
第
四
章　

イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
け
る
喜
捨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
中
央
ア
ジ
ア
の
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
を
中
心
に
─�

藤
本
透
子

は
じ
め
に

　

こ
の
公
開
講
座
全
体
の
テ
ー
マ
「
功
徳
と
喜
捨
と
贖
罪
」
の
な
か
で
、
本
稿
で
は
特
に
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に

お
け
る
「
喜
捨
」
を
中
心
に
取
り
上
げ
ま
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
と
、
厳
格
で
過
激
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
れ

る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
が
、
日
常
生
活
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ー
ム
が
ど
の
よ
う
に
実
践
さ
れ
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
は
、
意
外
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
喜
捨
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に

と
っ
て
重
要
な
宗
教
的
行
為
の
ひ
と
つ
で
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
喜
捨
は
常
に
他
者
に
対
し
て
な
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
き
わ
め
て
社
会
的
な
行
為
で
も
あ
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
世
界
観
に
基
づ
い
て
喜
捨
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
の
か
、
ま
た
喜
捨
が
社
会
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
喜
捨
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
他
者
に
与
え
る
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
ま

し
ょ
う
。
日
々
、
私
た
ち
は
も
ら
い
も
の
を
し
た
ら
お
す
そ
分
け
し
た
り
、
お
返
し
を
し
た
り
、
モ
ノ
の
や
り

と
り
の
な
か
で
生
き
て
い
ま
す
。
こ
の
贈
与
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、
人
類
学
や
社
会
学
の
分
野
で
は
、
二
〇
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世
紀
前
半
に
書
か
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
（M

arcel	M
auss

）
の
『
贈
与
論
』
が
よ
く
知
ら
れ

て
い
ま
す
［
モ
ー
ス	2009

］。
そ
れ
ま
で
贈
与
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
世
界
各

地
の
事
例
を
集
め
て
分
析
し
て
い
く
と
、
実
は
人
に
共
通
の
贈
与
の
あ
り
方
と
し
て
、
贈
物
を
与
え
る
義
務
、

受
け
取
る
義
務
、
そ
し
て
お
返
し
を
す
る
義
務
の
三
つ
の
義
務
が
あ
る
と
モ
ー
ス
は
指
摘
し
ま
し
た
。
実
際
の

と
こ
ろ
、
私
た
ち
は
お
中
元
や
お
歳
暮
な
ど
を
も
ら
っ
た
ら
、
何
ら
か
の
お
返
し
を
す
る
場
合
は
多
い
と
思
い

ま
す
。
結
婚
式
で
ご
祝
儀
を
も
ら
っ
た
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
お
返
し
を
し
ま
す
し
、
葬
儀
の
と
き
な
ど
も
香
典

返
し
が
あ
り
ま
す
。

　

で
は
、
仏
教
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
お
布
施
」
や
、
あ
る
い
は
よ
り
一
般
的
に
「
寄
付
」
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ

う
か
。
お
布
施
や
寄
付
は
、
お
返
し
が
な
い
こ
と
が
初
め
か
ら
分
か
っ
て
い
る
点
で
、
通
常
の
贈
与
と
は
異
な
っ

て
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
で
も
、
お
祝
い
事
な
ど
の
際
に
贈
物
を
や
り
取
り
し
ま
す
が
、
そ
の
一
方
で
見

返
り
を
求
め
な
い
贈
与
と
し
て
喜
捨
が
あ
り
ま
す
。
お
布
施
や
寄
付
、
あ
る
い
は
喜
捨
の
よ
う
に
、
お
返
し
が

こ
な
い
と
初
め
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
人
に
与
え
る
と
い
う
行
為
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な

論
理
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
に
は
仏
教
の
論
理
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
で

は
ど
の
よ
う
な
論
理
に
基
づ
い
て
、
喜
捨
が
実
際
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
は
西
暦
七
世
紀
に
ア
ラ
ビ
ア
半
島
で
生
ま
れ
た
宗
教
で
す
け
れ
ど
も
、
現
在
で
は
世
界
各
地
に

広
が
っ
て
お
り
、イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒（
ム
ス
リ
ム
）は
全
世
界
の
人
口
の
お
よ
そ
五
分
の
一
を
占
め
て
い
ま
す［
ラ
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ン
デ
ィ	2004

：
八
］。
発
祥
の
地
と
そ
の
周
辺
に
あ
た
る
中
東
か

ら
北
ア
フ
リ
カ
に
か
け
て
の
地
域
で
、
各
国
の
人
口
に
占
め
る
ム

ス
リ
ム
の
比
率
は
最
も
高
い
で
す
が
、
ム
ス
リ
ム
の
数
が
最
も
多

い
国
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
い
か
に
世
界
的

な
広
が
り
を
も
つ
宗
教
で
あ
る
か
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
本
稿
で

と
り
あ
げ
る
中
央
ア
ジ
ア
の
場
合
、
八
世
紀
に
イ
ス
ラ
ー
ム
が
伝

播
し
、
そ
の
後
一
六
世
紀
こ
ろ
ま
で
に
は
現
在
の
カ
ザ
フ
ス
タ
ン

の
領
域
全
体
で
イ
ス
ラ
ー
ム
の
影
響
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
［M

ustafina	1992

：6,	12
］。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
大
き
く
ス

ン
ナ
派
と
シ
ー
ア
派
に
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
中
央
ア
ジ
ア
の
イ

ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
多
く
は
ス
ン
ナ
派
で
す
。

　

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
（
図
１
）
は
、
人
口
約
一
八
〇
五
万
人
で
（
二	

〇
一
七
年
八
月
現
在
）、
そ
の
約
七
割
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
す
。

人
口
の
約
六
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
カ
ザ
フ
人
の
ほ
か
、
ウ
ズ

ベ
ク
人
、
タ
タ
ー
ル
人
、
ウ
イ
グ
ル
人
な
ど
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒

に
含
ま
れ
ま
す
。
カ
ザ
フ
人
に
次
い
で
多
い
ロ
シ
ア
人
は
、
人
口

の
約
二
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
お
り
、
主
に
ロ
シ
ア
正
教
徒
で

図1　中央アジアのカザフスタン
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す
［Q

azaqstan	Respublikasï	ŭlttïq	ekonom
ika	m

inisterlígí	Statistika	kom
itetí	2015,	

カ
ザ
フ
ス
タ

ン
共
和
国
経
済
省
統
計
委
員
会
Ｈ
Ｐ
］。
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
イ
ス
ラ
ー
ム
に
次
い
で
ロ
シ
ア
正
教
が
大
き
な
宗
教

勢
力
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
表
立
っ
た
対
立
は
起
き
て
お
ら
ず
、
宗
教

間
の
共
存
が
図
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

世
界
的
に
見
る
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
割
合
が
高
い
国
の
な
か
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
重
視
し
た
国
づ

く
り
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
一
方
、
世
俗
国
家
で
す
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
会
議
機
構
に
は
参
加

し
て
い
る
国
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
は
後
者
に
含
ま
れ
ま
す
。
一
日
五
回
の
礼
拝
や
断
食
を
し

て
い
る
人
の
割
合
は
低
く
、
日
々
の
暮
ら
し
も
か
な
り
世
俗
的
で
す
。
法
律
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
は
、
イ

ス
ラ
ー
ム
法
で
は
な
く
、
世
俗
的
な
法
律
の
み
で
す
。
例
え
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
で
は
一
夫
多
妻
が
条
件

付
で
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
国
の
法
律
と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、

教
義
に
則
っ
た
金
融
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
銀
行
が
近
代
に
な
っ
て
考
案
さ
れ
ま
し
た
が
、
カ
ザ
フ

ス
タ
ン
で
は
世
俗
的
な
銀
行
が
機
能
し
て
い
ま
す
。
貧
困
な
ど
が
原
因
と
な
っ
て
Ｉ
Ｓ
に
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ
る

人
た
ち
が
い
る
こ
と
が
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
も
問
題
に
な
り
ま
し
た
が
、
お
お
む
ね
イ
ス
ラ
ー
ム
は
ゆ
る
や
か
な

か
た
ち
で
実
践
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
は
、
一
見
す
る
と
世
俗
的
な
生
活
が
営
ま
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
よ
く
見
て
い
く
と
イ
ス

ラ
ー
ム
的
な
価
値
観
が
生
活
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
お
り
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
喜
捨
は
、
実
は
か
な
り
頻
繁

に
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
以
下
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
義
の
基
本
に
つ
い
て
述
べ
た
う
え
で
、
カ
ザ
フ
ス
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タ
ン
を
中
心
に
ほ
か
の
地
域
に
も
ふ
れ
つ
つ
、
喜
捨
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
義
に
お
け
る
喜
捨

六
信
五
行

　

イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
「
帰
依
」
を
意
味
し
、
唯
一
神
で
あ
る
ア
ッ
ラ
ー
に
絶
対
帰
依
す
る
こ
と

を
指
し
て
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
、「
帰
依
す
る
者
」
と
い
う
意
味
で
ム
ス
リ
ム
と
呼
ば
れ
ま
す
［
小
杉	

1994

：
九
～
一
〇
］。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
と
っ
て
重
要
な
の
が「
六
信
五
行
」で
、「
六
信
」と
は
信
仰
箇
条
、「
五

行
」（
あ
る
い
は
五
柱
）
は
信
仰
行
為
を
指
し
ま
す
［
小
杉	1994

：
七
二
～
七
七
、八
一
～
八
三；

東
長	1996

：

六
～
二
五
］。

　

ま
ず
、「
六
信
」
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
そ
の
実
在
を
信
ず
る
べ
き
と
さ
れ
る
、
次
の
六
つ
の
対
象
で
す
。

第
一
は
、
唯
一
絶
対
神
で
あ
る
「
ア
ッ
ラ
ー
」
で
す
。
第
二
は
、
霊
的
な
存
在
と
し
て
の
「
天
使
」
で
す
。
大

天
使
ジ
ブ
リ
ー
ル
（
ガ
ブ
リ
エ
ル
）
は
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
（
マ
ホ
メ
ッ
ト
）
に
ア
ッ
ラ
ー
の
啓
示
を
伝
え

た
と
さ
れ
ま
す
。

　

第
三
は
、
啓
典
で
す
。
啓
典
と
は
、
神
か
ら
下
さ
れ
た
啓
示
が
記
さ
れ
た
書
物
で
す
。
主
に
『
ク
ル
ア
ー
ン

（
コ
ー
ラ
ン
）』
を
指
し
ま
す
が
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
律
法
や
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
も
含
み
ま
す
。
こ
の
た
め
、
ユ
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ダ
ヤ
教
徒
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
「
啓
典
の
民
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
ク
ル
ア
ー
ン
以
外
の
啓
典
に

は
誤
謬
（
間
違
い
）
が
含
ま
れ
て
い
た
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
考
え
て
お
り
、
神
か
ら
下
さ
れ
た
啓
典
の
な
か

で
ク
ル
ア
ー
ン
が
完
全
無
比
で
、
神
か
ら
の
最
後
の
啓
示
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
ま
す
。

　

六
信
の
四
番
目
は
「
預
言
者
」
で
す
。
預
言
者
と
は
、
神
の
言
葉
を
預
か
っ
た
人
物
を
指
し
、
神
の
「
使
徒
」

と
も
言
わ
れ
ま
す
。
ア
ダ
ム
、
ノ
ア
、
モ
ー
セ
、
ダ
ビ
デ
、
イ
エ
ス
な
ど
も
預
言
者
に
含
ま
れ
ま
す
が
、
最
後

に
完
璧
な
か
た
ち
で
神
の
言
葉
で
あ
る
ク
ル
ア
ー
ン
を
人
々
に
伝
え
た
の
が
、
ム
ハ
ン
マ
ド
だ
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
啓
示
を
受
け
る
人
間
と
し
て
選
ば
れ
た
ム
ハ
ン
マ
ド
は
、
す
べ
て
の
ム
ス
リ
ム
の
模

範
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
五
は
、「
来
世
」
で
す
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
が
親
し
ん
で
い
る
仏
教
に
お
け
る
来
世
と
は
異
な
り
ま
す
。
イ

ス
ラ
ー
ム
に
は
、
仏
教
の
よ
う
な
輪
廻
転
生
の
考
え
方
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
来
世
は
、「
最

後
の
審
判
」
の
後
に
来
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
最
後
の
審
判
で
、
人
は
来
世
に
楽
園
に
行
け
る
か
火
獄
に
行
く

か
が
決
ま
り
ま
す
。
現
世
は
か
り
そ
め
の
生
で
、
来
世
の
生
こ
そ
が
永
遠
の
生
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
喜
捨
と
い
う
行
為
を
考
え
る
上
で
も
大
事
な
点
な
の
で
、
本
稿
の
最
後
に
も
う
一
度
取
り
上
げ

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

六
信
の
最
後
は
、「
定
命
」
で
す
。
こ
れ
は
、「
神
の
予
定
」
と
も
呼
ば
れ
、
ア
ッ
ラ
ー
は
こ
の
世
に
起
こ
る

す
べ
て
の
こ
と
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
が
自

分
の
行
動
の
責
任
か
ら
ま
ぬ
が
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
罪
を
犯
し
た
場
合
に
は
そ
の
報
い
を
最
後
の
審
判
の
際
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に
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
以
上
述
べ
て
き
ま

し
た
、
ア
ッ
ラ
ー
、
天
使
、
啓
典
、
預
言
者
、
来

世
、
定
命
の
六
つ
を
信
じ
る
こ
と
が
、
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
に
と
っ
て
大
切
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
信
仰
は
具
体
的
な
行
為
で
表
さ
な

け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
五
つ
の
基

本
的
な
信
仰
行
為
が
、「
五
行
」
と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
第
一
は
「
信
仰
告
白
」
で
す
。
具
体

的
に
は
「
ア
ッ
ラ
ー
の
ほ
か
に
神
は
な
し
。
ム
ハ

ン
マ
ド
は
神
の
使
徒
で
あ
る
」
と
言
う
こ
と
を
指

し
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
を
言
う
こ
と
で
、
人
は

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
な
っ
た
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

　

第
二
は
、「
礼
拝
」
で
す
。
一
日
五
回
、
暁
、

正
午
過
ぎ
、
午
後
、
日
没
後
、
夜
に
お
こ
な
う
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
必
ず
体
を
清
め
て
か
ら
、

メ
ッ
カ
の
方
角
に
向
か
っ
て
礼
拝
し
ま
す
。
礼
拝

の
手
順
や
唱
え
る
言
葉
な
ど
は
、
細
か
く
定
め
ら

写真1　モスクでの金曜礼拝（カザフスタン、パヴロダル州、2013年）
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れ
て
い
ま
す
。
ふ
だ
ん
は
各
自
が
家
や
職
場
な
ど
で
礼
拝
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
金
曜
日
に
は
モ
ス
ク
で

集
団
礼
拝
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
（
写
真
１
）。

　

五
行
の
第
三
は
、「
定
め
の
喜
捨
」
で
あ
る
ザ
カ
ー
ト
で
す
。
喜
捨
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
と
っ
て
、
礼
拝

や
断
食
な
ど
と
並
ぶ
重
要
な
信
仰
行
為
の
ひ
と
つ
で
す
。
喜
捨
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
主
題
で
す
の
で
次
節
で

詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
先
に
五
行
の
第
四
、
第
五
の
項
目
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

第
四
は
、「
断
食
」
で
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
暦
九
月
は
ラ
マ
ダ
ー
ン
（
断
食
月
）
と
呼
ば
れ
、
日
の
出
か
ら
日

没
ま
で
成
人
は
飲
食
せ
ず
断
食
し
ま
す
。
断
食
と
い
う
と
何
も
食
べ
な
い
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
日
没
後
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
た
ち
が
互
い
の
家
を
訪
問
す
る
な
ど
し
て
盛
大
に
食
事
を
し
ま
す
。

ま
た
、
断
食
月
の
夜
に
は
タ
ラ
ウ
ィ
ー
フ
礼
拝
と
い
う
特
別
な
礼
拝
が
任
意
で
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。
断
食
月
の

一
ヶ
月
間
、
欲
望
を
統
御
し
て
心
身
を
汚
れ
の
な
い
状
態
に
保
つ
べ
き
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
暦
は

太
陰
暦
で
一
ヶ
月
は
二
九
日
な
い
し
三
〇
日
な
の
で
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
よ
り
も
一
年
が
一
一
日
程
度
短
く
、
季

節
の
移
り
変
わ
り
と
年
々
少
し
ず
つ
ず
れ
て
い
き
ま
す
。
季
節
の
変
化
が
激
し
い
地
域
で
は
、
断
食
月
が
夏
に

あ
た
る
と
ひ
と
き
わ
困
難
で
、
冬
に
は
断
食
す
る
時
間
も
短
く
な
る
の
で
や
や
楽
に
な
り
ま
す
。
ラ
マ
ダ
ー
ン

が
終
わ
る
と
、
翌
月
初
め
に
断
食
明
け
の
祭
り
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

　

第
五
は
「
巡
礼
」
で
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
、
健
康
で
経
済
的
に
余
裕
が
あ
れ
ば
一
生
に
一
度
は
メ
ッ
カ

に
巡
礼
す
る
義
務
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
毎
年
、
イ
ス
ラ
ー
ム
暦
一
二
月
八
～
一
〇
日
に
、
世
界
各
地
か

ら
メ
ッ
カ
に
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
巡
礼
の
た
め
に
訪
れ
ま
す
。
一
二
月
一
〇
～
一
三
日
は
犠
牲
祭
の
期
間
で
あ
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り
、
メ
ッ
カ
だ
け
で
な
く
世
界
各
地
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
よ
っ
て
犠
牲
獣
と
し
て
ヒ
ツ
ジ
な
ど
が
屠
ら
れ

て
共
食
さ
れ
ま
す
。

　

五
行
の
う
ち
巡
礼
は
、
身
体
が
健
康
で
、
富
を
蓄
え
て
メ
ッ
カ
ま
で
の
旅
費
を
自
分
で
ま
か
な
え
る
人
が
行

け
ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
信
仰
告
白
、
礼
拝
、
断
食
、
喜
捨
（
ザ
カ
ー
ト
）
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で

あ
れ
ば
必
ず
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
務
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ザ
カ
ー
ト
と
サ
ダ
カ

　

喜
捨
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
詳
し
く
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ク
ル
ア
ー
ン
第
六
四
章
一
五
～
一
六

節
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
語
り
か
け
る
か
た
ち
で
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
ア
ッ
ラ
ー
の
お
手
元
に
こ
そ
（
本
当
の
）
大
き
な
報
い
は
あ
る
も
の
。
さ
れ
ば
お
前
た
ち
、
力
の
限
り
を

つ
く
し
て
ア
ッ
ラ
ー
を
懼
れ
ま
つ
れ
。
よ
く
聴
き
、
よ
く
従
い
、
よ
く
喜
捨
を
出
せ
。
そ
れ
で
こ
そ
身
の

た
め
を
は
か
れ
る
と
い
う
も
の
。
己
（
お
の
）
が
心
の
貪
欲
に
ど
こ
ま
で
も
う
ち
克
っ
て
こ
そ
、
栄
達
の

道
に
行
け
る
と
い
う
も
の
」［
井
筒
訳	2004

：
二
〇
五
］。

　

こ
の
よ
う
に
、
喜
捨
す
る
こ
と
で
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
罪
を
赦
さ
れ
て
、
来
世
で
楽
園
に
行
け
る
こ
と
が
約
束
さ

れ
る
と
、
ク
ル
ア
ー
ン
で
は
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
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喜
捨
に
は
、「
ザ
カ
ー
ト
」
と
「
サ
ダ
カ
」
が
あ
り
ま
す
。
ザ
カ
ー
ト
の
原
義
は
「
浄
化
」「
増
加
」
で
、
宗

教
的
な
罪
を
浄
化
し
て
、
来
世
で
の
報
酬
を
増
加
さ
せ
る
目
的
で
お
こ
な
わ
れ
ま
す
［
森	2002a

］。
ザ
カ
ー
ト

は
「
義
務
」
で
あ
る
た
め
「
定
め
の
喜
捨
」
と
も
訳
さ
れ
ま
す
。
一
年
間
所
有
し
た
財
産
に
対
し
て
一
定
率
の

ザ
カ
ー
ト
の
支
払
い
が
課
せ
ら
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
れ
ば
必
ず
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
ザ
カ
ー
ト
の
対
象
と
な
る
財
産
は
、
農
産
物
・
金
銀
・
商
品
・
家
畜
な
ど
で
す
。
農
産
物
で
あ
れ
ば
収

穫
物
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
た
だ
し
、
灌
漑
施
設
を
必
要
と
す
る
場
合
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
）、
金
銀
や
商
品
に
つ

い
て
は
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
喜
捨
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
家
畜
は
、
ウ
シ
を
三
〇
頭
飼
っ
て
い
る
の
で

あ
れ
ば
そ
の
う
ち
一
頭
を
、
ヒ
ツ
ジ
で
し
た
ら
四
〇
頭
に
つ
き
一
頭
を
、
ザ
カ
ー
ト
と
し
て
喜
捨
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
ザ
カ
ー
ト
は
断
食
月
に
集
め
ら
れ
る
場
合
が
多
い
の
で
す
が
、
断
食
月
明
け
に
は
、
財
産
の
多

寡
に
か
か
わ
ら
ず
一
人
一
定
の
額
を
喜
捨
す
る
「
ザ
カ
ー
ト
・
ア
ル=

フ
ィ
ト
ル
」（
断
食
月
明
け
の
喜
捨
）
と

い
う
、
特
別
な
ザ
カ
ー
ト
も
あ
り
ま
す
［Zysow

	2002:406-422

］。

　

ザ
カ
ー
ト
は
、
財
産
の
偏
在
を
正
す
と
い
う
理
念
の
も
と
で
行
わ
れ
［A

l-Sheikh	and	Stew
art	2009:33

］、

受
給
対
象
も
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
貧
者
・
困
窮
者
、
ザ
カ
ー
ト
管
理
人
（
ザ
カ
ー
ト
を
集
め
て
管
理

す
る
人
）、イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
改
宗
者
、奴
隷
解
放
の
た
め
、負
債
者
、ア
ッ
ラ
ー
の
道
の
た
め
に
努
力
す
る
者
（
戦

士
な
ど
）
な
ど
が
、
ザ
カ
ー
ト
を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
旅
行
中
は
困
難
な
状
況
に
あ
る
場
合

が
多
い
の
で
、旅
行
者
に
対
し
て
も
ザ
カ
ー
ト
を
使
う
と
い
う
規
定
が
あ
り
ま
す
［
森	2002a

］。
こ
の
よ
う
に
、

ザ
カ
ー
ト
は
、
少
な
く
と
も
理
念
的
に
は
必
ず
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
困
難
な
状
況
に
あ
る
者
に
対
し
て
使
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う
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、「
サ
ダ
カ
」
は
義
務
で
は
な

く
任
意
の
喜
捨
で
す
（
写
真
２
）。
ザ
カ
ー
ト
の

よ
う
に
き
っ
ち
り
し
た
取
り
決
め
は
な
く
、
金

銭
や
モ
ノ
の
喜
捨
の
み
な
ら
ず
、
慈
善
行
為
を

含
ん
で
い
ま
す
。
サ
ダ
カ
と
見
な
さ
れ
る
慈
善

行
為
は
、
他
人
を
助
け
る
た
め
に
時
間
を
割
く

こ
と
や
助
力
を
惜
し
ま
な
い
こ
と
、
親
切
な
言

葉
を
か
け
る
こ
と
、
病
人
の
お
見
舞
い
を
す
る

こ
と
、
知
人
の
葬
儀
へ
参
列
す
る
こ
と
、
遺
族

へ
慰
め
を
す
る
な
ど
、
非
常
に
広
い
内
容
を
含

み
ま
す
。
旅
人
の
た
め
に
食
事
を
提
供
す
る
こ

と
も
、
サ
ダ
カ
に
当
た
り
ま
す
。
サ
ダ
カ
の
受

給
対
象
者
も
か
な
り
広
く
、
ま
ず
自
分
の
家
族
、

扶
養
者
、
次
い
で
親
族
、
貧
者
、
困
窮
者
、
寡

婦
、
孤
児
、
債
務
者
、
旅
行
者
、
イ
ス
ラ
ー
ム

布
教
者
、
救
助
を
必
要
と
す
る
一
般
の
人
々
な

写真2　モスクで喜捨する男性（左端）（カザフスタン、パヴロダル州、2013年）
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ど
で
す
。
犯
罪
者
お
よ
び
多
神
教
徒
や
敵
対
者
に
対
し
て
も
、
サ
ダ
カ
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
［W

eir	and	
Zysow

	1995:708-716,	

森	2002b

］。
サ
ダ
カ
は
「
特
殊
の
贈
与
」
の
ひ
と
つ
と
み
な
さ
れ
、「
何
ら
か
の
意
味

で
利
他
的
な
目
的
に
充
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
［
柳
橋	2012

：
六
〇
五
］。

　

ザ
カ
ー
ト
と
サ
ダ
カ
と
い
う
二
つ
の
喜
捨
の
か
た
ち
が
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
次
節
で
は
「
喜
捨
」
が
実

際
に
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
き
ま
す
。

二　

喜
捨
の
実
践

時
代
と
地
域
に
よ
る
変
化

　

歴
史
上
、
啓
典
で
あ
る
ク
ル
ア
ー
ン
（
コ
ー
ラ
ン
）
や
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
行
録
で
あ
る
ハ
デ
ィ
ー

ス
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
慣
行
と
し
て
い
た
こ
と
（
ス
ン
ナ
）
に
基
盤
を
お
い
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
（
シ
ャ
リ
ー
ア
）

が
定
め
ら
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
生
活
を
規
定
し
て
き
ま
し
た
。
歴
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
王
朝
は
、
イ
ス
ラ
ー

ム
法
に
則
っ
た
統
治
を
お
こ
な
い
、
政
府
機
関
が
ザ
カ
ー
ト
を
徴
収
し
て
い
ま
し
た
。
ザ
カ
ー
ト
は
、
国
家
内

部
に
お
け
る
富
の
偏
在
を
正
す
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
近
代
に
入
る
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
替
わ
っ
て
世
俗
的
な
法
律
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
た
め
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
大
多
数
を
占
め
る
国
で
あ
っ
て
も
、
国
内
法
は
基
本
的
に
西
欧
に
な
ら
っ
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た
世
俗
的
な
法
律
が
施
行
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
極
端
な
ま
で
の
近
代
化
へ
の
反

発
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
の
潮
流
が
顕
著
と
な
り
、
改
め
て
シ
ャ
リ
ー
ア
に
基
づ
く
か
た
ち
で
国
内
法
を

整
備
す
る
ケ
ー
ス
も
、
少
数
な
が
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
義
に
厳
格
に
従
う
こ
と
を
主
張
す
る
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
派
の
人
た
ち
が
建
国
し
た
サ
ウ
ジ
ア
ラ

ビ
ア
で
は
、
特
に
建
国
当
初
は
ザ
カ
ー
ト
が
貴
重
な
収
入
源
で
あ
っ
た
と
言
い
ま
す
。
現
在
は
石
油
の
ほ
う
が

収
入
源
と
し
て
重
要
で
あ
る
も
の
の
、
ザ
カ
ー
ト
も
国
の
財
源
の
一
部
と
し
て
集
め
ら
れ
続
け
て
い
ま
す
。
サ

ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
は
、
一
般
に
私
た
ち
が
考
え
る
意
味
で
の
税
が
な
く
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
国
民
に
は
ザ
カ
ー

ト
の
支
払
い
だ
け
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
外
国
企
業
に
関
し
て
は
、
そ
の
限
り
で
は
あ
り
ま

せ
ん
［
福
田	2000

］。
ま
た
、
マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
で
も
、
政
府
が
ザ
カ
ー
ト
を
集
め
て
お
り
、
ザ
カ
ー
ト
を
社

会
制
度
化
す
る
動
き
も
見
ら
れ
ま
す
［
竹
野	2005

］。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
依
拠
し
な
い
世
俗
的
な
法
律
が
施
行
さ
れ
て
い
る
状
況
の
下
で
、
政
府
自
体
で
は
な
く
イ

ス
ラ
ー
ム
組
織
な
ど
が
ザ
カ
ー
ト
を
集
め
て
、
困
窮
し
て
い
る
人
や
貧
困
な
世
帯
に
分
配
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム

が
採
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
は
、「
ザ
カ
ー
ト
管
理
団
体
」
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

そ
の
な
か
に
は
、
政
府
系
の
団
体
も
あ
れ
ば
、
全
く
草
の
根
の
運
動
と
し
て
ザ
カ
ー
ト
管
理
団
体
を
立
ち
上
げ

る
人
た
ち
も
い
る
と
言
い
ま
す
［
足
立	2016

］。

　

で
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
一
九
世
紀
ま
で
、
中
央
ア
ジ
ア
に
は
複
数
の
ハ
ン
国
が

あ
り
、
ム
ス
リ
ム
君
主
が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
慣
習
法
に
従
っ
て
統
治
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
に
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は
、
中
央
ア
ジ
ア
は
旧
ソ
連
を
構
成
す
る
五
つ
の
共
和
国
と
な
り
、
社
会
主
義
の
理
念
に
基
づ
い
て
反
宗
教
宣

伝
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
ま
し
た
。
一
九
四
三
年
以
降
は
中
央
ア
ジ
ア
・
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
・
ム
ス
リ
ム
宗
務
局
と

い
う
公
的
機
関
が
設
け
ら
れ
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
限
定
的
に
認
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
モ
ス
ク
の
数
は
制
限
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
ソ
連
時
代
末
の
一
九
九
〇
年
に
な
っ
て
も
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
全
体
で
六
三
の
モ
ス
ク
し

か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
［Sultangalieva	1998:69

］。
ソ
連
政
府
は
、
貧
困
は
ソ
連
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う

立
場
で
あ
っ
た
た
め
、
貧
困
者
の
た
め
に
ザ
カ
ー
ト
を
モ
ス
ク
に
集
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
言
い
ま
す

［Privratsky	2001:89
］。一
九
九
一
年
に
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、キ
ル
ギ
ス（
ク
ル
グ
ズ
ス
タ
ン
）、

ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
の
中
央
ア
ジ
ア
五
ヵ
国
が
相
次
い
で
ソ
連
か
ら
の
独
立
を
宣
言
す
る
と
、

こ
れ
ら
の
国
々
で
は
伝
統
の
一
部
と
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
が
復
興
し
ま
し
た
。
た
だ
し
、
政
教
分
離
の
原
則
は
ソ

連
時
代
か
ら
受
け
継
が
れ
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
を
除
き
イ
ス
ラ
ー
ム
に
基
盤
を
お
く
政
党
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、

イ
ス
ラ
ー
ム
を
政
府
は
多
か
れ
少
な
か
れ
統
制
し
て
い
ま
す
。

　

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
は
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
・
ム
ス
リ
ム
宗
務
局
が
、
現
在
で
は
民
間
団
体
に
移
行
し
、
イ
ス
ラ
ー

ム
の
復
興
と
統
制
の
両
面
を
担
っ
て
い
ま
す
。
独
立
後
に
は
数
多
く
の
モ
ス
ク
が
開
設
さ
れ
、
二
〇
一
一
年
に

は
、
そ
の
数
は
二
三
〇
〇
と
な
り
ま
し
た
［
藤
本	2015
：
一
四
六
］。
こ
れ
ら
の
モ
ス
ク
で
は
、
ザ
カ
ー
ト
や

サ
ダ
カ
が
集
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ム
ス
リ
ム
宗
務
局
に
よ
っ
て
、
社
会
的
弱
者
へ
の
慈

善
を
目
的
と
し
て
、
二
〇
一
一
年
に
は
「
ザ
カ
ー
ト
基
金
」
も
設
立
さ
れ
ま
し
た
［
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
・
ム
ス
リ

ム
宗
務
局
Ｈ
Ｐ
］。
た
だ
、
社
会
主
義
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
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の
す
べ
て
が
ザ
カ
ー
ト
を
払
っ
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
し
、
ザ
カ
ー
ト
基
金
の
活
動
も
限
定

的
と
見
ら
れ
ま
す
。
ザ
カ
ー
ト
以
上
に
、
日
常
生

活
の
な
か
で
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
は
、
任

意
の
喜
捨
で
あ
る
サ
ダ
カ
で
す
［
藤
本	2016

：

一
七
一
～
一
七
五
］。

モ
ス
ク
に
集
め
ら
れ
る
喜
捨

　

実
際
に
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
ど
の
よ
う
に
喜
捨

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
、
ま
ず
モ
ス
ク
を
中
心

に
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
カ
ザ
フ

ス
タ
ン
の
首
都
は
、
一
九
九
七
年
に
ア
ル
マ
ト
ゥ

か
ら
ア
ス
タ
ナ
に
遷
都
さ
れ
ま
し
た
が
、
新
首
都

ア
ス
タ
ナ
は
非
常
に
現
代
的
な
外
観
で
、
日
本
の

建
築
家
の
故
黒
川
紀
章
氏
が
都
市
設
計
し
た
こ
と

で
も
有
名
で
す
。
二
〇
一
七
年
夏
に
は
、
ア
ス
タ

ナ
国
際
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
日
本
で
も

写真3　カザフスタンの首都アスタナの景観（2013年）

217



テ
レ
ビ
放
送
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
高
層
ビ
ル
が

建
ち
並
ん
で
い
る
市
中
心
部
に
は
、
新
し
い
モ
ス

ク
が
点
々
と
あ
っ
て
威
容
を
誇
っ
て
い
ま
す
（
写

真
３
）。

　

そ
の
ひ
と
つ
が
ハ
ズ
レ
ッ
ト
・
ス
ル
タ
ン
・
モ

ス
ク
で
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
み
な
ら
ず
中
央
ア
ジ

ア
全
体
で
最
大
規
模
の
モ
ス
ク
で
す
（
写
真
４
）。

二
〇
一
三
年
八
月
に
筆
者
が
行
っ
た
と
き
は
断
食

月
で
、「
ラ
マ
ダ
ー
ン
」と
書
か
れ
た
大
き
な
布
が
、

モ
ス
ク
の
壁
に
掛
っ
て
い
ま
し
た
（
写
真
５
）。
カ

ザ
フ
の
民
族
衣
装
を
身
に
着
け
て
、
ス
カ
ー
フ
を

か
ぶ
っ
た
年
配
の
女
性
が
ち
ょ
う
ど
モ
ス
ク
か
ら

出
て
き
た
と
こ
ろ
で
し
た
が
（
写
真
６
）、
モ
ス
ク

を
訪
れ
る
人
た
ち
の
大
部
分
は
、
シ
ャ
ツ
に
ジ
ー

ン
ズ
な
ど
私
た
ち
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
よ
う
な

服
装
で
し
た
。
こ
う
し
た
人
た
ち
の
た
め
に
、
モ

ス
ク
の
入
り
口
に
は
、
身
体
を
す
っ
ぽ
り
と
覆
う

写真4　カザフスタンの首都アスタナにあるハズレト・スルタン・モスク（2013年）
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写真5　�ハズレト・スルタン・モスクの入口脇には、断食月をしめす看板
が設置されていた（カザフスタン、アスタナ市、2013年）

写真6　�ハズレト・スルタン・モスクの出入口。カザフの民族衣装を身につけス
カーフをかぶった女性が出てきた（カザフスタン、アスタナ市、2013年）
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ガ
ウ
ン
状
の
服
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
着
て
中
に
入
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
モ
ス
ク
内
部
に
は
、

礼
拝
の
時
間
を
示
す
時
計
が
壁
に
掛
け
ら
れ
、
喜
捨
を
す
る
た
め
の
箱
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
赤

ん
坊
に
礼
拝
の
呼
び
か
け
を
し
て
名
前
を
知
ら
せ
る
命
名
儀
礼
や
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
基
づ
く
婚
姻
儀
礼
な
ど

も
、
モ
ス
ク
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

新
首
都
ア
ス
タ
ナ
は
現
代
的
で
き
ら
び
や
か
な
雰
囲
気
で
す
が
、
実
は
広
大
な
草
原
の
な
か
に
建
設
さ
れ
て

お
り
、
郊
外
へ
少
し
車
を
走
ら
せ
る
と
草
原
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
筆
者
が
約
二
年
間
滞
在
し
て
い
た
の
は
、

草
原
に
点
在
す
る
小
さ
な
村
の
ひ
と
つ
で
、
ア
ス
タ
ナ
市
か
ら
直
線
距
離
に
し
て
約
二
五
〇
キ
ロ
離
れ
て
お
り
、

途
中
の
カ
ラ
ガ
ン
ダ
市
で
バ
ス
を
乗
り
継
い
で
八
時
間
ほ
ど
か
か
り
ま
す
。
パ
ヴ
ロ
ダ
ル
州
バ
ヤ
ナ
ウ
ル
地
区

に
あ
り
、
サ
ル
セ
ン
バ
エ
フ
村
管
区
（
仮
名
）
と
い
い
ま
す
。
村
管
区
の
人
口
は
一
二
七
二
人
で
、
九
九
パ
ー

セ
ン
ト
が
カ
ザ
フ
人
で
す
（
二
〇
一
七
年
三
月
現
在
）。
こ
の
村
管
区
は
三
つ
の
村
を
含
ん
で
お
り
、
村
管
区
の

中
心
地
に
は
役
場
、
病
院
、
学
校
、
そ
し
て
モ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
モ
ス
ク
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
村
人
た
ち
の
協
力
に
よ
り
、
ソ
フ
ホ
ー
ズ
（
国
営
農
場
）
の
建
物
を
改

築
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
イ
マ
ー
ム
（
集
団
礼
拝
の
指
導
者
）
が
中
心
と
な
り
、
村
人
た
ち
か
ら

サ
ダ
カ
を
集
め
て
モ
ス
ク
内
部
が
改
装
さ
れ
ま
し
た
。
写
真
７
は
、
二
〇
一
三
年
に
訪
れ
た
と
き
の
も
の
で
す
。

亡
く
な
っ
た
人
の
た
め
に
ク
ル
ア
ー
ン
を
朗
唱
す
る
儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
る
日
で
し
た
の
で
、
女
性
た
ち
は
ス

カ
ー
フ
を
し
て
い
ま
す
。
写
真
右
側
の
二
人
の
女
性
の
う
ち
ひ
と
り
は
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
独
立
後
に
イ
ス
ラ
ー

ム
に
深
く
帰
依
す
る
よ
う
に
な
り
、
毎
日
礼
拝
を
欠
か
さ
ず
、
長
袖
で
長
い
ス
カ
ー
ト
、
頭
部
か
ら
胸
部
に
か
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け
て
ス
カ
ー
フ
で
覆
う
と
い
う
服
装
で
す
。
も
う

ひ
と
り
は
よ
り
世
俗
的
で
、
毎
日
の
礼
拝
は
し
て

お
ら
ず
、
短
め
の
ス
カ
ー
ト
に
半
袖
の
服
を
着
て

い
ま
す
。
普
段
は
ス
カ
ー
フ
を
か
ぶ
っ
て
い
な
い

の
で
す
が
、
モ
ス
ク
に
行
く
時
な
ど
に
は
ス
カ
ー

フ
を
か
ぶ
り
ま
す
。
女
性
の
服
装
に
も
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
後

者
の
よ
う
な
女
性
の
ほ
う
が
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で

は
一
般
的
で
す
。

　

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
村
で
は
、
牧
畜
が
主
な
生
業

で
す
か
ら
、
断
食
月
に
集
め
ら
れ
る
「
ザ
カ
ー
ト
」

の
こ
と
を
「
家
畜
の
喜
捨
」
と
も
呼
び
ま
す
。
つ

ま
り
、
家
畜
は
財
産
な
の
で
、
家
畜
を
多
く
所
有

し
て
い
る
人
が
払
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
が
ザ

カ
ー
ト
だ
と
、
村
の
人
た
ち
は
捉
え
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
断
食
月
明
け
に
は
、
財
産
に
か

か
わ
ら
ず
一
人
一
人
が
「
断
食
月
明
け
の
ザ
カ
ー

写真7　カザフスタン村落部のモスク（カザフスタン、パヴロダル州、2013年）
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写真9　地区中心地のモスク。喜捨によって改増築された。
（カザフスタン、パヴロダル州、2013年）

写真8　�カザフスタン村落部のモスク。喜捨によって建設された（カザフ
スタン、パヴロダル州、2017年）
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ト
」
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
の
ほ

う
は
「
人
（
魂
）
の
喜
捨
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

任
意
の
喜
捨
で
あ
る
サ
ダ
カ
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た

ち
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
サ
ル
セ
ン
バ
エ
フ
村
管
区
の

と
な
り
の
ジ
ャ
ナ
ジ
ョ
ル
村
管
区
で
は
、
二
〇
〇
八
年

に
な
っ
て
よ
う
や
く
モ
ス
ク
が
建
設
さ
れ
ま
し
た
が

（
写
真
８
）、
建
設
資
金
は
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
身
体
障
害

者
団
体
の
会
長
を
務
め
た
人
物
が
提
供
し
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
サ
ダ
カ
に
あ
た
り
ま
す
。
バ
ヤ
ナ
ウ
ル
地
区
の

モ
ス
ク
も
、
二
〇
一
三
年
に
カ
ザ
フ
人
事
業
家
の
サ
ダ

カ
に
よ
っ
て
改
増
築
さ
れ
ま
し
た（
写
真
９
）。ま
と
ま
っ

た
金
額
の
喜
捨
に
よ
っ
て
モ
ス
ク
が
新
築
さ
れ
た
り
改

増
築
さ
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

モ
ス
ク
の
な
か
に
は
、
お
金
を
喜
捨
す
る
た
め
の
箱

が
い
つ
も
置
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
喜
捨
箱
と
呼
ん

で
お
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
ジ
ャ
ナ
ジ
ョ

ル
村
管
区
の
モ
ス
ク
の
喜
捨
箱
に
は
、「
サ
ダ
カ
が

写真10　�サダカ（任意の喜捨）を入れるための箱（１）「サダカが（アッラーに）受け
入れられますように」と書かれている（カザフスタン、パヴロダル州、2017年）
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（
ア
ッ
ラ
ー
に
）
受
け
入
れ
ら
れ
ま
す
よ
う

に
」と
書
か
れ
て
い
ま
す（
写
真
10
）。
ま
た
、

サ
ル
セ
ン
バ
エ
フ
村
管
区
の
モ
ス
ク
の
喜

捨
箱
に
は
、「
サ
ダ
カ
は
あ
な
た
の
命
を
延

ば
し
、
悪
い
死
か
ら
遠
ざ
け
ま
す
。
人
知

れ
ず
喜
捨
す
る
こ
と
は
、
ア
ッ
ラ
ー
の
怒

り
を
や
わ
ら
げ
ま
す
」
と
書
か
れ
て
い
ま

し
た
（
写
真
11
）。
実
際
に
は
、
多
額
の
喜

捨
を
し
た
人
の
実
名
が
公
表
さ
れ
て
い
る

場
合
も
あ
る
の
で
す
が
、
喜
捨
し
た
こ
と

を
他
人
に
自
慢
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
死
者
の
た
め
の
儀
礼
が
行
わ
れ
る
際
に
モ
ス
ク
を
訪
れ
た
あ
る
女
性
は
、
こ
の
箱
に
コ
イ
ン
を
入

れ
て
喜
捨
し
て
い
ま
し
た
。
モ
ス
ク
内
の
喜
捨
箱
は
、
こ
う
し
た
匿
名
の
喜
捨
を
少
し
ず
つ
集
め
る
た
め
の
仕

組
み
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

　

で
は
、
モ
ス
ク
に
集
め
ら
れ
た
喜
捨
は
、
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
モ
ス
ク
自
体
が
新
築
さ

れ
た
り
改
増
築
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
よ
り
一
般
的
な
の
は
貧
困
世
帯
へ
の
分
配
で
す
。
バ
ヤ
ナ
ウ
ル

地
区
の
地
区
中
心
地
に
あ
る
モ
ス
ク
で
は
、
喜
捨
さ
れ
た
お
金
で
食
料
を
買
い
、
犠
牲
祭
の
時
期
に
貧
困
世
帯

写真11
サダカ（任意の喜捨）を入れるための箱（２）
「サダカはあなたの命を延ばし悪い死から遠ざ
けます。人知れずサダカをすることはアッラー
の怒りをやわらげます」と書かれている。（カ
ザフスタン、パヴロダル州、2013年）
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写真13　�モスクに喜捨された金銭で購入された食料。植物油、紅茶、砂糖、
米など。（カザフスタン、パヴロダル州、2013年）

写真12　�モスクに喜捨された金銭で食料品を購入し、貧困世帯に配布する
（カザフスタン、パヴロダル州、2013年）
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に
手
渡
す
た
め
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
し
て
い
ま
し
た
（
写
真
12
）。
植
物
油
、砂
糖
、紅
茶
、ピ
ラ
フ
用
の
米
な
ど
、日
々

の
食
事
に
欠
か
せ
な
い
も
の
が
何
種
類
か
入
っ
て
お
り
、
一
パ
ッ
ク
を
一
世
帯
に
持
っ
て
い
き
ま
す
（
写
真
13
）。

モ
ス
ク
の
経
理
係
を
務
め
る
男
性
に
よ
る
と
、
貧
困
世
帯
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
世
帯
の
一
覧
表
を
役
場
か

ら
も
ら
い
、
そ
れ
を
も
と
に
モ
ス
ク
か
ら
分
配
す
る
と
の
こ
と
で
し
た
。
断
食
月
に
は
ザ
カ
ー
ト
を
モ
ス
ク
に

持
っ
て
行
く
人
が
い
ま
す
し
、
先
ほ
ど
の
「
サ
ダ
カ
」
と
書
か
れ
た
喜
捨
箱
は
い
つ
お
金
を
入
れ
て
も
い
い
も

の
な
の
で
、
少
し
ず
つ
集
め
ら
れ
た
喜
捨
が
こ
の
よ
う
に
し
て
貧
困
世
帯
に
分
配
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

そ
の
一
方
で
、
モ
ス
ク
を
直
接
介
さ
な
い
喜
捨
と
し
て
、
バ
ザ
ー
ル
や
モ
ス
ク
周
辺
な
ど
の
道
端
で
物
乞
い

を
す
る
人
た
ち
に
、
サ
ダ
カ
と
し
て
小
銭
を
渡
す
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。
サ
ダ
カ
を
受
け
取
っ
た
人
は
、「
あ

な
た
の
サ
ダ
カ
が
ア
ッ
ラ
ー
に
受
け
入
れ
ら
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
言
い
、
健
康
や
長
寿
な
ど
を
願
う
言
葉
を
口

に
し
ま
す
。
ま
た
、
旅
人
が
来
た
ら
必
ず
食
事
の
も
て
な
し
を
す
る
と
い
う
し
き
た
り
が
カ
ザ
フ
に
は
あ
り
、

断
食
月
な
ど
に
旅
人
に
食
事
を
提
供
す
る
こ
と
も
サ
ダ
カ
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
親
族
関
係
や
隣
人
関
係
を
越
え

て
、
見
返
り
を
求
め
な
い
贈
与
と
し
て
喜
捨
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

死
者
儀
礼
に
お
け
る
喜
捨

　

も
う
一
つ
、
モ
ス
ク
を
介
さ
な
い
喜
捨
と
し
て
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
の
場
合
に
重
要
な
の
は
、
葬
儀
な
ど
死
者

に
関
わ
る
場
面
で
サ
ダ
カ
が
よ
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
以
下
で
は
、
葬
儀
の
様
子
を
簡
単
に
述
べ
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て
、
喜
捨
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

葬
送
礼
拝
と
埋
葬
の
仕
方
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
規
範

に
沿
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
て
、
ど
の
地
域
で
あ
っ
て
も

基
本
的
に
変
わ
り
ま
せ
ん
。
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
も
、
集

団
礼
拝
の
指
導
者
（
イ
マ
ー
ム
）
や
イ
ス
ラ
ー
ム
知
識

人
（
ム
ッ
ラ
ー
）
が
、葬
送
礼
拝
を
執
り
お
こ
な
い
ま
す
。

そ
の
後
、
死
者
は
墓
地
に
運
ば
れ
ま
す
が
、
こ
の
と
き

墓
地
に
は
男
性
の
み
が
赴
き
ま
す
。
私
は
女
性
で
す
の

で
埋
葬
に
立
ち
会
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
が
、
聞
き

取
り
に
よ
る
と
、
死
者
は
メ
ッ
カ
の
方
角
に
顔
を
向
け

て
体
の
右
側
を
下
に
し
て
埋
葬
さ
れ
ま
す
（
写
真
14
）。

　

葬
送
礼
拝
の
後
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
は
参
列
者
が
食

事
で
も
て
な
さ
れ
ま
す
。
男
性
た
ち
が
埋
葬
の
た
め
に

墓
地
に
行
っ
た
後
、
ま
ず
女
性
た
ち
が
食
事
を
し
、
長

老
女
性
が
食
後
に
ク
ル
ア
ー
ン
を
唱
え
ま
す
。
や
が
て

女
性
た
ち
が
帰
る
と
、
入
れ
替
わ
り
に
男
性
た
ち
が
墓

写真14　カザフスタンの村の墓地（カザフスタン、パヴロダル州、2003年）
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地
か
ら
戻
り
、
食
事
の
も
て
な
し
を
受
け
、
イ
マ
ー

ム
や
ム
ッ
ラ
ー
な
ど
指
導
的
立
場
に
あ
る
人
が
ク

ル
ア
ー
ン
を
朗
唱
し
ま
す
。

　

ク
ル
ア
ー
ン
は
必
ず
ア
ラ
ビ
ア
語
で
唱
え
ま
す
。

ア
ッ
ラ
ー
の
言
葉
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
下
さ
れ
、
そ

れ
を
誤
り
な
く
伝
え
る
た
め
に
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
た
め
で
す
。

男
性
は
声
に
出
し
て
唱
え
ま
す
が
、
女
性
は
声
に

出
さ
ず
唇
の
み
動
か
し
ま
す
。
ま
れ
に
、
夫
と
死

別
し
た
長
老
女
性
は
、
声
に
出
し
て
唱
え
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
育
機
関
で
専
門
に

勉
強
し
た
場
合
に
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
意
味
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
が
、
一
般
の
人
た
ち
は
音
だ
け
覚

え
て
唱
え
る
場
合
が
多
い
で
す
。
朗
唱
の
仕
方
は

地
域
に
よ
っ
て
も
や
や
異
な
り
、
ス
ン
ナ
派
の
最

高
学
峰
で
あ
る
エ
ジ
プ
ト
の
ア
ズ
ハ
ル
大
学
に
留

学
し
て
帰
っ
て
き
た
カ
ザ
フ
人
が
、「
彼
の
ク
ル

写真15　葬儀で布を喜捨する女性（カザフスタン、パヴロダル州、2003年）
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ア
ー
ン
朗
唱
は
素
晴
ら
し
い
」
と
評
価
さ
れ
た
り

し
ま
す
。
ク
ル
ア
ー
ン
を
朗
唱
し
た
人
に
は
、
死

者
の
家
族
か
ら
少
額
の
金
銭
が
サ
ダ
カ
と
し
て
わ

た
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
ク
ル
ア
ー
ン
が
唱
え
ら
れ
た
後
、
参
列

者
に
は
布
な
ど
が
サ
ダ
カ
と
し
て
配
ら
れ
ま
す
。

「
亡
く
な
っ
た
人
が
生
前
に
犯
し
た
罪
が
あ
る
と
し

た
ら
、
そ
の
罪
が
赦
さ
れ
る
よ
う
に
」
と
い
う
祈

り
を
込
め
て
、
死
者
の
家
族
や
親
族
に
あ
た
る
女

性
が
布
と
ハ
ン
カ
チ
と
硬
貨
を
配
っ
て
い
き
ま
す（
写
真
15
、16
）。
か
つ
て
は
死
者
の
服
を
配
っ
た
そ
う
で
す
が
、

現
在
は
新
し
い
上
質
の
布
に
置
き
換
わ
っ
て
い
ま
す
。
年
配
の
人
た
ち
は
、
葬
儀
の
時
に
配
る
よ
う
に
と
、
あ

ら
か
じ
め
布
な
ど
を
準
備
し
て
お
く
も
の
だ
と
言
い
ま
す
。
配
ら
れ
た
布
は
、
外
套
や
上
着
、
客
用
の
座
布
団

や
寝
具
な
ど
さ
ま
ざ
な
も
の
に
使
わ
れ
ま
す
。

　

葬
儀
の
後
、
カ
ザ
フ
の
場
合
は
、
七
日
忌
、
四
〇
日
忌
、
一
年
忌
を
必
ず
お
こ
な
い
ま
す
。
こ
れ
は
ク
ル
ア
ー

ン
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
地
域
の
習
慣
で
す
。
七
日
忌
、
四
〇
日
忌
、
一
年
忌
の
際
に
も
、
参
加

者
を
食
事
で
も
て
な
し
、
食
後
に
ク
ル
ア
ー
ン
を
朗
唱
し
ま
す
。
死
者
儀
礼
の
際
に
食
事
を
提
供
す
る
こ
と
も
、

広
い
意
味
で
サ
ダ
カ
に
含
ま
れ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
断
食
月
に
は
日
没
後
に
盛
大
に
食
事
を
し

写真16
葬儀で参列者に喜捨された布、ハンカ
チ、硬貨（硬貨はハンカチの結び目に
入っている）（カザフスタン、パヴロ
ダル州、2017年）
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て
死
者
の
た
め
に
ク
ル
ア
ー
ン
を
朗
唱
し
ま
す
。
カ

ザ
フ
ス
タ
ン
の
場
合
は
年
長
者
と
一
部
の
若
者
だ
け

が
断
食
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
断
食
し
て
い
る

人
た
ち
を
家
に
招
い
て
食
事
を
ふ
る
ま
う
こ
と
も
サ

ダ
カ
の
ひ
と
つ
の
か
た
ち
と
捉
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
聖
者
と
さ
れ
る
人
の
墓
廟
（
聖
者
廟
）

に
、
親
族
や
隣
人
を
呼
ん
で
き
て
食
事
を
ふ
る
ま
い
、

亡
く
な
っ
た
家
族
や
祖
先
の
た
め
に
ク
ル
ア
ー
ン
を

朗
唱
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
（
写
真
17
）。
こ
う
し
た

儀
礼
を
お
こ
な
う
こ
と
も
サ
ダ
カ
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

古
い
墓
地
に
墓
碑
を
新
た
に
建
設
し
て
ア
ス
と
呼

ば
れ
る
大
規
模
な
死
者
儀
礼
を
お
こ
な
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
ソ
連
時
代
初
期
ま
で
、
カ
ザ
フ
遊
牧

民
は
季
節
移
動
し
て
い
ま
し
た
が
、
ソ
連
時
代
の

一
九
二
〇
～
一
九
三
〇
に
定
住
化
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

遊
牧
し
て
い
た
時
代
に
は
冬
営
地
に
墓
地
が
も
う
け

写真17　�聖者廟で死者のためにクルアーンを朗唱して食事をふるまう
（カザフスタン、南カザフスタン州、1999年）
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ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
定
住
化
前
の
祖
先
の
墓
は
現
在
の
村
か
ら
数
キ
ロ
以
上
離
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
墓

地
は
ソ
連
時
代
に
は
あ
ま
り
手
入
れ
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
土
葬
後
に
積
ま
れ
た
石
が
、
す
っ
か
り
崩
れ
落
ち

た
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
墓
地
が
荒
れ
る
こ
と
は
よ
く
な
い
と
考
え
ら
れ
て

い
る
た
め
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
墓
碑
を
建
て
て
ク
ル
ア
ー
ン
を
朗
唱
す
る
儀
礼
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ア
ッ
ラ
ー
を
唯
一
神
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
義
で
は
、
大
規
模
な
墓
を
つ
く
る
こ
と
は
祖
先
信
仰
に
つ
な

が
っ
て
し
ま
う
の
で
よ
く
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
義
に
厳

格
に
従
う
こ
と
を
主
張
す
る
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
派
の
人
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
建
国
し
た
国
で
、
墓
地
に
は
点
々
と

石
が
置
か
れ
て
い
る
の
み
で
す
［
大
塚	1989

：
七
一
～
七
五
］。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
エ
ジ
プ
ト
の
よ
う

に
土
や
日
干
レ
ン
ガ
造
り
の
お
墓
を
建
て
墓
参
す
る
地
域
も
あ
り
ま
す
［
大
塚	1989

：
七
五
～
七
八
］。

　

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
村
落
部
で
は
、
土
葬
し
た
後
に
墓
碑
を
建
て
、
周
り
を
石
積
み
の
壁
な
ど
で
囲
み
、
墓
参
も

し
ま
す
。
特
に
、
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
の
祖
先
の
墓
地
に
改
め
て
墓
碑
を
建
て
た
際
な
ど
に
は
、
多
く
の
人
々

が
集
っ
て
、
前
述
の
ア
ス
と
い
う
儀
礼
を
お
こ
な
い
ま
す
［
藤
本	2016

］。
ま
ず
、
古
い
墓
地
で
ク
ル
ア
ー
ン

を
朗
唱
し
た
後
に
、
死
者
（
祖
先
）
の
名
前
を
列
挙
し
て
、
彼
ら
の
た
め
に
ク
ル
ア
ー
ン
を
朗
唱
し
た
こ
と
を

述
べ
、「
死
者
に
寛
恕
を
、
生
者
に
恩
寵
を
与
え
た
ま
え
」
と
祈
り
ま
す
（
写
真
18
）。
そ
の
後
、
儀
礼
の
た
め

に
張
ら
れ
た
天
幕
の
な
か
で
食
事
を
し
ま
す
（
写
真
19
）。
こ
の
食
事
の
た
め
に
、
特
別
に
ウ
マ
や
ヒ
ツ
ジ
が
屠

ら
れ
、
揚
げ
パ
ン
が
作
ら
れ
ま
す
。
食
事
の
後
に
は
、
再
び
ク
ル
ア
ー
ン
が
朗
唱
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
は
、
草
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写真19　�大規模な死者儀礼で共食する人々。食後にクルアーンが朗唱され
た（カザフスタン、パヴロダル州、2003年）。

写真18　大規模な死者儀礼で、祖先の墓地で祈る人々
　　（カザフスタン、パヴロダル州、2003年）
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原
で
馬
上
競
技
や
競
馬
を
し
ま
す
（
写
真
20
）。
墓
碑

建
設
を
記
念
す
る
馬
上
競
技
や
競
馬
の
賞
品
と
し
て
、

テ
レ
ビ
、
ビ
デ
オ
、
絨
毯
、
現
金
な
ど
が
一
等
か
ら

三
等
ま
で
の
人
に
贈
ら
れ
ま
す
（
写
真
21
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
死
者
に
関
わ
る
儀
礼
の
際
に
、
ク

ル
ア
ー
ン
を
朗
唱
し
て
、
モ
ノ
や
金
銭
を
喜
捨
し
た

り
食
事
を
ふ
る
ま
っ
た
り
し
ま
す
。
ク
ル
ア
ー
ン
に

は
、
死
者
の
た
め
に
儀
礼
を
し
て
喜
捨
を
せ
よ
と
書

か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ス
ラ
ー
ム

の
あ
り
方
に
も
実
は
地
域
的
な
多
様
性
が
あ
り
、
カ

ザ
フ
ス
タ
ン
の
場
合
は
死
者
儀
礼
の
と
き
に
よ
く
喜

捨
（
サ
ダ
カ
）
を
す
る
こ
と
が
特
徴
で
す
。

　

先
ほ
ど
、
親
族
が
集
ま
っ
て
墓
碑
を
建
設
す
る
と

述
べ
ま
し
た
が
、
親
族
の
な
か
で
も
貧
富
の
格
差
が

あ
り
ま
す
の
で
、
富
を
持
っ
て
い
る
人
が
多
く
の
お

金
を
提
供
し
、
貧
し
い
人
は
労
働
力
を
提
供
す
る
と

い
う
か
た
ち
で
儀
礼
を
お
こ
な
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

写真20　�大規模な死者儀礼に伴っておこなわれた馬上競技の様子（カザフ
スタン、パヴロダル州、2003年）。

233



親
族
の
み
な
ら
ず
隣
人
も
招
待
し
て
共
に
祝
い
ま
す
。

多
く
の
収
入
の
あ
る
人
だ
け
が
お
金
を
独
り
占
め
せ

ず
、儀
礼
を
お
こ
な
っ
て
喜
捨
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

社
会
に
富
を
分
配
し
て
い
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。

三　

喜
捨
の
意
味
論

ア
ッ
ラ
ー
か
ら
受
け
と
る
報
酬

　

そ
れ
で
は
、
喜
捨
と
い
う
行
為
を
支
え
て
い
る
意
味

の
枠
組
み
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
イ
ス

ラ
ー
ム
は
、
垂
直
軸
と
水
平
軸
と
い
う
言
葉
で
説
明
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
、
垂
直
軸
は
神
と
人
間
と
の
あ
い
だ

の
関
係
、
水
平
軸
は
信
仰
を
共
に
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教

徒
ど
う
し
の
関
係
（
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
）
を
指
し
ま

す
。
喜
捨
に
関
し
て
、ま
ず
垂
直
軸
か
ら
見
て
い
く
と
、

写真21　�大規模な死者儀礼で、競馬や馬上競技の賞品としてテレビ、ビデオ、絨毯など
が渡される。これも任意の喜捨の一種（カザフスタン、パヴロダル州、2003年）。
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人
が
財
産
を
所
有
す
る
の
は
ア
ッ
ラ
ー
が
そ
れ
を
許
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
ず
、
財
産
の
一
部
を
信
仰
の
証

と
し
て
差
し
出
す
よ
う
求
め
る
こ
と
は
ア
ッ
ラ
ー
の
権
利
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
イ

ス
ラ
ー
ム
教
徒
ど
う
し
の
関
係
と
い
う
水
平
軸
で
は
、
喜
捨
は
人
か
ら
人
に
渡
さ
れ
、
困
窮
し
て
い
る
者
な
ど

を
助
け
る
目
的
を
も
っ
て
い
ま
す
［
小
杉	1994

：
七
四
］。

　

喜
捨
を
受
け
取
っ
た
相
手
か
ら
は
お
返
し
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
善
行
へ
の
報
酬
を
受
け
と
る

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
ま
す
。
ク
ル
ア
ー
ン
第
二
章
二
七
五
節
に
は
「
自
分
の
財
産
を
、
夜
と
な
く
昼
と
な
く
、

あ
る
時
は
そ
っ
と
隠
し
、
あ
る
時
は
堂
々
と
人
前
で
施
し
て
や
る
人
た
ち
、
そ
う
い
う
人
た
ち
は
神
様
の
み
も

と
で
（
立
派
な
）
報
酬
が
い
た
だ
け
よ
う
。
怖
ろ
し
い
目
に
逢
う
こ
と
も
、
悲
し
い
目
に
逢
う
こ
と
も
な
か
ろ

う
ぞ
」
と
あ
り
ま
す
［
井
筒	1957
：
六
七
～
六
八
］。
礼
拝
や
断
食
な
ど
の
善
行
に
対
し
て
も
ア
ッ
ラ
ー
か
ら

報
酬
が
与
え
ら
れ
る
の
で
、
ア
ッ
ラ
ー
と
人
と
の
あ
い
だ
の
関
係
は
贈
与
（
善
行
）
と
お
返
し
（
報
酬
）
と
し

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
喜
捨
は
、
受
け
手
が
ほ
か
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
だ
け
れ
ど
も
、
ア
ッ
ラ
ー
か
ら

報
酬
を
も
ら
え
る
と
い
う
、
間
接
的
な
回
路
に
な
っ
て
い
ま
す
［
大
塚	1989

：
一
二
三
～
一
二
五
］。

　

カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
は
、
モ
ノ
や
お
金
な
ど
を
誰
か
に
渡
し
た
と
き
に
、「
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
お
返
し
が
あ
り
ま
す

よ
う
に
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。「
自
分
か
ら
は
お
返
し
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
が
見
返
り
を

求
め
ず
に
提
供
し
た
も
の
に
対
し
て
は
、
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
必
ず
お
返
し
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
」
と
い
う
意
味
で

す
。
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
の
お
返
し
は
、
人
か
ら
の
お
返
し
よ
り
も
ず
っ
と
価
値
が
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
ザ
カ
ー
ト

も
サ
ダ
カ
も
、
ま
さ
に
こ
の
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
の
お
返
し
を
求
め
て
な
さ
れ
ま
す
。
図
２
の
よ
う
に
、
①
喜
捨
す
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る
こ
と
に
よ
り
、
②
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
報
酬
を
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
共
通
し
て
見

ら
れ
る
、
喜
捨
を
め
ぐ
る
意
味
の
枠
組
み
で
す
。
喜
捨
は
、
ア
ッ
ラ
ー

の
存
在
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
返
し
が
期
待
で
き
な
い
相
手
に

対
し
て
も
贈
与
を
う
な
が
し
て
い
く
し
く
み
と
言
え
ま
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
中
央
ア
ジ
ア
の
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
は
、
死
者
の
た
め
の

儀
礼
で
任
意
の
喜
捨
（
サ
ダ
カ
）
が
頻
繁
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。
死
者
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
義
で
は
最
後
の
審
判
を
待
っ

て
い
る
存
在
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
人
た
ち
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は

基
本
的
に
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、中
央
ア
ジ
ア
の
場
合
は
、イ
ス
ラ
ー

ム
が
入
っ
て
く
る
前
か
ら
、
死
者
（
特
に
祖
先
）
を
追
悼
す
る
儀
礼
を

お
こ
な
う
と
、
死
者
の
霊
魂
が
生
き
て
い
る
者
た
ち
を
守
っ
て
く
れ
る

と
い
う
、
祖
先
信
仰
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
死
者
が
満
ち
足
り
な
け
れ
ば
、
生
者
は
豊
か
に
な
ら
な
い
」

と
い
う
こ
と
わ
ざ
を
、
カ
ザ
フ
人
は
し
ば
し
ば
口
に
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
儀
礼
を
お
こ
な
う
こ
と
で
、
死
者
の

霊
魂
は
満
足
し
て
生
者
を
守
り
、
豊
か
な
生
活
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
と
い
う
観
念
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

現
在
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
化
し
て
い
る
た
め
、「
死
者
の
霊
魂
が
守
っ
て
く
れ
る
」
と
直
接
的
に
言
う
と
、
死
者

が
生
き
て
い
る
人
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
義
に
反
し
て
し
ま
い
ま
す
。

藤本 図２，３，４ 
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アッラー 

 

②報酬 

 

      生者        生者       

          ①喜捨           

 

図２ アッラーと生者の関係（イスラーム社会に共通） 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

②報酬 

アッラー      死者（祖先） 

 

②報酬       ③守護 

 

      生者（子孫）    生者 

            ①喜捨 

 

   図３ アッラーと生者と死者の関係（カザフの場合） 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

現世                    来世（永遠の生） 

 

善行                    楽園 

           最後の審判                      

悪行→罪                  火獄 

 

  図４ イスラームにおける現世と来世 

 

図2　アッラーと生者の関係（イスラーム社会に共通）
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そ
こ
で
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
①

「
死
者
の
た
め
に
な
り
ま
す
よ
う
に
」
と
言
っ
て
ク
ル
ア
ー
ン
を

朗
唱
し
喜
捨
を
す
る
と
、②
喜
捨
を
し
た
本
人
（
生
者
）
に
ア
ッ

ラ
ー
か
ら
報
酬
が
あ
り
、
③
死
者
も
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
報
酬
を
受

け
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
喜
捨
し
た
人

は
、
④
死
者
か
ら
も
守
護
し
て
も
ら
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
（
図
３
）。
こ
こ
で
意
識
さ
れ
る
死
者
は
、
主
に
祖
先
で
す

が
、
祖
先
以
外
の
死
者
も
含
み
ま
す
。
死
者
の
た
め
に
喜
捨
す

る
と
い
う
行
為
は
、
他
の
地
域
で
も
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
は
死
者
の
霊
魂
に
関
す
る
観

念
が
非
常
に
強
い
の
が
特
徴
で
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
あ
り
方
に

は
、
実
は
こ
う
し
た
地
域
的
特
徴
も
見
ら
れ
、
教
義
の
解
釈
を

め
ぐ
っ
て
議
論
が
続
い
て
い
ま
す
。

来
世
で
の
永
遠
の
生

　

と
こ
ろ
で
、
喜
捨
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
報
酬
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
来
世
で
楽
園
に
行
く
こ
と
を
主
に
意
味
し
て
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
義
で
は
、
現
世
は
一
度
限

図3　アッラーと生者と死者の関係（カザフの場合）

藤本 図２，３，４ 
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アッラー 

 

②報酬 

 

      生者        生者       

          ①喜捨           

 

図２ アッラーと生者の関係（イスラーム社会に共通） 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

③報酬 

アッラー      死者（祖先） 

 

②報酬       ④守護 

 

      生者（子孫）    生者 

            ①喜捨 

 

   図３ アッラーと生者と死者の関係（カザフの場合） 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

現世                    来世（永遠の生） 

 

善行                    楽園 

           最後の審判                      

悪行→罪                  火獄 

 

  図４ イスラームにおける現世と来世 
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り
の
も
の
で
、
最
後
の
審
判
の
後
に
来
世
が
来
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
図

４
）。
仏
教
で
は
輪
廻
転
生
の
観
念
に
基
づ
い
て
前
世
・
現
世
・
来
世
が
あ

り
ま
す
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
は
輪
廻
転
生
の
観
念
は
な
く
現
世
と
来
世
の

み
が
存
在
し
ま
す
。
現
世
で
人
は
良
い
お
こ
な
い
を
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、

悪
い
お
こ
な
い
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
人
の
両
肩
に
は
天
使
が
一
人

ず
つ
い
て
、
一
方
の
天
使
は
善
行
を
帳
簿
に
記
録
し
、
も
う
一
方
の
天
使

は
悪
行
を
帳
簿
に
記
録
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
と
こ
ろ
の
原
罪
の
観
念
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
は
な

く
、
本
人
が
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
の
間
に
お
こ
な
っ
た
悪
行
が
罪
と

な
り
ま
す
。
悪
行
と
は
何
か
と
言
い
ま
す
と
、
殺
人
や
窃
盗
な
ど
一
般
的

に
私
た
ち
の
感
覚
で
も
罪
だ
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
だ
け
で
な
く
、
イ

ス
ラ
ー
ム
の
教
え
に
背
く
こ
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
別
の
宗
教
に
改
宗
す

る
こ
と
な
ど
の
不
信
仰
が
罪
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
日
常
的
に
食
の
禁
忌

（
タ
ブ
ー
）
を
守
っ
て
い
る
か
ど
う
か
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
と
っ
て
は

重
要
で
す
。
ク
ル
ア
ー
ン
第
二
章
一
六
八
節
で
は
、「
死
肉
、血
、豚
肉
、ア
ッ

ラ
ー
以
外
（
の
神
）
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
」
を
食
べ
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ

て
い
ま
す
［
井
筒
訳	1975
：
四
二
］。
た
だ
し
、
や
む
を
得
ず
食
べ
た
場

藤本 図２，３，４ 
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アッラー 

 

②報酬 

 

      生者        生者       

          ①喜捨           

 

図２ アッラーと生者の関係（イスラーム社会に共通） 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

②報酬 

アッラー      死者（祖先） 

 

②報酬       ③守護 

 

      生者（子孫）    生者 

            ①喜捨 

 

   図３ アッラーと生者と死者の関係（カザフの場合） 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

現世                    来世（永遠の生） 

 

善行                    楽園 

           最後の審判                      

悪行→罪                  火獄 

 

  図４ イスラームにおける現世と来世 

 

図4　イスラームにおける現世と来世
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合
は
赦
さ
れ
ま
す
。
中
央
ア
ジ
ア
で
は
、
ソ
連
時
代
の
影
響
も
あ
っ
て
、
実
は
飲
酒
す
る
人
も
少
な
く
な
い
の

で
す
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
に
従
っ
て
飲
酒
し
な
い
人
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　

善
行
と
は
、
よ
き
ム
ス
リ
ム
と
し
て
生
き
る
こ
と
、
つ
ま
り
第
一
節
で
述
べ
た
信
仰
箇
条
を
確
か
に
信
じ
、

喜
捨
を
含
む
五
つ
の
信
仰
行
為
を
す
る
こ
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
則
っ
て
生
活
す
る
こ
と
で
す
。
人
は
現
世
で

一
度
限
り
の
生
を
生
き
、
最
後
の
審
判
の
と
き
に
裁
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
悪
行
を
し
て
し
ま
っ
た
場
合

に
も
、
ア
ッ
ラ
ー
の
慈
悲
に
よ
り
罪
を
赦
さ
れ
る
よ
う
、
善
行
を
さ
ら
に
積
み
重
ね
る
努
力
を
し
ま
す
。
最
後

の
審
判
が
い
つ
あ
る
の
か
は
明
言
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
将
来
、
確
実
に
そ
の
時
は
訪
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

最
後
の
審
判
に
よ
っ
て
、
人
は
来
世
で
楽
園
に
行
く
か
、
火
獄
に
行
く
か
が
決
ま
り
ま
す
。
楽
園
は
、
泉
が

涌
い
て
川
が
流
れ
、
緑
が
あ
ふ
れ
て
果
実
が
た
わ
わ
に
実
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
ま

す
。
オ
ア
シ
ス
の
情
景
が
目
に
浮
か
び
ま
す
が
、
そ
れ
は
現
世
の
オ
ア
シ
ス
を
は
る
か
に
超
え
た
世
界
で
あ
り
、

「
敬
虔
な
信
者
に
約
束
さ
れ
た
楽
園
を
描
い
て
み
よ
う
な
ら
、
そ
こ
に
は
絶
対
に
腐
る
こ
と
の
な
い
水
を
た
た

え
た
川
が
い
く
つ
も
流
れ
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
味
の
変
わ
ら
ぬ
乳
の
河
あ
り
、
飲
め
ば
え
も
言
わ
れ
ぬ
美
酒

の
河
あ
り
、
澄
み
き
っ
た
蜜
の
河
あ
り
」
と
ク
ル
ア
ー
ン
第
四
七
章
で
描
写
さ
れ
て
い
ま
す
［
井
筒
訳	2004

：

一
二
六
］。
美
酒
と
は
、
酩
酊
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
教
え
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
来
世
の

楽
園
の
美
酒
は
「
飲
ん
で
も
頭
が
ふ
ら
つ
く
で
な
し
、
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
り
す
る
心
配
も
な
い
」（
ク
ル
ア
ー
ン
第

三
七
章
四
六
節
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
［
井
筒
訳	2004

：
三
八
］。

　

一
方
、
火
獄
で
は
、
文
字
ど
お
り
火
に
焼
か
れ
て
苦
し
む
と
さ
れ
ま
す
。「
常
（
と
こ
）
と
わ
ま
で
も
火
の
中
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に
住
み
込
ん
で
、煮
え
た
ぎ
る
熱
湯
を
飲
ま
さ
れ
、そ
れ
で
内
臓
が
ず
た
ず
た
に
裂
け
て
し
ま
う
」
と
、ク
ル
ア
ー

ン
第
四
七
章
で
描
写
さ
れ
、
楽
園
と
の
対
比
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
［
井
筒
訳	2004

：
一
二
六
］。
最
後
の
審

判
に
よ
っ
て
楽
園
に
行
け
ば
、
そ
こ
で
永
遠
の
生
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
逆
に
、
火
獄
に
行
っ
て
し
ま
う
と
、
永

遠
に
火
獄
で
苦
し
み
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
来
世
で
楽
園
に
行
け
る
よ
う
に
、
自
分
が
生
ま
れ
て
か
ら
死

ぬ
ま
で
の
間
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
し
て
の
義
務
や
推
奨
さ
れ
る
行
為
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
一
つ
と
し
て
喜
捨
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
義
務
と
さ
れ
る
こ
と
を
実
際
に
ど
れ
だ
け
お
こ
な
う
の
か
は
、
地
域
に
よ
っ
て
も
人
に

よ
っ
て
も
か
な
り
濃
淡
が
あ
り
ま
す
。
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
は
、
一
日
五
回
の
礼
拝
を
し
な
い
人
の
ほ
う
が
大
半

で
す
。
社
会
主
義
時
代
に
礼
拝
を
し
な
い
よ
う
な
社
会
の
シ
ス
テ
ム
が
つ
く
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
仕

事
を
も
っ
て
い
る
と
礼
拝
し
づ
ら
い
か
ら
で
す
。
一
日
五
回
の
礼
拝
は
で
き
な
く
と
も
、
ま
ず
は
断
食
か
ら
始

め
る
人
も
い
ま
す
。
ま
た
、
喜
捨
な
ど
の
よ
う
に
で
き
る
こ
と
を
し
て
善
行
を
増
や
し
て
い
き
ま
す
。
善
行
と

悪
行
の
ノ
ー
ト
は
死
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
ま
す
が
、
死
者
の
た
め
に
ク
ル
ア
ー
ン
を
朗
唱
し
て
喜
捨
す
る
と
、

そ
れ
は
死
者
の
善
行
と
し
て
記
録
さ
れ
続
け
、
図
３
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
生
者
も
死
者
も
ア
ッ
ラ
ー
か

ら
来
世
で
の
報
酬
を
得
ら
れ
る
と
い
う
説
明
を
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
は
し
ば
し
ば
聞
き
ま
す
。
地
域
に
よ
る
多

様
性
を
含
み
な
が
ら
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
い
て
、
喜
捨
は
来
世
で
楽
園
に
行
く
た
め
に
欠
か
せ
な
い
行

為
な
の
で
す
。
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お
わ
り
に
―
共
生
の
し
く
み

　

こ
こ
で
最
初
の
問
い
に
立
ち
返
っ
て
、
喜
捨
の
社
会
的
な
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
喜

捨
と
は
、
他
人
に
金
銭
や
モ
ノ
や
食
事
を
無
償
で
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
見
返
り
を
求
め
な
い
贈
与
で
あ
る
こ

と
が
特
徴
で
し
た
。
与
え
た
相
手
か
ら
見
返
り
は
期
待
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
ア
ッ
ラ
ー
か
ら
罪
が
赦
さ
れ
て

来
世
で
報
酬
が
得
ら
れ
る
と
い
う
説
明
に
よ
っ
て
、
見
返
り
を
期
待
で
き
な
い
相
手
に
対
し
て
も
、
ま
た
全
く

面
識
の
な
い
人
に
対
し
て
も
、
贈
与
を
促
し
て
い
く
し
く
み
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

　

こ
の
点
に
着
目
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
、
マ
ル
セ
ル
・
モ
ー
ス
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
け
る
喜
捨
は
、

宗
教
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
一
種
の
社
会
保
障
制
度
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
も
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
指
摘
し
ま
し
た
［
モ
ー
ス	2009

：
二
八
一
～
二
八
二
］。
実
際
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
基
づ
く

国
家
で
は
、
特
に
ザ
カ
ー
ト
が
富
裕
層
か
ら
貧
困
層
へ
と
富
を
分
配
し
て
い
く
役
割
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
近
代
化
と
と
も
に
政
教
分
離
が
進
み
、
現
在
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
多
い
国
で
も
、
ザ
カ
ー
ト
が
社

会
保
障
制
度
と
し
て
機
能
し
て
い
る
事
例
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
で
も
、
ソ
連
時

代
の
社
会
保
障
制
度
が
独
立
後
も
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
ザ
カ
ー
ト
よ
り
も
は
る
か
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て

い
ま
す
。

　

で
は
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
独
立
後
、
社
会
主
義
計
画
経
済
か
ら
資
本
主
義
市
場
経
済
へ
と
体
制
が
移
行
し
、
貧

富
の
差
が
拡
大
し
て
い
く
状
況
下
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
の
流
れ
を
受
け
て
喜
捨
が
改
め
て
注
目
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
本
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
地
域
社
会
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で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
喜
捨
、
特
に
日
常
的
に
広
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
サ
ダ
カ
は
、
民
営
化
後
に
一
部
の
人
々

に
偏
っ
て
し
ま
っ
た
富
を
再
分
配
す
る
機
能
を
、
多
少
な
り
と
も
果
た
し
て
い
ま
す
。
喜
捨
す
る
こ
と
は
、
地

域
社
会
の
人
々
が
共
に
生
き
て
い
く
関
係
を
確
認
す
る
上
で
も
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

喜
捨
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
内
包
さ
れ
て
い
る
共
生
の
し
く
み
で
す
。
詳
し
く
み
て
い
く
と
、
ザ
カ
ー
ト
と
サ

ダ
カ
で
は
、
想
定
さ
れ
て
い
る
共
生
の
範
囲
は
や
や
異
な
り
ま
す
。
ザ
カ
ー
ト
は
、
受
け
取
る
相
手
が
基
本
的

に
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
共
同
体
（
ウ
ン
マ
）
の
な
か
で
富
を
回
し
て

い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
あ
い
だ
で
の
社
会
的
な
連
帯
を
強
め
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
［
佐
藤	1991
］。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
節
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
サ
ダ
カ
は
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
以
外
に
対
し
て
も
な
さ
れ
ま
す
。
実
際
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
以
外
に
喜
捨
す
る
機
会
は
そ
れ
ほ
ど

多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
儀
礼
の
場
に
筆
者
が
同
席
し
て
い
る
と
、
筆
者
に
対
し
て
も
何
ら
か
の
も
の
が
サ
ダ
カ

と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
写
真
16
は
、
葬
儀
に
出
席
し
た
際
に
サ
ダ
カ
と
し
て
も
ら
っ
た
も
の
で
す
）。

ま
た
、
喜
捨
箱
に
金
銭
を
入
れ
る
と
、「
あ
な
た
の
サ
ダ
カ
が
（
ア
ッ
ラ
ー
に
）
受
け
入
れ
ら
れ
ま
す
よ
う
に
」

と
言
わ
れ
る
の
が
常
で
し
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
以
外
と
の
あ
い
だ
で
も
お
こ
な
わ
れ
う
る
サ
ダ
カ
は
、
宗
教

を
越
え
た
共
生
を
促
す
機
能
を
潜
在
的
に
も
っ
て
い
ま
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
宗
教
の
枠
を
超
え
て
考
え
て
み
る
と
、
根
本
的
に
生
物
と
し
て
の
人
は
、
孤
立
し
た
個

と
し
て
の
み
生
き
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
社
会
的
な
動
物
で
あ
り
、
利
他
的
行
為
、
よ
り
正
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確
に
は
利
他
的
に
見
え
る
行
為
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
孤
立
し
た
個
と
し
て
で
は
な
く
集
団
と
し
て
、
社
会

と
し
て
の
存
続
を
図
っ
て
き
た
歴
史
を
も
っ
て
い
ま
す
。
社
会
が
存
続
し
て
い
く
た
め
に
、
他
者
と
共
生
で
き

る
よ
う
生
み
出
さ
れ
て
き
た
し
く
み
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
そ
の
ひ
と
つ
の
例
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
喜
捨

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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