
（
山
口
）

1936): pp. 6-7.
（
69
）“Al-Lugha al-ʻArabīya al-Fuṣḥā H

iya Lughat al-Qurʼān w
a-

H
iya Lughat al-Islām

,” al-Fatḥ 853 (Rabīʻ al-Thānī, AH
1367 

[February-M
arch 1948]): pp. 17-18.

（
70
）“M

adāris-nā,” “M
adrasat al-Jam

ʻīya al-M
uḥam

m
adīya fī 

Jukjākartā,” “M
adrasat al-M

uʻallim
īn fī Jukjākartā,” al-Fatḥ

62 
(Septem

ber 15, 1927): p. 13. “N
ashr al-D

ʻw
a al-Islām

īya fī 
Bilād Jāw

a,” Fatḥ
62 (Septem

ber 15, 1927): p. 15; “Fī Jāw
a,” 

Fatḥ
90 (April 5, 1928): p. 5.

（
71
）
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
ー
・
ク
ド
ゥ
ス
は
、
東
南
ア
ジ
ア
に
起
源
を
持

ち
マ
ッ
カ
で
活
躍
し
た
ウ
ラ
マ
ー
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ハ
ミ
ー
ド
・
ク
ド
ゥ

スʻAbd al-Ḥ
am

īd Qudus

（
一
八
六
〇
／
六
一
・
一
八
六
三
／
六
四

～
一
九
一
五
／
一
六
）
の
息
子
で
あ
る
。
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
ー
・

ク
ド
ゥ
ス
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
渡
り
、
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
の
学
校
の
教

師
と
な
っ
た
［ʻAbd al-Jabbār 1982, pp. 157-159; Abū Khayr 

1986, pp. 237-238

］。
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
と
の
関
係
は
不
明
だ
が
、
後

に
彼
は
『
フ
ァ
ト
フ
』
に
お
い
て
、
東
ジ
ャ
ワ
の
マ
ラ
ン
で
開
設

し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
学
校
を
、
こ
の
雑
誌
に
ち
な
ん
で
フ
ァ
ト
フ
学
院

M
adrasa al-Fatḥ

と
名
づ
け
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。“M

adrasa al-
Fatḥ fī Jāw

a,” al-Fatḥ 287 (February 12, 1932): p. 5.

（
72
）“M

uʼtam
ar al-Shubbān al-M

uslim
īn fī Indnūsiyā,” al-Fatḥ 235 

(January 22, 1931): p. 10; “Jarīda Islām
īya fī Jāw

a,” al-Fatḥ 236 
(January 29, 1931): p. 5. 

ヨ
ン
グ
・
イ
ス
ラ
ミ
ー
テ
ン
・
ボ
ン
ド
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
教
育
を
受
け
た
学
生
に
よ
っ
て
一
九
二
五
年
に
結
成
さ

れ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
団
体
で
あ
る
。

（
73
）“Al-Islām

 fī Jāw
a: Iḍṭihād H

ūlandā la-hu,” al-M
anār 26/6 

(October 18, 1925): p. 480. 

『
ウ
ィ
フ
ァ
ー
ク
』
は
、
マ
ッ
カ
出
身

の
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ル = 

フ
ァ
ッ
タ
ー
フM

uḥam
m

ad al-Fattāḥ

に
よ
っ
て
一
九
二
三
年
に
創
刊
さ
れ
た
週
刊
誌
で
、
ア
ラ
ビ
ア
語

版
と
ム
ラ
ユ
語
版
が
存
在
す
る
［M

obini-Kesheh 1996, pp. 240-
241, 250

］。

（
74
）“al-ʻAlaw

īyūn w
a-l-Irshādīyūn: M

aʻraka D
am

aw
īya, Q

atīl 
w

a-Jarḥā Kathīrūn,” al-Fatḥ 331 (February 10, 1933): p. 5.

（
75
）“Am

īr Jāw
ā bi-M

akka,” al-Fatḥ 379 (January 11, 1934): p. 19.

（
76
）“M

aṣraʻ Qāʼid Qūw
āt Indūnisiyā,” al-Fatḥ 775 (October 16, 

1941): p. 7.

（
東
洋
文
庫
研
究
員
）
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Periodicals of the Arab Region and Southeast Asian Mediators in its 
Network: In the Case of a Cairene Journal, al-Fatḥ

YAMAGUCHI, Motoki

Among the technologies that developed in the modern West, print 
promoted communication on a global scale. In the Muslim world, some Ara-
bic-language periodicals of the Arab region acquired wide readership, even 
in Southeast Asia. Among those periodicals read in Southeast Asia, previous 
studies have examined al-Manār (1898–1940), a famous Islamic reformist 
journal published in Cairo, almost exclusively. They have overlooked, however, 
the influx of many other periodicals of the Arab region into Southeast Asia. 
This article deals with a Cairene Islamic journal, al-Fatḥ (1926–1948), which 
was published by Muḥibb al-Dīn al-Khaṭīb. It examines its contributors and 
other information sources on the Southeast Asian side, comparing them with 
al-Manār. This article elucidates Southeast Asians who acted as mediators 
between the two regions in the network formed by periodicals of the Arab re-
gion.

Al-Fatḥ published about 200 articles relating to Southeast Asia, even 
more than those of al-Manār. As for the contributors and information sources 
on the Southeast Asian side, we can point out two things; first, just like al-
Manār, two groups of Southeast Asians became deeply involved with this jour-
nal, that is to say, Southeast Asian Arabs and indigenous Muslims who studied 
or had studied in the Arab region, such as Makkah and Cairo. The numbers 
of both groups increased due to the widespread availability of steamships, 
another technological development of the modern era, in Indian Ocean traf-
fic. Second, we find few contributions from leading figures among Southeast 
Asian indigenous Muslims in al-Fatḥ as well as in al-Manār. Thus, it is suggest-
ed that, within the Southeast Asian Muslim community, leading indigenous 
figures dedicated themselves to internal affairs, while Arabs and some indig-
enous Muslims who stayed or had stayed in the Arab region played specific 
roles mediating between the two regions.
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