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１
．
聞
こ
え
る
音
︱
カ
イ
ロ
の
音
風
景

エ
ジ
プ
ト
の
首
都
カ
イ
ロ
は
、
近
郊
も
含
め
れ
ば
人
口
お
よ
そ

二
〇
〇
〇
万
人
を
擁
す
る
大
都
市
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
背
景
を
持
つ
人

び
と
が
行
き
交
う
、
た
い
へ
ん
活
気
に
満
ち
た
場
で
あ
る
。
特
に
二
十
一

世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
従
来
の
ナ
イ
ル
川
沿
い
の
市
街
地
だ
け
で
は
人

口
を
吸
収
で
き
な
く
な
り
、
周
辺
の
砂
漠
地
帯
を
開
拓
し
て
市
街
地
が

新
た
に
造
成
さ
れ
て
い
る
。「
十
月
六
日
市
」「
ニ
ュ
ー
・
カ
イ
ロ
」「
第

五
地
区
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
地
区
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
に
拡
大

を
続
け
る
大
都
市
カ
イ
ロ
は
、
そ
こ
に
生
き
る
人
び
と
の
営
み
を
反
映
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
音
に
満
ち
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
混
雑
し
た
車
道
か
ら
は
、
自
動
車
の
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
一

日
中
鳴
り
響
く

1
。
そ
れ
に
加
え
て
、
結
婚
式
が
あ
っ
た
場
合
、
新
郎
新

婦
お
よ
び
そ
の
家
族
、
親
族
、
友
人
ら
を
乗
せ
た
自
動
車
が
車
列
を
組
み
、

祝
福
の
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
派
手
に
響
き
渡
ら
せ
る
。
バ
ス
停
に
行
け
ば
、

マ
イ
ク
ロ
バ
ス
と
呼
ば
れ
る
乗
り
合
い
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
が
行
先
を

大
声
で
叫
び
、
客
を
集
め
て
い
る
。
乗
客
も
、
行
先
の
確
認
お
よ
び
乗
車

す
る
意
思
表
示
の
た
め
、
地
名
を
叫
ぶ
。
人
が
集
ま
る
バ
ス
停
に
は
、
飲

み
物
や
菓
子
を
売
る
者
も
お
り
、
新
聞
売
り
は
主
要
な
新
聞
の
名
前
を
節

を
つ
け
て
読
み
上
げ
る
。

聞
こ
え
る
音
、
聞
こ
え
な
い
音
︱
コ
プ
ト
正
教
会
の
音
風
景
に
つ
い
て
の
一
考
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
代
川
寛
子

地
下
鉄
の
駅
に
入
れ
ば
、
地
下
鉄
の
車
両
が
ホ
ー
ム
に
入
っ
て
く
る
際

の
サ
イ
レ
ン
が
け
た
た
ま
し
い
。
地
下
鉄
は
、
通
勤
ラ
ッ
シ
ュ
の
時
間
帯

で
あ
れ
ば
、
女
性
専
用
車
両
で
も
身
動
き
で
き
な
い
ほ
ど
の
混
雑
に
な
る

が
、
比
較
的
混
雑
し
て
い
な
い
時
は
、
車
両
の
中
に
し
ば
し
ば
物
売
り
が

や
っ
て
く
る
。
彼
ら
は
、
売
り
口
上
と
値
段
を
早
口
で
ま
く
し
た
て
な
が

ら
商
品
を
乗
客
に
配
る
。
商
品
は
、
髪
留
め
か
ら
子
ど
も
用
の
文
房
具
、

キ
ッ
チ
ン
用
品
、
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
、
ミ
ン
ト
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ど
多
様
だ
。

こ
の
場
合
、
乗
客
は
そ
れ
を
買
い
た
け
れ
ば
代
金
を
、
不
要
で
あ
れ
ば
そ

の
配
ら
れ
た
商
品
を
売
り
子
に
渡
す
こ
と
で
取
引
が
成
り
立
つ
。

住
宅
街
に
も
、
様
々
な
物
売
り
が
往
来
す
る
。
代
表
的
な
の
は
パ
ン
屋

で
、
彼
ら
は
独
特
の
節
を
つ
け
て
「
ア
エ
ー
シ
！
（
エ
ジ
プ
ト
の
ア
ラ
ビ

ア
語
で
パ
ン
を
意
味
す
る
）」
と
叫
び
な
が
ら
自
転
車
で
ゆ
っ
く
り
と
住
宅

街
を
通
り
抜
け
て
い
く
。
エ
ジ
プ
ト
で
パ
ン
と
い
え
ば「
バ
ラ
デ
ィ
ー（
そ

の
土
地
の
、
地
元
の
）」
と
呼
ば
れ
る
丸
い
平
た
い
パ
ン
で
、
焼
き
立
て
の

温
か
い
パ
ン
を
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
袋
に
入
れ
る
と
湯
気
で
ふ
や
け
て
し

ま
う
た
め
、
売
り
子
は
頭
上
に
乗
せ
た
縦
横
一
・
五
×
一
メ
ー
ト
ル
く
ら

い
の
網
の
上
に
広
げ
て
そ
の
パ
ン
を
運
ぶ
こ
と
が
多
い
。
そ
の
状
態
を
維

持
し
た
ま
ま
自
転
車
の
乗
降
を
す
る
の
だ
か
ら
器
用
な
も
の
で
あ
る
。

他
に
も
住
宅
街
に
頻
出
す
る
の
は
ガ
ス
屋
で
、
彼
ら
は
自
転
車
の
後
ろ

に
積
ん
だ
ガ
ス
ボ
ン
ベ
を
工
具
で
叩
き
、
甲
高
い
金
属
音
を
響
か
せ
な
が
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ら
、
ガ
ス
ボ
ン
ベ
の
交
換
が
必
要
な
家
を
探
す
。
こ
の
ガ
ス
ボ
ン
ベ
は
料

理
用
の
コ
ン
ロ
や
オ
ー
ブ
ン
に
接
続
し
て
使
用
す
る
も
の
で
、
都
市
ガ
ス

が
導
入
さ
れ
て
い
な
い
住
宅
に
住
む
人
び
と
に
と
っ
て
は
重
要
な
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
と
な
っ
て
い
る
。

　
住
宅
街
に
は
、
ル
バ
ベ
キ
ヤ
と
呼
ば
れ
る
廃
品
回
収
・
買
取
業
者
も
頻

繁
に
や
っ
て
く
る
。
か
つ
て
は
「
ベ
キ
ヤ
！
」
と
叫
び
な
が
ら
自
転
車
で

リ
ヤ
カ
ー
を
牽
引
す
る
ス
タ
イ
ル
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
最
近
は
そ
の

リ
ヤ
カ
ー
に
ラ
ウ
ド
ス
ピ
ー
カ
ー
を
乗
せ
て
、「
な
ん
で
も
引
き
取
り
ま

す
」
と
い
う
旨
の
録
音
さ
れ
た
宣
伝
文
句
を
大
音
量
で
流
し
な
が
ら
自

転
車
で
移
動
す
る
形
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
ル
バ
ベ
キ
ヤ
に
不
用
品
を

引
き
取
っ
て
も
ら
う
場
合
、
査
定
に
よ
り
買
い
取
っ
て
も
ら
え
る
場
合

も
あ
れ
ば
、
無
料
で
引
き
取
り
と
な
る
場
合
も
あ
る
。
彼
ら
の
リ
ヤ
カ
ー

に
乗
っ
て
い
る
も
の
は
、
柄
が
折
れ
た
ほ
う
き
や
壊
れ
た
椅
子
、
元
が
何

だ
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
機
械
の
一
部
な
ど
で
、
引
き
取
っ
た
品
物
は
修

理
し
た
上
で
商
品
と
し
て
、
あ
る
い
は
分
解
し
て
部
品
と
し
て
再
販
さ
れ

る
。
住
宅
街
に
現
れ
る
業
者
の
い
ず
れ
の
場
合
も
、
客
は
道
で
呼
び
止
め

た
り
、
バ
ル
コ
ニ
ー
か
ら
声
を
か
け
た
り
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
。

　
住
宅
街
に
響
く
音
は
他
に
も
あ
る
。
筆
者
が
や
や
庶
民
的
な
地
区
に
住

ん
で
い
た
頃
、
自
宅
に
い
る
と
、
近
所
の
人
た
ち
が
忘
れ
物
を
し
た
り

し
て
バ
ル
コ
ニ
ー
の
下
か
ら
上
の
階
の
自
宅
に
い
る
家
族
に
大
声
で
頼

み
事
を
す
る
声
が
頻
繁
に
聞
こ
え
た
。
そ
し
て
家
に
い
る
家
族
は
、
ロ
ー

プ
で
吊
る
し
た
籠
に
頼
ま
れ
た
も
の
を
入
れ
て
下
に
届
け
る
の
が
常
で

あ
っ
た
。
当
時
は
、
近
所
の
人
が
出
勤
す
る
時
、
毎
朝
車
の
エ
ン
ジ
ン
が

か
か
ら
ず
何
度
も
何
度
も
試
し
て
よ
う
や
く
車
が
動
き
出
す
様
子
が
目

覚
ま
し
代
わ
り
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
ロ
バ
が
、
あ
の
独
特
な
鳴

き
声
を
近
所
に
響
き
渡
ら
せ
て
い
る
の
も
し
ば
し
ば
耳
に
し
た
。
ロ
バ

は
、
往
々
に
し
て
野
菜
や
果
物
を
乗
せ
た
台
車
を
牽
引
し
て
お
り
、
そ
の

大
人
し
そ
う
な
容
貌
か
ら
は
想
像
も
つ
か
な
い
よ
う
な
独
特
な
鳴
き
声

で
鳴
く
。
し
い
て
例
え
る
な
ら
、
大
音
量
か
つ
速
い
テ
ン
ポ
の
往
復
い
び

き
2

と
で
も
言
え
よ
う
か
。
犠
牲
祭

3
の
頃
に
な
る
と
、
犠
牲
の
羊
た
ち

が
連
れ
て
こ
ら
れ
て
近
所
に
鳴
き
声
を
響
か
せ
る
。
こ
の
地
区
に
は
、
ラ

マ
ダ
ー
ン
月
の
断
食
の
間
、
日
の
出
前
に
朝
食
を
と
れ
る
よ
う
に
太
鼓
を

た
た
い
て
人
々
を
起
こ
し
て
回
る
ム
サ
ッ
ハ
ラ
ー
テ
ィ
ー
も
現
れ
た
。
こ

の
地
区
の
ム
サ
ッ
ハ
ラ
ー
テ
ィ
ー
は
、
太
鼓
の
み
な
ら
ず
楽
器
を
演
奏
す

る
者
や
歌
う
者
も
い
る
四
、五
人
の
集
団
で
、
自
分
の
名
前
を
書
い
た
紙

と
若
干
の
心
づ
け
を
渡
す
と
、
バ
ル
コ
ニ
ー
の
下
で
呼
び
か
け
の
部
分
に

そ
の
名
前
を
使
っ
て
歌
を
歌
っ
て
く
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
、
カ
イ
ロ
に
暮
ら
す
と
聞
こ
え
て
く
る
音
／
声
は
、
例
え

ば
「
ア
ラ
ブ
の
春
」
を
支
え
た
ロ
ッ
ク
や
ラ
ッ
プ
音
楽
の
よ
う
に
政
治
的

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
伝
統
音
楽
の
よ

う
な
芸
術
性
も
な
く
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ア
ザ
ー
ン
（
礼
拝
へ
の
呼
び
か
け
）

や
ク
ル
ア
ー
ン
朗
誦
な
ど
の
よ
う
に
宗
教
的
な
性
格
も
持
ち
合
わ
せ
て

い
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
音
が
書
き
と
め
ら
れ
記
録
さ
れ
る
こ
と

は
あ
ま
り
多
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
確
か
に
カ
イ
ロ
に
暮

ら
す
人
々
の
日
常
生
活
の
中
か
ら
発
せ
ら
れ
、
カ
イ
ロ
の
音
風
景
の
一
部

を
形
成
し
て
い
る
。

2
．
聞
こ
え
な
い
音
―
コ
プ
ト
正
教
会
の
音
風
景

　
こ
の
よ
う
に
、
大
都
市
カ
イ
ロ
は
多
様
な
音
に
満
ち
て
い
る
が
、
自
ら

探
し
求
め
な
い
限
り
、
ほ
と
ん
ど
耳
に
す
る
こ
と
が
な
い
音
も
あ
る
。
コ
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プ
ト
正
教
会
に
関
す
る
音
で
あ
る
。

　
コ
プ
ト
正
教
会
と
は
、
エ
ジ
プ
ト
に
根
差
し
た
教
会
で
、
福
音
記
者
聖

マ
ル
コ
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
キ
リ
ス
ト
教
を
布
教
し
た
際
に
成
立

し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
歴
史
を
反
映
し
て
、
コ
プ
ト
正
教
会
の

長
は
「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
教
皇
・
聖
マ
ル
コ
大
主
教
管
区
総
主
教
（bābā 

al-iskandarīya w
a baṭriyark al-kirāza al-m

urqusīya

）」
と
呼
ば
れ
る
。
コ
プ

ト
正
教
会
は
そ
の
成
立
以
来
エ
ジ
プ
ト
を
拠
点
と
し
て
き
た
が
、
同
教
会

が
エ
ジ
プ
ト
の
主
流
な
宗
教
・
教
派
と
な
っ
た
時
代
は
ご
く
短
か
っ
た
。

そ
れ
に
該
当
す
る
の
は
、
三
一
三
年
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
が
キ
リ

ス
ト
教
を
公
認
し
て
か
ら
四
五
一
年
の
カ
ル
ケ
ド
ン
公
会
議
で
同
教
会

が
非
主
流
派
の
立
場
に
陥
る
ま
で
の
時
期
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
る
。
こ
の
カ
ル

ケ
ド
ン
公
会
議
で
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
教
会
の
第
二
十
五
代
総
主
教

デ
ィ
オ
ス
コ
ロ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
の
神
性
と
人
性
に
関
す
る
議
論
で
ロ
ー

マ
お
よ
び
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
教
会
と
意
見
を
異
に
し
、
袂
を
分

か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
後
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
は
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国

の
主
流
派
で
あ
る
カ
ル
ケ
ド
ン
派
（
の
ち
の
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
。
当
時
は
メ

ル
キ
ト
派
と
も
呼
ば
れ
た
）
と
非
カ
ル
ケ
ド
ン
派
（
の
ち
の
コ
プ
ト
正
教
会
）

の
総
主
教
が
並
立
し
、
両
者
の
対
立
の
時
代
が
続
い
た
。
六
四
一
年
の
ア

ラ
ブ
軍
の
エ
ジ
プ
ト
征
服
以
後
は
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
側
の
教
派
で
あ
る
カ

ル
ケ
ド
ン
派
が
冷
遇
さ
れ
た
一
方
、
非
カ
ル
ケ
ド
ン
派
が
優
遇
さ
れ
た
も

の
の
、
い
ず
れ
も
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
生
き
る
ズ
ィ
ン
ミ
ー
（
庇
護
民
）

と
し
て
従
属
的
な
地
位
に
お
か
れ
た
。

　
十
九
世
紀
以
降
は
、
エ
ジ
プ
ト
が
近
代
化
の
道
を
歩
み
、
国
の
あ
り
方

も
国
民
国
家
へ
と
変
容
し
て
い
く
中
で
、
コ
プ
ト
の
人
び
と
は
ム
ス
リ
ム

と
平
等
な
権
利
と
義
務
を
持
つ
エ
ジ
プ
ト
国
民
と
し
て
の
地
位
を
得
た
。

エ
ジ
プ
ト
は
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
支
配
を
受
け
た
が
、
反
英
独
立
運
動
で

あ
る
一
九
一
九
年
革
命
で
、
三
日
月
が
十
字
架
を
抱
く
旗
が
使
用
さ
れ
、

ム
ス
リ
ム
と
コ
プ
ト
が
連
帯
し
共
闘
し
た
と
い
う
記
憶
は
現
在
で
も
エ

ジ
プ
ト
の
国
民
統
合
の
証
し
と
し
て
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
様
々
な
形
で
コ
プ
ト
に
対
す
る
差
別
問
題
は
残
っ
て
お
り
、

一
九
七
〇
年
代
以
降
は
宗
派
対
立
事
件
も
し
ば
し
ば
発
生
し
て
い
る
。
一

般
に
宗
派
対
立
事
件
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
事
件
に
は
、
一
般
市
民
の
間
の

諍
い
が
拡
大
し
た
も
の
や
、
警
察
に
よ
る
コ
プ
ト
の
人
び
と
へ
の
差
別
・

虐
待
事
件
な
ど
も
含
ま
れ
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
ジ
ハ
ー
ド
主
義

者
に
よ
る
コ
プ
ト
の
人
々
を
標
的
と
し
た
暴
力
行
為
が
増
加
し
て
お
り
、

特
に
二
〇
一
七
年
に
は
カ
イ
ロ
お
よ
び
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
主
要
な

教
会
を
標
的
と
し
た
自
爆
テ
ロ
、
エ
ジ
プ
ト
中
部
の
修
道
院
へ
の
巡
礼
バ

ス
銃
撃
事
件
な
ど
が
続
発
し
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
か
ら
、
コ
プ
ト
の
教
会
堂
や
修
道
院
は
視

覚
的
に
目
立
た
な
い
よ
う
工
夫
が
な
さ
れ
て
お
り
、
特
に
カ
イ
ロ
で
は
高

い
外
壁
と
植
木
で
覆
わ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
オ
ー
ル
ド
カ
イ
ロ
な
ど

の
古
い
教
会
で
は
、
教
会
堂
の
建
物
自
体
に
窓
が
な
い
か
、
あ
る
い
は
明

か
り
取
り
用
の
小
さ
い
窓
が
高
い
位
置
に
設
け
ら
れ
る
な
ど
、
外
か
ら
内

部
の
様
子
が
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
（R

am
zy 2011: 

258-259

）。

　
ま
た
、
か
つ
て
は
エ
ジ
プ
ト
で
も
ミ
サ

４
の
始
ま
り
を
知
ら
せ
る
た
め

に
鐘
が
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
西
暦
八
五
〇
年
に
教
会
に
お
け
る
鐘
の

使
用
を
禁
じ
る
命
令
が
出
さ
れ
て
か
ら
は
、
木
板
を
木
槌
で
叩
く
こ
と

で
鐘
の
代
わ
り
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（B

utler 1884: 80

）。
こ
の
禁
令

に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
優
位
を
示
す
意
図
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
当
時
編
纂
が
進
ん
だ
イ
ス
ラ
ー

ム
の
伝
承
集

５
（
ハ
デ
ィ
ー
ス
）
の
中
に
、「（
慈
悲
の
）
天
使
も
犬
を
連
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れ
た
り
、
ベ
ル

６
を
持
っ
て
旅
す
る
一
行
に
は
同
伴
し
な
い
」「
ベ
ル
は

サ
タ
ン
の
楽
器
」（
イ
マ
ー
ム
・
ム
ス
リ
ム
・
ビ
ン
・
ア
ル
・
ハ
ッ
ジ
ャ
ー
ジ 

1989: 205

）
と
い
う
も
の
が
あ
る
な
ど
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
観
点
か
ら
鈴

や
鐘
な
ど
が
「
忌
避
す
べ
き
も
の

７
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
も
影
響

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

B
utler

（1884: 
80

）
に
よ
る
と
、

一
八
八
〇
年
代

の
段
階
で
も
コ

プ
ト
正
教
会
で

板
と
木
槌
が
鐘

の
代
わ
り
に
使

用
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る

が
、
現
在
で
は

ミ
サ
の
始
ま
り
を
知
ら
せ
る
た
め
に
鐘
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
。
た
だ
し
、
教
会
の
絶
対
数
が
多
く
は
な
い
こ
と
か
ら
、
鐘
が
鳴
る

時
間
帯
に
近
く
に
い
な
い
と
教
会
の
鐘
の
音
に
は
な
か
な
か
気
づ
か
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
教
会
の
鐘
は
、
他
に
も
結
婚
式
、
葬
式
、
教
会
の
高

位
聖
職
者
に
よ
る
訪
問
が
あ
っ
た
際
な
ど
に
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
。

　
鐘
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
ロ
ー
マ
典
礼
を
行
う
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で

は
、
ミ
サ
の
開
始
時
と
聖
変
化
の
前
に
小
鐘
を
使
用
す
る
が
、
現
在
コ
プ

ト
正
教
会
で
は
ミ
サ
で
鈴
や
小
鐘
を
使
用
す
る
こ
と
は
な
い
。
三
～
六
世

紀
ご
ろ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
遺
構
か
ら
は
小
鐘
が
発
掘
さ
れ
、
十
四
世
紀
の

記
録
に
は
教
会
の
祭
壇
を
聖
別
す
る
儀
式
で
司
教
が
鈴
（nāqūs

８
）
を
三

回
鳴
ら
す
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
十
七
世
紀
に
は
ド
イ
ツ
か
ら
の
旅
行
者

が
コ
プ
ト
正
教
会
の
ミ
サ
で
鈴
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
書
き
残
し
て
い

る
が
、
そ
の
後
い
つ
鈴
や
小
鐘
が
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
か
は
不
明
で

あ
る
（M

oftah et al. 1991: 36, 38

）。

　
鐘
の
音
が
教
会
の
外
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
教
会
の

外
に
響
く
こ
と
が
稀
な
の
が
コ
プ
ト
の
宗
教
音
楽
で
あ
る
。
コ
プ
ト
の

宗
教
音
楽
は
、
大
ま
か
に
、
教
会
の
ミ
サ
で
使
用
さ
れ
る
典
礼
聖
歌
「
ラ

フ
ン
（laḥn

　
複
数
形
ア
ル
ハ
ー
ンalḥān

）」、
聖
母
マ
リ
ア
、
諸
聖
人
、

使
徒
ら
を
賛
美
す
る
歌
「
マ
デ
ィ
ー
フ
（m

adīḥ

　
複
数
形
マ
ダ
ー
イ
フ

m
adā᾿iḥ

）」、
そ
し
て
教
会
の
外
で
一
般
信
徒
た
ち
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
宗

教
歌
「
タ
ル
テ
ィ
ー
ル
（tartīl

）」「
タ
ル
ニ
ー
ム
（tarnīm

）」
の
三
つ
に

分
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
う
ち
、
マ
デ
ィ
ー
フ
は
、
聖
人
の
祭
り
の
時
や
、
信
徒
た
ち
が
聖

人
廟
や
修
道
院
を
訪
問
し
た
際
な
ど
に
、
関
連
す
る
聖
人
を
讃
え
る
た
め

に
歌
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
待
降
節
の
時
に
は
聖
母
マ
リ
ア
を
讃
え
る

マ
デ
ィ
ー
フ
が
毎
日
教
会
で
歌
わ
れ
る
。
歌
詞
は
、
マ
ウ
ワ
ー
ル
と
呼
ば

れ
る
エ
ジ
プ
ト
の
民
衆
の
間
に
伝
わ
る
詩
と
類
似
し
て
お
り
、
そ
の
土
地

で
収
穫
さ
れ
る
果
物
や
季
節
に
関
す
る
事
柄
、
そ
の
土
地
の
日
常
生
活
に

根
差
し
た
比
喩
な
ど
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
（R

am
zy 2014: 

164

）。
マ
デ
ィ
ー
フ
は
一
般
信
徒
の
男
性
も
女
性
も
歌
い
、
伴
奏
に
は
さ

ま
ざ
ま
な
楽
器
を
用
い
て
も
よ
く
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
は
単
旋
律
で
繰
り
返
し

が
多
い
。
後
述
す
る
タ
ル
テ
ィ
ー
ル
と
比
較
し
て
、
民
衆
の
間
に
伝
わ
る

古
典
的
・
伝
統
的
な
宗
教
歌
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
タ
ル
テ
ィ
ー
ル
あ
る
い
は
タ
ル
ニ
ー
ム
と
呼
ば
れ
る
種
類
の
歌
は
、
い

わ
ゆ
る
賛
美
歌
で
、
十
九
世
紀
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
や
っ
て
き
た
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
宣
教
師
た
ち
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
初
は
「
主
よ

御
許
に
近
づ
か
ん
」
な
ど
の
英
語
の
賛
美
歌
を
ア
ラ
ビ
ア
語
に
訳
し
た
も

図 1：鐘塔のあるムアッラカ教会



64

東京外国語大学総合文化研究所　総合文化研究　第 22 号（2018）
Tokyo University of Foreign Studies, Trans-Cultural Studies No.22 (2018)

の
が
歌
わ
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
コ
プ
ト
の
人
び
と
が
自
ら
作
詞
作
曲
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
に
コ
プ
ト
正
教
会
の
日
曜
学
校
運
動

が
盛
ん
に
な
る
と
、
同
運
動
を
通
し
て
タ
ル
テ
ィ
ー
ル
が
普
及
し
て
人
気

を
博
し
、
同
運
動
の
指
導
者
で
あ
っ
た
ハ
ビ
ー
ブ
・
ギ
ル
ギ
ス
（Ḥ

abīb 
G

irgis, 
一
八
七
六
︱
一
九
五
一
）
ら
も
自
ら
タ
ル
テ
ィ
ー
ル
を
作
曲
し
た
。

タ
ル
テ
ィ
ー
ル
は
現
在
で
も
人
気
が
高
く
、「
よ
り
よ
い
人
生
」（al-ḥayāt 

al-afḍal

）
と
い
う
名
の
バ
ン
ド
や
、
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
の
マ
ー

ヒ
ル
・
フ
ァ
ー
イ
ズ
な
ど
が
タ
ル
テ
ィ
ー
ル
の
歌
手
と
し
て
著
名
で
あ

る
。
タ
ル
テ
ィ
ー
ル
は
、
歌
詞
を
除
け
ば
普
通
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
と
あ

ま
り
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
教
会
の
外
で
は
最
も
コ
プ
ト
の
人
び
と
に

と
っ
て
身
近
な
宗
教
音
楽
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
タ
ル
テ
ィ
ー
ル
で

は
女
性
歌
手
が
活
躍
し
て
お
り
、
タ
ル
テ
ィ
ー
ル
が
普
及
し
た
こ
と
で
コ

プ
ト
の
宗
教
音
楽
に
お
け
る
女
性
の
役
割
に
新
た
な
地
平
が
開
け
た
と

言
え
る
（R

am
zy 2014: 164-165

）。

　
と
は
い
え
、
コ
プ
ト
正
教
会
の
宗
教
音
楽
の
中
核
を
な
す
の
は
、
典
礼

聖
歌
に
相
当
す
る
ラ
フ
ン
で
あ
ろ
う
。
コ
プ
ト
正
教
会
は
、
そ
の
ミ
サ
全

体
が
聖
歌
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
く
ら
い
、
ミ

サ
に
聖
歌
を
多
く
用
い
る
。
ま
た
、R

am
zy

（2014: 161
）
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
コ
プ
ト
正
教
の
教
え
で
は
、
人
間
の
地
上
で
の
生
活
は
人
間
の

魂
に
と
っ
て
つ
か
の
間
の
旅
に
す
ぎ
ず
、
魂
は
常
に
神
の
許
に
戻
る
こ
と

を
切
望
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ミ
サ
の
典
礼
聖
歌
は
、
死
後

天
国
で
神
を
讃
え
て
永
遠
の
時
を
過
ご
す
状
態
を
地
上
で
一
時
的
に
再

現
し
た
も
の
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
典
礼
聖
歌
で
あ
る
ラ
フ
ン

は
、
神
と
の
霊
的
な
交
わ
り
を
得
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　
コ
プ
ト
正
教
会
の
聖
歌
の
特
徴
と
し
て
は
、
単
旋
律
で
和
音
を
用
い
る

こ
と
は
な
く
、
小
さ
な
シ
ン
バ
ル
（daff　
あ
る
い
はnāqūs

）
と
ト
ラ
イ

ア
ン
グ
ル
（triano　
あ
る
い
はm

uthallath

）
で
リ
ズ
ム
を
取
る
も
の
の
そ

れ
以
外
は
楽
器
に
よ
る
伴
奏
が
な
く
、
男
性
の
み
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
と

い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
（G

abry-Thienpont 2017: 80

）。
た
だ
し
、
聖
歌

に
は
マ
ラ
ッ
ダ
ー
ト
（m

araddāt

）
と
呼
ば
れ
る
会
衆
に
よ
る
返
答
の
部

分
が
あ
り
、
そ
の
部
分
は
女
性
信
徒
も
歌
う
。

　
ラ
フ
ン
は
ま
た
、
聖
歌
と
い
う
歌
の
ジ
ャ
ン
ル
を
指
す
語
と
し
て
も
使

用
さ
れ
る
が
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
型
と
い
う
意
味
で
も
使
用
さ
れ
、
そ
の
意

味
で
の
ラ
フ
ン
は
ア
ラ
ブ
音
楽
の
マ
カ
ー
ム

９
に
近
い
概
念
と
さ
れ
て
い

る
（M

oftah et. al. 1991: 6

）。
ま
た
、
教
会
暦
に
合
わ
せ
て
、「
断
食
の
ラ

フ
ン
」（
四
旬
節
）、「
悲
し
み
の
ラ
フ
ン
」（
聖
週
間
お
よ
び
葬
儀
）、「
喜

び
の
ラ
フ
ン
」（
主
の
七
つ
の
大
祭
：
受
胎
告
知
、
降
誕
祭
、
主
の
洗
礼
、
枝

の
主
日
、
復
活
祭
、
主
の
昇
天
、
聖
霊
降
臨
）
な
ど
複
数
の
ラ
フ
ン
が
使
い

分
け
ら
れ
る
（G

abra 2008: 208

）。
同
じ
ラ
フ
ン
に
異
な
る
歌
詞
を
乗
せ

て
歌
う
場
合
も
あ
れ
ば
、
同
じ
歌
詞
を
異
な
る
ラ
フ
ン
に
乗
せ
て
歌
う
場

合
も
あ
る
。

　
聖
歌
に
使
用
さ
れ
る
言
語
は
伝
統
的
に
コ
プ
ト
語
、
ギ
リ
シ
ア
語
、
ア

ラ
ビ
ア
語
で
あ
っ
た
が
、
一
九
五
〇
年
代
以
降
は
信
徒
の
海
外
移
住
が
進

ん
だ
た
め
、
英
語
な
ど
移
住
先
の
言
語
が
聖
歌
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
海
外
宣
教
に
も
力
を

入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
流
れ
で
二
〇
一
六
年
に
は
、
京

都
の
木
津
川
市
に
聖
マ
リ
ア
・
聖
マ
ル
コ
日
本
コ
プ
ト
正
教
会
が
開
堂
し

た
。
同
教
会
で
は
伝
統
的
な
ラ
フ
ン
に
日
本
語
の
歌
詞
を
乗
せ
て
聖
歌
を

歌
い
、
そ
れ
をYouTube

な
ど
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
メ
デ
ィ
ア
に
掲

載
し
て
い
る
（Japan C

optic C
hurch 2018

）。「
私
た
ち
に
平
和
を
お
与
え

く
だ
さ
い
」「
私
た
ち
の
罪
を
お
許
し
く
だ
さ
い
」「
主
よ
、
憐
れ
み
た
ま
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え
」
な
ど
の
日
本
語
の
歌
詞
が
コ
プ
ト
正
教
会
の
ラ
フ
ン
で
歌
わ
れ
る
の

を
聞
く
と
、
コ
プ
ト
正
教
会
の
長
い
歴
史
と
伝
統
、
そ
し
て
新
し
い
時
代

に
適
応
し
て
生
き
延
び
て
い
く
柔
軟
性
と
生
命
力
を
感
じ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
。
し
か
し
一
方
で
、
海
外
布
教
と
、
コ
プ
ト
正
教
会
が
「
エ
ジ
プ

ト
の
教
会
」
と
し
て
歩
ん
で
き
た
歴
史
は
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
る

の
か
と
い
う
疑
問
も
同
時
に
去
来
す
る
。

　
こ
う
し
た
典
礼
聖
歌
は
、
主
と
し
て
ア
ー
リ
フ
（‘ārif　
知
る
者
）、
ム

ア
ッ
リ
ム
（m

u‘allim

　

教
師
）
な
ど
と
呼
ば
れ
る
盲
目
の
カ
ン
ト
ル
（
歌

い
手
）
た
ち
に
よ
っ
て
歌
い
継
が
れ
て
き
た
。
か
つ
て
、
視
覚
に
障
が
い

が
あ
る
人
び
と
は
、
視
覚
を
失
っ
た
代
わ
り
に
鋭
敏
な
聴
覚
と
高
い
記
憶

力
を
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
視
力
を
失
っ
た
男
子
は
教
会
の
カ

ン
ト
ル
と
し
て
の
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
現
在
で
は
衛
生
環

境
が
改
善
さ
れ
た
た
め
、
感
染
症
な
ど
に
よ
っ
て
視
力
を
失
う
子
ど
も
の

数
は
大
幅
に
減
少
し
た
も
の
の
、
視
覚
障
が
い
者
が
優
れ
た
歌
い
手
と
み

な
さ
れ
る
傾
向
は
現
在
で
も
強
い
（G
abry-Thienpont 2017: 83

）。

　
こ
の
カ
ン
ト
ル
た
ち
に
対
す
る
専
門
的
な
音
楽
教
育
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
十
九
世
紀
末
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
十
九
世
紀
半
ば

ご
ろ
ま
で
の
コ
プ
ト
正
教
会
で
は
、
聖
歌
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
リ
ズ
ム
は

基
本
的
に
書
き
留
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
各
教
会
に
お
い
て
口
伝
で

伝
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
歌
い
手
に
よ
っ
て
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
歌
詞
が
異

な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
総
主
教
キ
リ
ル
ス
四
世
（
在
位
一
八
五
三
︱

一
八
六
一
、
別
名
「
改
革
の
父
」）
は
一
八
五
九
年
に
『
助
祭
た
ち
の
奉
仕
』

（K
hidm

at al-Sham
ām

isa

）
と
題
す
る
書
籍
を
出
版
し
て
ラ
フ
ン
の
統
一

を
図
り
、
そ
の
改
革
を
引
き
継
い
だ
キ
リ
ル
ス
五
世
（
在
位
一
八
七
四
︱

一
九
二
七
）
は
一
八
九
三
年
に
カ
イ
ロ
の
バ
フ
ナ
サ
ー
地
区
に
コ
プ
ト
正

教
会
の
神
学
校
を
設
立
し
、
そ
の
音
楽
部
門
で
カ
ン
ト
ル
た
ち
に
対
す
る

専
門
的
な
教
育
を
行
っ
た
（G

abra 2008: 208

）。
そ
の
後
、
一
九
七
七
年

に
ア
シ
ュ
ー
ト
県
の
ム
ハ
ッ
ラ
ク
修
道
院

10
内
に
デ
ィ
デ
ィ
ム
ス

11
研
究

所
（m

a‘had dīdīm
ūs lil-m

urattilīn

）
が
設
立
さ
れ
、
エ
ジ
プ
ト
有
数
の
カ

ン
ト
ル
養
成
所
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

　
デ
ィ
デ
ィ
ム
ス
研
究
所
は
、
中
等
教
育
以
上
の
修
了
者
に
対
し
て
六
年

間
の
教
育
課
程
を
提
供
し
て
お
り
、
そ
れ
を
通
し
て
典
礼
聖
歌
に
精
通
し

た
カ
ン
ト
ル
を
育
成
す
る
。
そ
こ
で
の
音
楽
教
育
は
口
伝
で
、
西
洋
式
の

楽
譜
は
用
い
ら
れ
な
い
が
、
代
わ
り
に
斜
線
を
並
べ
た
よ
う
な
形
の
独
特

の
楽
譜

12
が
補
助
的
に
使
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
ハ
ッ
ザ
ー
ト
（hazzāt

　

動
き
）
と
か
ハ
ラ
ー
イ
ト
（kharā᾿iṭ　
地
図
）
と
呼
ば
れ
る
簡
易
的
な
表

記
法
で
、
デ
ィ
デ
ィ
ム
ス
研
究
所
に
限
ら
ず
エ
ジ
プ
ト
各
地
の
教
会
で
使

用
さ
れ
て
い
る
（R

am
zy 2015: 71

）。
こ
の
斜
線
の
楽
譜
に
は
厳
格
な
規

則
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
教
師
に
よ
っ
て
譜
面
の
書
き
方
が
異
な

る
な
ど
、
あ
く
ま
で
カ
ン
ト
ル
た
ち
が
記
憶
す
る
の
を
助
け
る
メ
モ
書
き

の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
単
体
で
音
が
再
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
最
近
で
は
携
帯
電
話
も
含
め
て
録
音
機
器
が
安
価
に
手
に
入
る
よ

う
に
な
っ
た
た
め
、
録
音
デ
ー
タ
を
併
用
し
て
、
こ
の
斜
線
の
楽
譜
で
は

記
録
で
き
な
い
情
報
を
補
い
つ
つ
、
口
伝
と
暗
記
を
基
本
と
す
る
音
楽
教

育
が
継
続
さ
れ
て
い
る
（G

abry-Thienpont 2017: 86-88

）。

　
と
こ
ろ
で
、
二
十
世
紀
の
コ
プ
ト
の
教
会
音
楽
を
語
る
上
で
避
け
て
通

れ
な
い
の
が
、
ラ
ー
ギ
ブ
・
ム
フ
タ
ー
フ
（R

āghib M
uftāḥ

　
一
八
九
八

︱
二
〇
〇
一
）
と
い
う
人
物
で
あ
る
。
水
野
（2008: 94-95

）
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う
に
、
ム
フ
タ
ー
フ
は
コ
プ
ト
の
教
会
音
楽
に
人
生
を
さ
さ

げ
た
人
で
、
一
九
五
五
年
に
コ
プ
ト
学
研
究
所
（m

a‘had al-dirāsāt al-
qibṭīya

13
）
が
カ
イ
ロ
の
総
主
教
座
内
に
設
立
さ
れ
た
時
は
そ
の
音
楽
学

科
の
学
科
長
と
な
り
、
音
楽
教
育
に
尽
力
し
た
。
ム
フ
タ
ー
フ
自
身
は
西
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洋
式
の
楽
譜
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
欧
米
の
専
門
家
の
助
け

を
借
り
て
、
カ
ン
ト
ル
た
ち
の
歌
う
聖
歌
を
西
洋
式
の
楽
譜
に
書
き
起
こ

し
、
録
音
す
る
作
業
を
七
十
五
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
け
た
。
そ
の
成
果

の
大
半
は
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
の
米
国
議
会
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る

（R
am

zy 2015: 65

）。
ま
た
、
ム
フ
タ
ー
フ
は
コ
プ
ト
正
教
会
の
教
会
音

楽
、
特
に
ラ
フ
ン
が
古
代
エ
ジ
プ
ト
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
と
主
張
し
た
フ
ァ

ラ
オ
主
義
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
ム
フ
タ
ー
フ
の
コ
プ
ト
音
楽
の
保
存
活
動
に
つ
い
て
、R

am
zy

（2015

）
は
、
興
味
深
い
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
ム
フ
タ
ー
フ
に
協
力
し

て
実
際
に
採
譜
を
行
っ
た
英
国
人
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ニ
ュ
ー
ラ
ン
ド
ス
ミ
ス

（Ernest N
ew

landsm
ith

）
は
、
コ
プ
ト
音
楽
は
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
音
楽
を

元
の
形
の
ま
ま
現
代
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
が
、「
ア
ラ
ブ
的
瓦
礫
」
の

下
に
埋
も
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
取
り
除
い
て
真
の
姿
を
再
現
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
（R

am
zy 2015: 77

）。
ま
た
、
コ
プ

ト
の
人
び
と
が
自
ら
の
宗
教
音
楽
に
対
し
て
近
代
化
を
試
み
た
時
、
そ
れ

は
ラ
フ
ン
を
西
洋
式
の
楽
譜
に
採
譜
し
て
「
読
め
る
」
も
の
に
し
よ
う
と

す
る
試
み
、
そ
し
て
ラ
フ
ン
を
科
学
的
に
研
究
す
る
試
み
と
し
て
現
れ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
試
み
の
中
に
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
的
な
偏

見
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
メ
リ
ス
マ

14
な
ど
の
装
飾
的
な

歌
唱
法
や
微
分
音
、
即
興
演
奏
な
ど
の
非
西
洋
的
要
素
を
「
ア
ラ
ブ
的
後

進
性
」
と
否
定
的
に
捉
え
る
価
値
観
が
引
き
継
が
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た

（R
am

zy 2015: 74

）。

　
そ
う
し
た
状
況
を
背
景
と
し
て
、
ム
フ
タ
ー
フ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
残

さ
れ
て
い
る
ラ
フ
ン
の
録
音
で
は
、
後
進
性
の
象
徴
で
あ
る
「
ア
ラ
ブ
的

瓦
礫
」、
す
な
わ
ち
装
飾
的
歌
唱
法
や
即
興
的
要
素
が
通
常
よ
り
も
控
え

め
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
「
通
常
」
と
書
い
た
よ
う

に
、
現
在
エ
ジ
プ
ト
お
よ
び
在
外
コ
プ
ト
共
同
体
で
実
際
に
歌
わ
れ
て

い
る
ラ
フ
ン
で
は
、
装
飾
的
歌
唱
法
や
即
興
が
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
ら
れ
て

お
り
、
ム
フ
タ
ー
フ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
録
音
と
の
差
が
際
立
っ
て
い

る
（R

am
zy 2015: 78-79

）。
し
か
し
、
ム
フ
タ
ー
フ
自
身
は
、
コ
プ
ト
の

ラ
フ
ン
を
あ
く
ま
で
「
あ
り
の
ま
ま
」
の
姿
で
記
録
・
保
存
す
る
こ
と
を

目
指
し
た
の
で
あ
り
、
ム
フ
タ
ー
フ
流
の
「
近
代
的
」
ラ
フ
ン
を
創
出
し

て
そ
の
普
及
を
推
進
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
コ
プ
ト
の
人
び

と
の
間
で
も
、
宗
教
音
楽
の
近
代
化
の
あ
る
べ
き
姿
は
一
様
で
は
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
、
ム
フ
タ
ー
フ
お
よ
び
そ
の
支
援
者
た
ち
が
意
識
的
に
、

あ
る
い
は
無
意
識
的
に
取
り
除
こ
う
と
し
た
「
ア
ラ
ブ
的
瓦
礫
」
が
簡
単

に
消
し
去
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

3
．
聞
か
せ
る
音
―
音
楽
に
よ
る
平
和
へ
の
訴
え

　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
コ
プ
ト
正
教
会
の
宗
教
音
楽
は
、
教
会
あ
る
い

は
教
会
関
連
施
設
の
外
で
披
露
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

現
在
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
や
、A

ghapy TV

やC
TV

な
ど
の
よ

う
な
コ
プ
ト
が
所
有
し
運
営
す
る
衛
星
放
送
局

15
で
、
ミ
サ
の
様
子
や
マ

デ
ィ
ー
フ
、
タ
ル
ニ
ー
ム
の
映
像
音
声
が
日
々
放
映
・
配
信
さ
れ
て
お
り
、

コ
プ
ト
の
宗
教
音
楽
が
す
べ
て
教
会
の
壁
の
中
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
衛
星
放
送
も
視
聴
者
が
自

ら
コ
ン
テ
ン
ツ
を
選
ぶ
種
類
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
た
め
、
敢
え
て
求
め
な

い
限
り
は
、
部
外
者
が
コ
プ
ト
の
宗
教
音
楽
に
触
れ
る
機
会
は
ほ
と
ん
ど

な
い
と
い
う
状
況
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
エ
ジ
プ
ト
の
地

上
波
の
テ
レ
ビ
局
で
コ
プ
ト
の
ミ
サ
が
放
送
さ
れ
る
こ
と
は
皆
無
に
近
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く
、
仮
に
あ
る
と
し
て
も
、
大
統
領
が
降
誕
祭
の
ミ
サ
を
表
敬
訪
問
し
た

様
子

16
な
ど
が
ニ
ュ
ー
ス
映
像
と
し
て
流
れ
る
程
度
で
あ
る
。

　
そ
の
中
で
、
エ
ジ
プ
ト
文
化
省
の
文
化
開
発
基
金
（ṣundūq al-tanm

iya 
al-thaqāfīya

）
が
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
、
宗
教
音
楽
を
通
し
て
異
な
る
宗

教
・
宗
派
間
の
交
流
と
相
互
理
解
を
目
指
す
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
同
基
金
は
「
平
和
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」（risālat salām

）

と
い
う
音
楽
グ
ル
ー
プ
を
設
立
し
、
そ
れ
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の

ス
ー
フ
ィ
ー
の
イ
ン
シ
ャ
ー
ド
（
宗
教
歌
）
を
担
当
す
る
グ
ル
ー
プ
、
コ

プ
ト
正
教
の
タ
ル
テ
ィ
ー
ル
と
ラ
フ
ン
を
担
当
す
る
グ
ル
ー
プ
、
キ
リ
ス

ト
教
超
教
派
の
賛
美
歌
を
担
当
す
る
グ
ル
ー
プ

17
が
参
加
し
て
い
る
。
コ

ン
サ
ー
ト
会
場
と
な
る
の
は
、
同
基
金
所
管
の
「
グ
ー
リ
ー
・
ド
ー
ム
芸

術
創
作
セ
ン
タ
ー
」（m

arkaz al-ibdā‘ al-fannī bi-qubbat al-ghūrī

）が
多
く
、

こ
れ
は
一
般
に
ス
ー
フ
ィ
ー
・
ダ
ン
ス
と
呼
ば
れ
る
タ
ン
ヌ
ー
ラ

18
が
イ

ン
シ
ャ
ー
ド
と
と
も
に
観
光
客
向
け
に
通
年
披
露
さ
れ
て
い
る
場
所（「
伝

統
芸
能
の
た
め
の
グ
ー
リ
ー
隊
商
宿
創
作
セ
ン
タ
ー
」、m

arkaz ibdā‘ w
ikāla 

al-ghūrī lil-funūn al-turāthīya

）
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
施
設
で
あ
る
。
両
者

と
も
、
十
六
世
紀
初
頭
に
建
て
ら
れ
た
建
物
で
、
フ
サ
イ
ン
・
モ
ス
ク
や

ア
ズ
ハ
ル
・
モ
ス
ク
を
擁
す
る
カ
イ
ロ
の
旧
市
街
に
あ
る
。

　
同
基
金
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
は
、
二
〇
一
一
年
以
降
（
た
だ
し
詳
し
い

情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
二
〇
一
四
年
以
降
）
の
活
動
記
録
の
写
真
が

掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、「
平
和
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
に
よ
る

コ
ン
サ
ー
ト
は
少
な
く
と
も
二
〇
一
三
年
に
一
回
、
二
〇
一
四
年
に
八

回
、
二
〇
一
五
年
に
七
回
、
二
〇
一
六
年
に
九
回
、
二
〇
一
七
年
に
六
回
、

二
〇
一
八
年
に
四
回
開
催
さ
れ
て
い
る
（C

ultural D
evelopm

ent Fund 
2019

）19
。「
平
和
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
が
行
っ
た
コ
ン
サ
ー
ト
に
は
、
時
折

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
宗
教
歌
を
歌
う
グ
ル
ー
プ

20
が
参
加
し

て
お
り
、
他
に
も
外
国
か
ら
の

ゲ
ス
ト
が
出
演
す
る
場
合
も
あ

る
。

　「
平
和
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
が

二
〇
一
三
年
十
月
に
行
っ
た
コ

ン
サ
ー
ト
は
、
い
わ
ゆ
る
ア

ラ
ブ
の
春
で
デ
モ
や
座
り
込

み
な
ど
抗
議
行
動
の
中
心
地
と

な
っ
た
タ
フ
リ
ー
ル
広
場
で
開

催
さ
れ
、
会
場
に
は
エ
ジ
プ

ト
国
旗
が
掲
げ
ら
れ
た
。
ま

た
、
二
〇
一
四
年
一
月
開
催
さ

れ
た
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、「
境

界
の
な
い
祖
国
」（w

aṭan bi-lā 
ḥudūd

）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が

掲
げ
ら
れ
、
そ
の
後
も
同
じ
タ
イ
ト
ル
が
繰
り
返
し
使
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、「
平
和
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
は
、
音
楽
を
通
し
て
宗
教
・
宗
派

間
の
交
流
、
対
話
と
相
互
理
解
を
目
指
す
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
・
宗
派
を

超
え
た
エ
ジ
プ
ト
人
と
し
て
の
連
帯
を
訴
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う

か
が
え
る
。

　
現
在
コ
プ
ト
共
同
体
に
と
っ
て
直
接
的
な
脅
威
と
な
っ
て
い
る
ジ

ハ
ー
ド
主
義
者
た
ち
に
、
こ
う
し
た
音
楽
に
よ
る
平
和
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

届
く
と
は
考
え
に
く
い
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
宗
教
・
宗
派
間

の
緊
張
を
抱
え
た
社
会
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
ど
ん
な
事
件
が
起
き
よ

う
と
も
、
他
者
を
尊
重
す
る
こ
と
、
多
様
性
に
敬
意
を
払
う
こ
と
の
重
要

性
を
訴
え
続
け
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
直
接
宗
派
対
立
問
題
の

図 2：「平和のメッセージ」によるコンサート
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解
決
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
し
て
も
、
ま
た
、
所
詮
は
政
府
の
息
が
か

か
っ
た
茶
番
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、こ
う
し
た
「
聞
こ
え
な
い
音
」

に
居
場
所
を
与
え
る
試
み
す
ら
も
行
わ
れ
な
い
／
行
え
な
い
社
会
に
は

な
っ
て
い
な
い
こ
と
の
証
と
し
て
、「
平
和
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
の
活
動
に

は
炭
鉱
の
カ
ナ
リ
ヤ
的
な
意
味
合
い
が
認
め
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
エ
ジ

プ
ト
政
府
は
「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
を
掲
げ
て
ジ
ハ
ー
ド
主
義
者
と
の
対
決

姿
勢
を
鮮
明
に
し
て
お
り
、
か
つ
コ
プ
ト
と
の
連
帯
を
訴
え
て
い
る
こ
と

か
ら
、
近
い
将
来
カ
ナ
リ
ヤ
の
身
に
異
変
が
起
き
る
と
は
考
え
に
く
い
の

で
あ
る
が
。

　
ス
ー
フ
ィ
ー
に
関
し
て
い
え
ば
、
二
〇
一
七
年
十
一
月
に
北
シ
ナ
イ
の

ア
リ
ー
シ
ュ
市
で
、
ス
ー
フ
ィ
ー
の
ジ
ャ
リ
ー
リ
ー
ヤ
教
団
の
拠
点
と
し

て
知
ら
れ
る
ラ
ウ
ダ
・
モ
ス
ク
が
金
曜
礼
拝
の
後
に
襲
撃
さ
れ
、
三
〇
五

名
が
死
亡
、
少
な
く
と
も
一
二
八
名
が
負
傷
し
た
事
件
が
発
生
し
た
。
こ

の
数
年
、
シ
ナ
イ
半
島
で
は
、
ジ
ハ
ー
ド
主
義
者
の
武
装
組
織
が
複
数
活

動
し
、
そ
れ
を
抑
え
込
も
う
と
す
る
エ
ジ
プ
ト
軍
と
の
武
力
衝
突
が
繰
り

返
さ
れ
る
な
ど
、
治
安
が
極
度
に
悪
化
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
シ
ナ

イ
半
島
に
住
む
キ
リ
ス
ト
教
徒
お
よ
び
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
は
武
装
勢
力

の
標
的
と
さ
れ
、
殺
害
や
誘
拐
な
ど
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
二
〇
一
七
年
二
月
に
は
、
コ
プ
ト
の
一
三
三
家
族
（
五
四
六
名
）
が
、

武
装
勢
力
か
ら
の
脅
迫
に
耐
え
か
ね
て
、
ア
リ
ー
シ
ュ
市
か
ら
ス
エ
ズ
運

河
沿
い
の
街
イ
ス
マ
ー
イ
ー
リ
ー
ヤ
市
に
移
住
し
た
と
い
う
事
件
も
発

生
し
て
い
る
（al-M

iṣrī al-Yaw
m

 2017a

）。
そ
の
中
で
発
生
し
た
の
が
ラ

ウ
ダ
・
モ
ス
ク
の
襲
撃
事
件
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
を
受
け
て
、
コ
プ
ト
正
教
会
の
現
総
主
教
タ
ワ
ド
ロ
ス
二
世
は
、

ラ
ウ
ダ
・
モ
ス
ク
襲
撃
事
件
の
犠
牲
者
た
ち
と
の
連
帯
を
示
す
た
め
に
、

エ
ジ
プ
ト
全
土
の
教
会
で
十
一
月
二
十
五
日
の
正
午
に
教
会
の
鐘
を
鳴

ら
す
よ
う
に
指
示
し
た
（al-Yaw

m
 al-Sābi‘ 2017

）。
ま
た
、
教
会
の
公
式

声
明
と
し
て
、
ラ
ウ
ダ
・
モ
ス
ク
事
件
の
犠
牲
者
の
遺
族
に
哀
悼
の
意
を

表
明
し
、
負
傷
者
に
つ
い
て
は
早
期
の
回
復
を
祈
る
と
し
た
上
で
、
テ
ロ

行
為
を
糾
弾
し
、
エ
ジ
プ
ト
の
団
結
の
固
さ
を
強
調
し
た
（al-M

iṣrī al-
Yaw

m
 2017b

）。

　
こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
教
会
の
鐘
の
音
も
、
教
会

の
外
で
は
ほ
ぼ
聞
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
コ
プ
ト
の
宗
教
音
楽
も
、
現

在
で
は
宗
教
・
宗
派
間
の
緊
張
関
係
の
緩
和
の
た
め
に
「
聞
か
せ
る
音
」

と
な
っ
て
い
る
。
コ
プ
ト
共
同
体
が
現
在
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
考
え
れ

ば
、
コ
プ
ト
を
代
表
す
る
音
が
政
治
性
を
帯
び
る
の
は
仕
方
の
な
い
こ
と

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
つ
の
日
か
、
も
う
少
し
エ
ジ
プ
ト
の
宗
教
・
宗
派

間
の
緊
張
が
和
ら
ぐ
時
が
き
た
ら
、
そ
れ
ら
の
コ
プ
ト
的
な
音
も
、
人
々

の
日
常
生
活
に
溶
け
込
ん
だ
「
聞
こ
え
る
音
」
の
よ
う
な
意
味
で
、
エ
ジ

プ
ト
の
音
風
景
の
一
部
を
な
す
音
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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  تدق-ت

図
一
：
著
者
撮
影
、
二
〇
〇
七
年
十
一
月
二
十
九
日
、
カ
イ
ロ
。
ム
ア
ッ
ラ
カ
教
会
は
、

聖
家
族
が
エ
ジ
プ
ト
逃
避
行
の
際
に
立
ち
寄
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
に
建
て
ら
れ
て

お
り
、
十
一
世
紀
に
総
主
教
座
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
か
ら
カ
イ
ロ
に
移
動
し
た

際
、
最
初
に
総
主
教
座
が
置
か
れ
た
教
会
で
あ
る
。

図
二
：C

ultural D
evelopm

ent Fund, M
inistry of C

ulture, A
rab R

epublic of Egypt. 

2019.

http://w
w

w.cdf.gov.eg/?q=content/3-فرقة-رسالة-سلام

　
コ
ン
サ
ー
ト
の
日
付
は
二
〇
一
八
年
六
月
三
日
、
会
場
は
グ
ー
リ
ー
・
ド
ー
ム

芸
術
創
作
セ
ン
タ
ー
、
カ
イ
ロ
。
前
列
が
ス
ー
フ
ィ
ー
、
後
列
左
が
コ
プ
ト
正
教
、

後
列
右
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
歌
い
手
た
ち
で
あ
る
。
な
お
、
コ
プ
ト
正
教
の
左
に

キ
リ
ス
ト
教
超
教
派
の
歌
い
手
た
ち
も
い
る
。

【
註
】

1
　
カ
イ
ロ
の
騒
音
公
害
の
主
な
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
乗
用
車
の
立
て
る
騒
音
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
（M

inistry of Environm
ent 2012: 2

）。

2
　
ち
な
み
に
、
ク
ル
ア
ー
ン
に
は
、
む
や
み
に
大
き
な
音
を
立
て
る
こ
と
を
戒
め
る

文
脈
で
、「
ま
こ
と
に
、
声
の
中
で
最
も
厭
わ
し
い
の
は
ロ
バ
の
声
（
煩
い
嘶
き
）

で
あ
る
」（
ル
ク
マ
ー
ン
章
第
十
九
節
、
翻
訳
は
（
中
田 2014: 442

）
よ
り
引
用
）

と
す
る
部
分
が
あ
る
。

3
　
イ
ス
ラ
ー
ム
の
大
祭
の
一
つ
。
イ
ス
ラ
ー
ム
暦
ズ
ー
・
ア
ル
＝
ヒ
ッ
ジ
ャ
月
の
十

日
か
ら
十
三
日
に
か
け
て
祝
わ
れ
る
。
預
言
者
イ
ブ
ラ
ー
ヒ
ー
ム
が
神
の
命
に
従
い

息
子
の
命
を
捧
げ
よ
う
と
し
た
と
い
う
故
事
に
ち
な
ん
で
、
犠
牲
祭
の
四
日
目
に
牛

や
羊
が
屠
ら
れ
犠
牲
と
し
て
さ
さ
げ
ら
れ
る
。

4
　
二
〇
一
六
年
に
設
立
さ
れ
た
日
本
コ
プ
ト
正
教
会
は
、
日
本
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会

の
用
語
を
使
用
し
て
ミ
サ
を
聖
体
礼
儀
と
呼
ん
で
い
る
。し
か
し
本
エ
ッ
セ
イ
で
は
、

わ
か
り
や
す
さ
を
優
先
し
て
全
体
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
用
語
を
使
用
し
た
。
コ
プ

ト
お
よ
び
他
の
東
方
教
会
に
関
連
す
る
語
を
ど
う
日
本
語
に
訳
す
か
と
い
う
問
題

は
、
今
後
も
引
き
続
き
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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な
お
、
日
本
コ
プ
ト
正
教
会
は
日
本
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
式
で
教
会
関
連
用
語
の

呼
び
方
を
統
一
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
ス
ラ
ブ
風
の
「
イ
イ
ス
ス
・
ハ

リ
ス
ト
ス
」
で
は
な
く
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
」、B

ishop

（usquf

）
は
主
教
で
は

な
く
司
教
と
し
て
い
る
（
聖
母
マ
リ
ア
・
聖
マ
ル
コ
・
コ
プ
ト
正
教
会 2019

）。

5
　
ス
ン
ナ
派
の
六
つ
の
主
要
な
ハ
デ
ィ
ー
ス
集
の
筆
頭
で
あ
る
ブ
ハ
ー
リ
ー
の
『
真

正
集
』
は
、
八
四
六
年
頃
に
成
立
し
た
。

6
　
原
語
で
はjaras
で
あ
り
、
鈴
と
も
鐘
と
も
訳
せ
る
。

7
　
イ
ス
ラ
ー
ム
法
上
、
人
間
の
行
い
は
、
義
務
と
さ
れ
る
行
為
、
推
奨
さ
れ
る
行
為
、

許
可
さ
れ
る
行
為
（
し
て
も
し
な
く
て
も
良
い
こ
と
）、
忌
避
す
べ
き
行
為
、
禁
止

さ
れ
る
行
為
の
五
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
鈴
／
鐘
を
忌
避
す
べ
き
理
由
は
、
そ
の
音
が

精
神
を
集
中
し
て
ア
ッ
ラ
ー
を
念
ず
る
こ
と
の
妨
げ
に
な
る
か
ら
と
さ
れ
て
い
る

（
イ
マ
ー
ム
・
ム
ス
リ
ム
・
ビ
ン
・
ア
ル
・
ハ
ッ
ジ
ャ
ー
ジ 1989: 205

）。 

た
だ
し
、

同
じ
ハ
デ
ィ
ー
ス
を
根
拠
と
し
て
、
鈴
／
鐘
を
忌
避
す
べ
き
な
の
は
旅
行
中
に
限
定

さ
れ
る
と
か
、
忌
避
す
べ
き
な
の
は
乗
り
物
と
す
る
動
物
の
首
に
鈴
（juljul

）
を
ぶ

ら
下
げ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
り
、
法
解
釈
に
は
法
学
派
や
状
況
に
応
じ

て
幅
が
あ
る
。

8
　
後
述
す
る
よ
う
に
、nāqūs

は
シ
ン
バ
ル
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
り
、
こ
こ
で
言
及

さ
れ
て
い
る
楽
器
が
ど
の
よ
う
な
形
状
の
も
の
だ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

9
　
マ
カ
ー
ム
と
は
音
階
を
指
す
言
葉
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
マ
カ
ー
ム
に
は
気
分
・
雰
囲

気
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
西
洋
音
楽
に
も
、
長
調
は
明
る
く
楽
し
く
、
短
調
は
暗

く
悲
し
い
と
い
う
性
格
づ
け
が
あ
る
が
、
ア
ラ
ブ
音
楽
の
マ
カ
ー
ム
は
数
が
多
く
、

さ
ら
に
複
雑
に
発
展
し
て
い
る
。
ア
ラ
ブ
音
楽
の
マ
カ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
飯
野

（2018

）
な
ど
が
わ
か
り
や
す
く
解
説
し
て
い
る
。

10
　
ム
ハ
ッ
ラ
ク
修
道
院
は
、
正
式
名
称
を
聖
処
女
マ
リ
ア
・
ム
ハ
ッ
ラ
ク
修
道
院
と

い
い
、
聖
家
族
の
エ
ジ
プ
ト
逃
避
行
で
一
行
が
立
ち
寄
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
に
建
て

ら
れ
て
い
る
。

11
　
デ
ィ
デ
ィ
ム
ス
と
は
、
四
世
紀
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
教
理
校
の
校
長
を
五
〇
年

以
上
に
わ
た
っ
て
務
め
た
ギ
リ
シ
ア
教
父
、
盲
目
の
デ
ィ
デ
ィ
ム
ス
（D

idym
us the 

B
lind of A

lexandria

）
の
こ
と
で
あ
る
。

12
　
な
お
、YouTube

に
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
コ
プ
ト
正
教
会
が
作
成
し
た
ラ

フ
ン
の
教
材
ビ
デ
オ
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
楽
譜
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
る

か
動
画
で
確
認
で
き
る
（C

opts 4G
: 2013

）。

13
　
水
野
（2008: 94

）
に
よ
る
記
述
で
は
、
こ
の
研
究
所
は
ム
フ
タ
ー
フ
が
私
財
を
投

じ
て
設
立
し
た
コ
プ
ト
音
楽
の
た
め
の
組
織
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
後

にC
opitc Encyclopedia

を
編
纂
し
た
ア
ズ
ィ
ー
ズ
・
ス
リ
ヤ
ー
ル
・
ア
テ
ィ
ー
ヤ（
歴

史
学
者
）、
ム
ラ
ー
ド
・
カ
ー
ミ
ル
（
言
語
学
者
）、
サ
ー
ミ
ー
・
ガ
ブ
ラ
（
エ
ジ
プ

ト
学
者
）
ら
が
中
心
と
な
っ
て
設
立
さ
れ
た
組
織
で
、
コ
プ
ト
正
教
会
の
神
学
、
教

会
法
、
コ
プ
ト
語
、
コ
プ
ト
語
文
学
、
コ
プ
ト
の
歴
史
、
建
築
、
美
術
、
音
楽
な
ど

多
岐
に
わ
た
る
学
科
を
備
え
た
教
育
機
関
で
あ
る
（G

abra 2008: 137

）

14
　
歌
詞
の
一
音
節
に
対
し
て
二
つ
以
上
の
音
符
を
用
い
て
歌
う
方
法
。
コ
プ
ト
の
ラ

フ
ン
で
は
一
般
的
に
み
ら
れ
る
。

15
　A

ghapy TV

は
二
〇
〇
五
年
、C

TV

は
二
〇
〇
七
年
に
放
送
を
開
始
し
た
衛
星
放

送
局
で
、
前
者
は
コ
プ
ト
正
教
会
の
ブ
ト
ゥ
ル
ス
司
教
の
管
轄
、
後
者
は
コ
プ
ト
正

教
会
の
公
式
放
送
局
で
あ
る
。
他
に
もA

l H
ayat TV

、Sat-7 TV

な
ど
、
エ
ジ
プ

ト
で
視
聴
で
き
る
キ
リ
ス
ト
教
系
の
衛
星
放
送
局
が
複
数
存
在
す
る
。

16
　
コ
プ
ト
の
降
誕
祭
は
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
エ
ジ
プ
ト
の
国
民
の
祝
日
と
な
っ
て
い

る
。
か
つ
て
ム
バ
ー
ラ
ク
政
権
（
～
二
〇
一
一
年
）
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
代
表

と
し
て
大
統
領
の
代
理
や
大
臣
ら
が
総
主
教
座
で
行
わ
れ
る
降
誕
祭
の
ミ
サ
を
表
敬

訪
問
し
て
い
た
が
、
ス
ィ
ー
ス
ィ
ー
政
権
（
二
〇
一
三
年
～
）
で
は
、
ジ
ハ
ー
ド
主

義
者
と
い
う
共
通
の
敵
が
い
る
政
治
情
勢
を
背
景
と
し
て
、
二
〇
一
五
年
の
降
誕
祭

以
降
、
毎
年
大
統
領
本
人
が
総
主
教
座
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

17
　
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
女
性
歌
手
も
含
ま
れ
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
歓
喜
の
歌
な
ど



72

東京外国語大学総合文化研究所　総合文化研究　第 22 号（2018）
Tokyo University of Foreign Studies, Trans-Cultural Studies No.22 (2018)

を
レ
パ
ー
ト
リ
ー
と
し
て
い
る
。

18
　
ス
ー
フ
ィ
ー
教
団
の
修
行
の
一
環
と
し
て
、
旋
回
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
と
の
合

一
を
は
か
る
も
の
。
も
と
は
ト
ル
コ
の
メ
ヴ
レ
ヴ
ィ
ー
教
団
（
十
三
世
紀
設
立
）
の

修
行
方
法
で
あ
っ
た
が
、
エ
ジ
プ
ト
に
伝
わ
っ
て
民
衆
の
伝
統
芸
能
と
し
て
定
着

し
た
。
現
在
で
は
結
婚
式
の
余
興
と
し
て
タ
ン
ヌ
ー
ラ
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、

二
〇
一
八
年
に
行
わ
れ
た
筆
者
の
友
人
（
コ
プ
ト
正
教
徒
）
の
結
婚
披
露
宴
で
も
タ

ン
ヌ
ー
ラ
が
披
露
さ
れ
た
。

19
　
二
〇
一
四
年
は
一
月
十
二
日
（
写
真
の
タ
イ
ト
ル
は
サ
マ
ー
ウ
だ
が
コ
プ
ト
正

教
の
カ
ン
ト
ル
た
ち
の
姿
が
見
ら
れ
る
）、
二
月
十
六
日
、
三
月
二
十
三
日
、
五
月

十
一
日
、
七
月
八
日
、
八
月
三
十
一
日
、
十
一
月
二
日
、
十
二
月
二
十
八
日
の
八
回
。

二
〇
一
五
年
は
三
月
二
十
九
日
、
四
月
五
日
、
五
月
十
日
、
八
月
三
十
日
、
十
月
四

日
、
十
一
月
十
八
日
、
十
二
月
二
十
七
日
の
七
回
。
二
〇
一
六
年
は
二
月
七
日
、
二

月
二
十
八
日
、
五
月
二
十
九
日
、
六
月
十
二
日
、
七
月
三
十
一
日
、
八
月
二
十
八
日
、

十
月
三
十
日
、
十
二
月
十
八
日
、
十
二
月
二
十
五
日
の
九
回
。
二
〇
一
七
年
は
三
月

九
日
、
三
月
十
二
日
、
四
月
十
六
日
、
五
月
十
四
日
、
九
月
十
日
、
十
二
月
二
十
四

日
の
六
回
。
二
〇
一
八
年
は
三
月
十
一
日
、
六
月
三
日
、
十
一
月
十
八
日
、
十
二
月

三
十
日
の
四
回
。

20
　
お
そ
ら
く
カ
イ
ロ
在
住
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
と
推
測
さ
れ
る
。

カ
イ
ロ
に
は
、
ア
ズ
ハ
ル
機
構
へ
の
留
学
の
た
め
に
や
っ
て
き
た
東
南
ア
ジ
ア
出
身

の
学
生
や
そ
の
関
係
者
ら
が
多
数
在
住
す
る
。




