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い
。
そ
こ
で
使
用
さ
れ
る
ア
ラ
ビ
ア
語
の
ラ
タ
キ
ア
方
言
が
一
般
の

シ
リ
ア
人
観
客
を
面
白
が
ら
せ
て
い
る
ら
し
い
。
ラ
タ
キ
ア
出
身
の

政
府
高
官
が
話
す
癖
の
あ
る
ア
ラ
ビ
ア
語
を
登
場
人
物
に
話
さ
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
普
段
は
か
ら
か
う
こ
と
な
ど
許
さ
れ
な
い
お
偉
方

を
連
想
さ
せ
て
観
客
を
笑
わ
せ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
体
制
を
揶
揄
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ハ
ミ
ー
ド

監
督
の
魅
力
の
一
つ
な
の
だ
ろ
う
。

革
命
と
表
現
の
自
由
・
不
自
由

本
稿
を
執
筆
中
の
二
〇
一
二
年
一
一
月
、
第
三
五
回
カ
イ
ロ
国
際

映
画
祭
に
出
品
中
の
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ハ
ミ
ー
ド
監
督
一
〇
作
目
と
な
る

最
新
作
『
恋
人
』
が
、
映
画
祭
開
催
直
前
に
突
然
コ
ン
ペ
部
門
を
失

格
に
な
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
込
ん
で
き
た
。
監
督
の
ア
サ

ド
政
権
支
持
発
言
が
そ
の
理
由
ら
し
い
が
、
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
こ

と
が
エ
ジ
プ
ト
の
喜
劇
王
ア
ー
デ
ル
・
イ
マ
ー
ム
の
身
に
も
起
き
て

い
る
。
革
命
中
に
イ
マ
ー
ム
が
ム
バ
ー
ラ
ク
擁
護
発
言
を
し
た
こ
と

が
問
題
視
さ
れ
、
ム
バ
ー
ラ
ク
政
権
崩
壊
後
し
ば
ら
く
の
間
、
映

画
・
芸
能
界
か
ら
干
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
う
い
え
ば
、
ア
ブ

ド
ゥ
ル
ハ
ミ
ー
ド
監
督
の
新
作
が
発
表
さ
れ
る
度
に
必
ず
出
品
さ
れ

て
い
た
ド
バ
イ
国
際
映
画
祭
に
も
今
回
『
恋
人
』
は
エ
ン
ト
リ
ー
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
反
体
制
的
な
立
場
か
ら
映
画
製
作
を

続
け
て
き
た
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
系
の
監
督
た
ち
の
作
品
は
軒
並

み
上
映
機
会
が
増
え
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
れ
ま
で
冷
や
飯
を
食
ら
わ

さ
れ
て
き
た
若
手
監
督
な
ど
は
是
非
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
生
か
し
て
ほ

し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ハ
ミ
ー
ド
監
督
も
ま
た
、
婉
曲
な

や
り
方
と
は
い
え
、
で
き
る
範
囲
で
身
内
と
も
言
え
る
体
制
へ
の
批

判
的
な
ま
な
ざ
し
を
作
品
の
中
に
縫
い
込
め
て
き
た
。
監
督
が
ア
サ

ド
政
権
を
支
持
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
あ
る
い
は
作
品
が
シ
リ

ア
国
立
映
画
総
局
の
製
作
と
い
う
だ
け
で
、
今
後
上
映
機
会
を
失
っ

て
い
く
の
だ
と
し
た
ら
あ
ま
り
に
も
惜
し
い
こ
と
で
あ
る
。
映
画
の

み
な
ら
ず
、
現
在
の
シ
リ
ア
紛
争
を
め
ぐ
る
言
説
が
す
べ
て
親
体

制
・
反
体
制
と
い
う
あ
ま
り
に
単
純
な
二
分
法
に
収
斂
し
て
い
く
こ

と
に
違
和
感
を
覚
え
て
な
ら
な
い
。
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、②
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ラ
テ
ィ
ー

フ
・
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ハ
ミ
ー
ド
、
③
一
九
八
九
年
、
④
シ
リ
ア
、
⑤
ア
ラ

ビ
ア
語
、
⑥
中
近
東
映
画
祭
（
一
九
九
二
）。

著
者
紹
介

四
二
七
―
四
二
八
頁
に
掲
載
。

本
稿
で
は
、
二
〇
一
二
年
二
月
一
六
日
に
ト
ル
コ
共
和
国
を
含
む

世
界
一
四
ヶ
国
に
お
い
て
一
斉
に
公
開
さ
れ＊

1

、
そ
の
後
も
現
在
に
い

た
る
ま
で
ト
ル
コ
国
内
外
に
お
い
て
大
き
な
反
響
を
呼
ん
で
い
る
映

画
『
征
服
一
四
五
三
』
を
取
り
上
げ
、
ト
ル
コ
に
お
け
る
「
オ
ス
マ

ン
帝
国
イ
メ
ー
ジ
」
の
変
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

近
年
、
ト
ル
コ
共
和
国
に
お
け
る
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
イ
メ
ー
ジ
」

は
劇
的
に
好
転
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
日
本
の
多
く
の

人
々
に
と
っ
て
は
、
ト
ル
コ
に
お
い
て
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
対
す
る

イ
メ
ー
ジ
が
よ
く
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
自
体
が
知
ら
れ

て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
「
オ
ス
マ

ン
帝
国
イ
メ
ー
ジ
」
が
な
ぜ
形
成
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
ト

ル
コ
共
和
国
の
建
国
の
歴
史
に
遡
っ
て
説
明
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
近

年
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
原
因
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
き
た

い
。も

と
よ
り
私
自
身
は
、
歴
史
学
と
く
に
文
献
史
学
の
手
法
を
用
い

て
オ
ス
マ
ン
帝
国
史
を
研
究
し
て
い
る
人
間
で
あ
り
、
映
画
評
論
家

で
も
な
け
れ
ば
人
類
学
者
で
も
な
い
。
そ
の
た
め
ト
ル
コ
映
画
一
般

に
つ
い
て
の
知
識
は
、
あ
く
ま
で
趣
味
と
娯
楽
の
域
を
出
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

た
だ
個
人
的
に
は
、
映
画
も
含
め
て
ト
ル
コ
と
い
う
国
と
の
付
き

合
い
は
浅
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
私
が
初
め
て
ト
ル
コ
の
土
を
踏
ん

だ
の
は
、
学
部
生
時
代
に
ト
ル
コ
語
を
学
ぶ
た
め
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ル

を
訪
れ
た
約
一
七
年
前
に
遡
る
。
大
学
院
に
進
学
し
た
後
に
は
、
博

士
論
文
の
史
料
収
集
の
た
め
に
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
ま
で

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
留
学
し
、
ト
ル
コ
の
人
々
と
交
わ
り
つ
つ
生
活
す

る
機
会
を
得
た
。
ま
た
、
留
学
か
ら
帰
国
し
た
後
も
、
史
料
調
査
や

学
会
な
ど
の
た
め
に
毎
年
の
よ
う
に
ト
ル
コ
を
訪
問
し
て
き
た
。
こ

こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
自
ら
の
経
験
を
振
り
返
り
つ
つ
、
ト
ル
コ
史

上
空
前
の
大
ヒ
ッ
ト
を
記
録
し
た
映
画
の
出
現
と
、
そ
の
裏
側
に
隠

さ
れ
た
重
要
な
社
会
的
変
化
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

『征服一四五三』とトルコ
における「オスマン帝国
イメージ」の変化
澤井一彰

【トルコ】
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Ⅰ
ト
ル
コ
に
お
け
る
旧
来
の

「
オ
ス
マ
ン
帝
国
イ
メ
ー
ジ
」

オ
ス
マ
ン
帝
国
か
ら
ト
ル
コ
共
和
国
へ

映
画
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
話
を
始
め
る
前
に
、
ト
ル
コ
共
和
国

の
成
立
過
程
と
そ
の
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
イ
メ
ー
ジ
」
の
形
成
と
の
関

係
性
に
つ
い
て
、
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
一
三
〇
〇
年
前

後
に
ア
ナ
ト
リ
ア
西
北
部
に
成
立
し
て
以
降
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ

そ
れ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
三
大
陸
に
君
臨
し
、
六
二
〇
年
以
上
に
わ

た
っ
て
存
続
し
た
巨
大
な
「
多
民
族
帝
国
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
オ
ス

マ
ン
帝
国
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
敗
れ
た
後
、
一
九
二
〇
年
に
帝

国
領
の
分
割
を
企
図
し
た
セ
ー
ブ
ル
条
約
に
調
印
し
た
た
め
、
ア
ナ

ト
リ
ア
の
ト
ル
コ
系
住
民
た
ち
は
自
ら
の
居
住
地
の
多
く
を
失
う
危

機
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
危
機
に
際
し
て
、
連
合
軍
の
圧
力
に
屈
し
た
オ
ス
マ
ン
帝
国

の
打
倒
と
ト
ル
コ
人
に
よ
る
「
国
民
国
家
」
の
建
設
を
呼
び
か
け
て

ア
ン
カ
ラ
に
新
政
府
を
樹
立
し
た
の
が
、
後
に
「
国
父
（
ア
タ
テ
ュ

ル
ク
）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
ム
ス
タ
フ
ァ
・
ケ
マ
ル
で
あ
っ

た
。
ム
ス
タ
フ
ァ
・
ケ
マ
ル
を
指
導
者
と
す
る
ト
ル
コ
人
た
ち
は
祖

国
解
放
戦
争
を
戦
い
抜
き
、
一
九
二
二
年
九
月
に
は
メ
ガ
リ
・
イ
デ

ア
（
大
ギ
リ
シ
ア
主
義
）
を
掲
げ
て
ア
ナ
ト
リ
ア
に
侵
攻
し
て
き
た

ギ
リ
シ
ア
軍
の
撃
退
に
成
功
す
る
。
直
後
の
一
一
月
に
オ
ス
マ
ン
帝

国
最
後
の
君
主
で
あ
る
メ
フ
メ
ト
六
世
が
マ
ル
タ
に
亡
命
し
た
こ
と

か
ら
、
六
世
紀
も
の
間
続
い
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
実
質
的
に
滅
亡
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

翌
一
九
二
三
年
七
月
、
連
合
国
は
、
改
め
て
ア
ン
カ
ラ
政
府
と
の

間
に
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
条
約
を
締
結
し
、
そ
の
結
果
、
ア
ナ
ト
リ
ア
に
は

ト
ル
コ
人
に
よ
る
「
国
民
国
家
」
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

し
て
、
同
年
一
〇
月
二
九
日
、
ア
ン
カ
ラ
の
ト
ル
コ
大
国
民
議
会
は

共
和
制
を
宣
言
し
、
ム
ス
タ
フ
ァ
・
ケ
マ
ル
を
初
代
大
統
領
に
選
出

し
て
、
ト
ル
コ
共
和
国
が
正
式
に
建
国
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
の
で

あ
る＊

２

。
ト
ル
コ
共
和
国
に
お
け
る
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
イ
メ
ー
ジ
」

以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
に
よ
っ
て
成
立
し
た
ト
ル
コ
共
和
国

に
お
い
て
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
対
す
る
評
価
は
必
ず
し
も
高
い
も
の

と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
建
国
間
も
な
い
ト
ル
コ
共
和
国
を

称
揚
し
、
そ
の
存
在
意
義
を
高
め
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
れ
以
前
に

存
在
し
て
い
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
、
と
り
わ
け
そ
の
末
期
の
歴
史
を

断
罪
し
、
滅
亡
を
正
当
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
ム
ス
タ
フ
ァ
・
ケ
マ
ル
の
肝
入
り
に
よ
っ
て
創
設
さ

れ
た
ト
ル
コ
歴
史
協
会
を
中
心
に
、
新
生
ト
ル
コ
の
歴
史
家
た
ち
の

多
く
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
末
期
の
数
々
の
混
乱
を
自
ら
体
験
し
て
き

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
を
近
代
化
に
失
敗
し
た
「
旧
体

制
」
と
し
て
描
き
出
す
こ
と
に
な
る＊

３

。
そ
し
て
、
と
り
わ
け
共
和
国

初
期
に
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
打
倒
さ
れ
る
べ
き
イ
ス
ラ
ー
ム
的
旧

弊
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
れ
に
成
功
し
て
成
立
し
た
の
が
政
教
分
離
の

原
則
を
掲
げ
て
近
代
化
に
邁
進
す
る
ト
ル
コ
共
和
国
で
あ
る
と
い
う

理
解
と
、
そ
う
し
た
公
定
歴
史
観
に
基
づ
い
た
歴
史
叙
述
と
が
概
ね

支
配
的
と
な
っ
た＊

４

。

こ
の
よ
う
な
ト
ル
コ
共
和
国
に
お
け
る
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
イ
メ
ー

ジ
」
に
つ
い
て
は
、
ト
ル
コ
を
代
表
す
る
経
済
史
家
で
あ
る
メ
フ
メ

ト
・
ゲ
ン
チ
が
二
〇
〇
〇
年
に
出
版
し
た
著
書
『
オ
ス
マ
ン
帝
国
に

お
け
る
政
府
と
経
済
』
の
序
文
に
お
い
て
、
自
ら
の
若
き
日
の
オ
ス

マ
ン
帝
国
に
対
す
る
評
価
が
い
か
に
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
き

わ
め
て
率
直
か
つ
具
体
的
に
記
し
て
い
る
。
や
や
長
く
な
る
が
、
以

下
に
引
用
し
て
み
た
い
。

「（
オ
ス
マ
ン
帝
国
は
）
今
日
に
お
い
て
は
特
段
何
の
役
に
立
つ

わ
け
で
も
な
い
、
い
く
つ
か
の
モ
ス
ク
と
、
も
は
や
水
す
ら
流

れ
な
く
な
っ
た
泉
亭
の
他
に
は
、
取
り
立
て
て
何
も
遺
さ
な

か
っ
た
。
そ
の
芸
術
、
文
学
、
詩
は
、
旧
式
で
あ
っ
た
が
た
め

に
、
と
う
の
昔
に
捨
て
去
ら
れ
、
忘
れ
去
ら
れ
た
。
学
術
、
哲

学
、
法
、
思
想
お
よ
び
技
術
に
つ
い
て
も
、
別
段
、
特
筆
す
べ

き
も
の
は
な
い
。
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
つ
く
り
あ
げ
た
専
制
的
秩

序
、
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
ば
「
無
秩
序
」
が
終
焉
を
迎
え
た

こ
と
は
、
た
だ
バ
ル
カ
ン
半
島
の
諸
民
族
の
た
め
の
み
な
ら

ず
、
ト
ル
コ
自
ら
に
と
っ
て
も
ま
た
、
ひ
と
つ
の
救
済
だ
っ
た

の
で
あ
る
」（Genç 2000: 16

）

メ
フ
メ
ト
・
ゲ
ン
チ
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
ト
ル
コ
に
お
け
る
こ

う
し
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
イ
メ
ー
ジ
に
取
り
囲
ま
れ
な
が
ら
オ
ス
マ
ン

帝
国
史
研
究
を
志
し
た
の
で
あ
る
。

後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
ア
タ
テ
ュ
ル
ク
が
立
党
し
た
共
和
人
民
党

に
代
わ
る
民
主
党
政
権
の
一
〇
年
間
（
一
九
五
〇
～
六
〇
年
）
に
お

い
て
は
、
歴
史
認
識
を
含
め
て
、
そ
れ
ま
で
の
急
進
的
な
諸
政
策
へ

の
見
直
し
と
緩
和
が
行
わ
れ
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
対
す
る
歴
史
的
評

価
も
若
干
好
転
す
る
か
に
見
ら
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の

後
に
行
わ
れ
た
軍
部
に
よ
る
相
次
ぐ
ク
ー
デ
タ
ー
は
一
連
の
変
化
に

も
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
ト
ル
コ

国
軍
は
伝
統
的
に
、
い
わ
ゆ
る
ケ
マ
リ
ズ
ム
（
ア
タ
テ
ュ
ル
ク
主

義
）
の
守
護
者
を
自
他
と
も
に
任
じ
て
お
り
、
そ
れ
に
反
す
る
よ
う

な
政
策
は
共
和
国
の
「
国
体
」
を
揺
る
が
す
重
大
事
と
し
て
受
け
止

め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
う
し
た
「
反
動
」
は
軍
事
力
を
も
っ
て

し
て
で
も
排
除
さ
れ
、
共
和
国
の
建
国
理
念
は
固
く
守
ら
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
ト
ル
コ
共
和
国
の
建
国
か
ら
八
〇
年
以
上
を
経
過
し

て
な
お
、
ト
ル
コ
に
お
け
る
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
対
す
る
歴
史
的
評
価

は
、
建
国
当
初
の
も
の
と
基
本
的
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
変
化
す
る
こ

と
な
く
、
時
代
は
二
一
世
紀
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
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Ⅱ
公
正
発
展
党
政
権
の
誕
生

二
〇
〇
二
年
一
一
月
の
総
選
挙

筆
者
が
ト
ル
コ
に
留
学
し
た
二
〇
〇
二
年
八
月
か
ら
三
ヶ
月
足
ら

ず
の
一
一
月
三
日
、
ト
ル
コ
共
和
国
の
政
治
構
造
の
大
き
な
転
換
点

と
な
っ
た
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
総
選
挙
の
わ
ず
か

一
年
前
に
結
党
さ
れ
た
ば
か
り
の
公
正
発
展
党
が
三
四
％
の
得
票
率

で
三
六
三
議
席
を
獲
得
し
、
単
独
の
政
権
与
党
と
し
て
政
治
の
表
舞

台
に
躍
り
出
る
こ
と
と
な
っ
た＊

５

。
こ
の
公
正
発
展
党
は
、
そ
の
主
要

メ
ン
バ
ー
の
多
く
が
イ
ス
ラ
ー
ム
色
が
濃
い
と
さ
れ
、
ま
た
、「
共

和
国
の
建
国
理
念
で
あ
る
政
教
分
離
の
原
則
に
反
す
る
行
為
」
に

よ
っ
て
一
九
九
八
年
に
憲
法
裁
判
所
か
ら
解
党
命
令
が
出
さ
れ
た
福

祉
党
の
出
身
者
た
ち
で
あ
っ
た＊

６

。

し
か
し
党
首
の
レ
ジ
ェ
プ
・
タ
イ
イ
プ
・
エ
ル
ド
ア
ン
は
、
過
去

の
福
祉
党
の
失
敗
を
踏
ま
え
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
色
を
前
面
に
押
し
出

す
こ
と
は
極
力
控
え
つ
つ
、
公
正
発
展
党
は
あ
く
ま
で
「
保
守
主

義
」
と
ト
ル
コ
の
「
伝
統
」
を
重
ん
じ
る
政
党
で
あ
る
と
表
明
し

て
、
中
道
右
派
勢
力
の
結
集
に
成
功
し
た
。
当
初
は
、
建
国
以
来
の

構
造
は
何
も
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
世
評
も
一
部
で

あ
っ
た
も
の
の
、
同
党
が
政
権
を
獲
得
し
て
一
〇
年
が
経
過
し
た
現

在
か
ら
振
り
返
っ
て
見
れ
ば
、
公
正
発
展
党
政
権
の
以
前
と
以
後
で

は
、
あ
き
ら
か
に
多
く
の
事
柄
が
少
な
か
ら
ず
変
化
し
た
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
つ
が
ト
ル
コ
共
和
国
に
お
け
る
「
オ

ス
マ
ン
帝
国
イ
メ
ー
ジ
」
の
転
換
な
の
で
あ
る
。

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
陥
落
五
五
〇
周
年

（
二
〇
〇
三
年
）
の
状
況

前
述
の
よ
う
に
、
六
二
〇
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
っ
て
存
続
し
、

三
大
陸
の
広
大
な
地
域
を
支
配
し
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
歴
史
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
ト
ピ
ッ
ク
に
彩
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
「
ハ
イ
ラ
イ

ト
」
の
一
つ
は
、
一
四
五
三
年
五
月
二
九
日
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ

ポ
リ
ス
の
陥
落
で
あ
ろ
う
。

オ
ス
マ
ン
帝
国
の
時
の
君
主
メ
フ
メ
ト
二
世
は
、
難
攻
不
落
と
言

わ
れ
た
三
重
の
大
城
壁
に
護
ら
れ
、
一
〇
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て

ロ
ー
マ
と
ビ
ザ
ン
ツ
の
都
と
し
て
繁
栄
し
て
き
た
こ
の
街
を
征
服
す

る
。
一
四
五
三
年
は
英
仏
百
年
戦
争
終
結
の
年
で
も
あ
る
た
め
、
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
の
陥
落
は
ト
ル
コ
史
あ
る
い
は
オ
ス
マ
ン

史
に
お
け
る
重
要
な
出
来
事
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
世
界
史
全
体
に

お
い
て
も
し
ば
し
ば
中
世
か
ら
近
世
へ
の
転
換
点
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
ト
ル
コ
共
和
国
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
五
月
二
九
日
が

大
々
的
に
祝
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
ト
ル
コ
大
国
民

議
会
が
開
設
さ
れ
た
四
月
二
三
日
（
国
家
主
権
と
子
ど
も
の
日
）、

ア
タ
テ
ュ
ル
ク
が
救
国
戦
争
を
行
う
べ
く
黒
海
沿
岸
の
街
サ
ム
ス
ン

に
上
陸
し
た
五
月
一
九
日
（
若
者
と
ス
ポ
ー
ツ
の
日
）、
ア
ナ
ト
リ

ア
に
侵
入
し
た
ギ
リ
シ
ア
軍
と
の
決
戦
に
勝
利
し
た
八
月
三
〇
日

（
戦
勝
記
念
日
）、
あ
る
い
は
ト
ル
コ
共
和
国
の
建
国
が
宣
言
さ
れ
た

一
〇
月
二
九
日
（
共
和
国
記
念
日
）
が
そ
れ
ぞ
れ
国
家
の
祝
日
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
と
は
き
わ
め
て
対
照
的
で
あ
る＊

７

。

さ
ら
に
、
筆
者
が
留
学
中
の
二
〇
〇
三
年
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ

ポ
リ
ス
の
陥
落
か
ら
五
五
〇
周
年
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
オ
ス
マ
ン

帝
国
史
を
専
攻
す
る
筆
者
の
期
待
と
は
裏
腹
に
、
大
規
模
な
祝
賀
行

事
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
ず
、
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
の
学
術
的
行

事
も
き
わ
め
て
限
定
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た＊

８

。

し
か
し
、
こ
れ
を
遡
る
こ
と
五
〇
年
前
の
一
九
五
三
年
に
は
、
前

述
の
民
主
党
が
政
権
を
担
っ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、「
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
陥
落
五
〇
〇
周
年
」
は
そ
れ
な

り
に
祝
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
時
に
も
『
イ
ス
タ

ン
ブ
ル
の
征
服
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
映
画
が
製
作
さ
れ
た
ほ
か
、

メ
フ
メ
ト
二
世
や
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
陥
落
に
関
連
す
る
著

作
も
多
数
出
版
さ
れ
て
い
る＊

9

。
こ
の
こ
と
は
、
民
主
党
の
創
設
者
の

一
人
で
あ
り
、
当
時
は
外
務
大
臣
で
も
あ
っ
た
フ
ア
ト
・
キ
ョ
プ

リ
ュ
リ
ュ
が
歴
史
家
で
あ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る＊

10

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
陥
落
の
五
五
〇

周
年
に
あ
た
る
二
〇
〇
三
年
は
、
筆
者
の
個
人
的
な
期
待
を
裏
切
っ

て
、
や
や
拍
子
抜
け
の
一
年
に
終
わ
っ
た
。「
保
守
主
義
」
を
掲

げ
、「
伝
統
」
を
重
ん
じ
る
と
す
る
公
正
発
展
党
が
政
権
を
取
っ
て

か
ら
い
ま
だ
半
年
足
ら
ず
。
ト
ル
コ
共
和
国
が
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
の

「
歴
史
的
偉
業
」
を
国
家
的
に
祝
う
に
は
、
や
や
時
期
尚
早
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い＊

11

。

Ⅲ
『
征
服
一
四
五
三
』
の
制
作
と
国
内
外
の
反
応

『
征
服
一
四
五
三
』
の
先
触
れ

緩
や
か
な
変
化
の
兆
し
は
、
筆
者
が
留
学
を
終
え
て
帰
国
し
た
二

〇
〇
六
年
頃
か
ら
始
ま
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
に
は
、
元
憲
法
裁
判
所

長
官
で
国
内
の
世
俗
派
を
代
表
す
る
ア
フ
メ
ト
・
ネ
ジ
デ
ト
・
セ
ゼ

ル
大
統
領
が
任
期
満
了
に
よ
っ
て
退
任
し
た
。
セ
ゼ
ル
大
統
領
は
在

任
中
、
拒
否
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
正
発
展
党
が
提
案
・

可
決
し
た
法
案
を
何
度
も
差
し
戻
し
、
エ
ル
ド
ア
ン
首
相
に
対
峙
し

て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
セ
ゼ
ル
大
統
領
の
後
任
が
民

意
を
問
う
解
散
総
選
挙
の
末
に
公
正
発
展
党
の
副
党
首
で
あ
っ
た
ア

ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
ー
・
ギ
ュ
ル
に
決
ま
る
と
、
二
〇
〇
二
年
の
政
権
奪
取

か
ら
五
年
が
経
過
し
て
い
た
公
正
発
展
党
政
権
は
、
大
統
領
と
首
相

を
と
も
に
輩
出
す
る
与
党
と
し
て
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
。

こ
う
し
た
政
治
の
動
き
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の

頃
か
ら
ト
ル
コ
共
和
国
に
お
け
る
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
イ
メ
ー
ジ
」
の

変
化
も
顕
著
に
な
り
始
め
る
。
本
来
二
〇
〇
三
年
で
あ
る
は
ず
の
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
陥
落
五
五
〇
周
年
で
あ
る
が
、
数
年
遅
れ

の
「
五
五
〇
周
年
記
念
事
業
」
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
出
版
物
が
刊
行
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さ
れ
だ
し
た
の
も
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
は
そ
れ
ほ

ど
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
に
は
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
後
述
す
る
よ
う

な
き
わ
め
て
大
規
模
な
予
算
に
よ
っ
て
『
征
服
一
四
五
三
』
の
制
作

が
開
始
さ
れ
た
の
が
二
〇
〇
九
年
四
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

な
か
で
も
二
〇
一
一
年
一
月
に
放
送
が
開
始
さ
れ
た
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
『
壮
麗
な
る
世
紀
』
は
大
ヒ
ッ
ト
し
、
大
き
な
反
響
を
呼
ぶ
こ
と

に
な
る＊

1２

。
一
六
世
紀
に
お
い
て
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
最
盛
期
を
現
出
さ

せ
、
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
か
ら
「
壮
麗
者
ス
レ
イ
マ
ン
」
と
呼

ば
れ
た
ス
レ
イ
マ
ン
一
世
の
生
涯
を
描
い
た
こ
の
作
品
は
、
す
で
に

二
部
六
三
回
が
ト
ル
コ
を
含
む
四
二
ヶ
国
に
お
い
て
放
送
さ
れ
、
現

在
も
第
三
部
が
制
作
、
放
送
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
オ
ス
マ
ン
帝

国
を
題
材
と
し
た
歴
史
ド
ラ
マ
が
登
場
し
、
そ
れ
が
大
ヒ
ッ
ト
を
記

録
し
た
こ
と
は
、
あ
き
ら
か
に
ト
ル
コ
国
内
に
お
け
る
オ
ス
マ
ン
帝

国
イ
メ
ー
ジ
が
好
転
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で

あ
っ
た
。

『
征
服
一
四
五
三
』
の
公
開

こ
の
よ
う
な
な
か
、
二
〇
一
二
年
二
月
一
六
日
、
メ
フ
メ
ト
二
世

に
よ
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
の
征
服
を
主
題
と
す
る
映
画

『
征
服
一
四
五
三
』
が
満
を
持
し
て
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
征

服
王
の
異
名
を
も
つ
メ
フ
メ
ト
二
世
と
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ

ス
の
城
壁
の
上
に
最
初
に
オ
ス
マ
ン
軍
旗
を
打
ち
立
て
た
と
さ
れ

る
、
お
そ
ら
く
は
後
世
の
創
作
に
か
か
る
人
物
で
あ
ろ
う
ウ
ル
バ
ト

ル
・
ハ
サ
ン
を
主
人
公
に
し
た
こ
の
作
品
は
、
ト
ル
コ
映
画
史
上
空

前
の
大
ヒ
ッ
ト
を
記
録
し
た
。

公
開
前
か
ら
前
評
判
は
上
々
だ
っ
た
。
撮
影
に
要
し
た
二
四
ヶ
月

を
含
め
て
製
作
期
間
は
三
四
ヶ
月
。
ト
ル
コ
映
画
史
上
最
大
の
規
模

と
な
る
一
八
二
〇
万
ド
ル
の
予
算
を
用
い
て
一
六
〇
分
の
大
作
が
完

成
し
た
と
あ
っ
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
に
公
開
さ
れ
た
三
分

間
の
デ
モ
映
像
は
最
初
の
二
四
時
間
で
一
六
七
万
回
の
再
生
を
記
録

し
た＊

1３

。
公
開
初
日
の
二
〇
一
二
年
二
月
一
六
日
に
は
、
そ
の
日
の
う
ち
に

約
三
〇
万
人
が
鑑
賞
し
、
そ
の
数
は
一
週
間
後
に
は
早
く
も
二
四
七

万
人
を
超
え
た
。
公
開
一
〇
日
目
に
三
四
三
万
四
五
三
五
人
を
記
録

し
た
後
も
勢
い
は
止
ま
ら
ず
、
結
果
と
し
て
、
ト
ル
コ
映
画
と
し
て

は
初
め
て
観
客
動
員
数
五
〇
〇
万
人
を
突
破
し
、
最
終
的
な
総
入
場

者
数
は
六
五
六
万
五
八
五
〇
人
と
な
っ
た＊

1４

。

こ
の
映
画
は
ま
た
、
ト
ル
コ
系
移
民
と
そ
の
子
孫
た
ち
が
多
く
住

む
ド
イ
ツ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ

ス
、
ス
イ
ス
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
お
い
て
も
同
時
公
開
さ
れ
、

最
初
の
週
末
に
は
二
五
万
五
〇
〇
〇
人
以
上
の
人
々
が
鑑
賞
し
た
と

さ
れ
る＊

1５

。
最
終
的
な
興
行
収
入
は
三
二
五
八
万
ド
ル
に
達
し
、
後
に

発
売
さ
れ
た
サ
ウ
ン
ド
・
ト
ラ
ッ
ク
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
、Blu-ray

な
ど
の

販
売
収
入
も
考
慮
す
る
と
、
ト
ル
コ
に
お
け
る
映
画
ビ
ジ
ネ
ス
と
し

て
は
未
曾
有
の
大
成
功
に
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

国
内
外
に
お
け
る
反
応

上
述
の
よ
う
に
、
ト
ル
コ
国
内
外
に
お
い
て
記
録
的
な
数
の
観
客

を
動
員
し
、
莫
大
な
興
行
収
入
を
も
た
ら
し
た
『
征
服
一
四
五
三
』

で
あ
る
が
、
こ
の
映
画
に
対
す
る
反
応
は
必
ず
し
も
肯
定
的
な
も
の

ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

ま
ず
、
ト
ル
コ
国
内
に
お
い
て
試
写
会
が
開
か
れ
な
か
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
ト
ル
コ
人
の
映
画
評
論
家
の
数
人
か
ら
は
酷
評
を
受
け

た
。
ま
た
、
歴
史
的
事
件
を
主
題
と
し
た
映
画
に
は
あ
り
が
ち
な
こ

と
で
あ
る
が
、
時
代
考
証
が
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
ア
ン
カ
ラ
大

学
の
ユ
ル
マ
ズ
・
ク
ル
ト
や
マ
ル
マ
ラ
大
学
の
エ
ル
ハ
ン
・
ア
フ
ヨ

ン
ジ
ュ
を
は
じ
め
何
人
か
の
オ
ス
マ
ン
史
研
究
者
か
ら
も
厳
し
く
批

判
さ
れ
た＊

1６

。
一
方
で
、『
征
服
一
四
五
三
』
の
時
代
考
証
に
つ
い
て

の
相
談
役
を
つ
と
め
た
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
大
学
の
フ
ェ
リ
ド
ゥ
ン
・
エ

メ
ジ
ェ
ン
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
が
陥
落
し
た
五
月
二
九

日
を
大
学
名
に
掲
げ
て
新
設
さ
れ
た
「
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
五
月
二
九
日

大
学
」
の
文
学
部
長
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

『
征
服
一
四
五
三
』
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
中
東
、
中
央
ア
ジ

ア
、
さ
ら
に
は
東
南
ア
ジ
ア
に
い
た
る
多
く
の
国
々
で
上
映
さ
れ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
国
外
か
ら
の
反
応
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
あ
る

程
度
予
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
を
「
自
国

史
」
の
重
要
な
一
部
で
あ
る
と
考
え
る
ギ
リ
シ
ア
か
ら
は
も
っ
と
も

辛
辣
な
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
。
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
映
画
が
公
開
さ
れ

る
前
の
デ
モ
映
像
の
段
階
に
お
い
て
既
に
『
征
服
一
四
五
三
』
は
そ

の
名
の
通
り
ト
ル
コ
人
に
よ
る
「
征
服
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
」
で
あ
る
と

す
る
意
見
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る＊

1７

。

こ
の
他
、
ド
イ
ツ
で
は
キ
リ
ス
ト
教
系
の
団
体
に
よ
っ
て
公
開
前

か
ら
ボ
イ
コ
ッ
ト
が
呼
び
か
け
ら
れ
た
。
彼
ら
の
主
張
は
、「
ト
ル

コ
人
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
征
服
を
祝
う
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教

徒
た
ち
に
与
え
た
被
害
を
考
え
て
恥
じ
入
る
べ
き
だ
」
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た＊

1８

。
同
様
の
主
張
は
レ
バ
ノ
ン
の
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
た
ち
も

行
っ
て
お
り
、
同
地
で
は
激
し
い
抗
議
の
末
に
映
画
は
上
映
中
止
に

追
い
込
ま
れ
た＊

19

。

一
方
で
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
、
コ
ソ
ヴ
ォ
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ

ヴ
ィ
ナ
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ア
ル
バ
ニ
ア
あ
る
い
は
セ

ル
ビ
ア
と
い
っ
た
旧
オ
ス
マ
ン
帝
国
領
に
位
置
す
る
国
々
で
は
、
お

お
む
ね
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る＊

２0

。

Ⅳ
今
後
の
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
イ
メ
ー
ジ
」

以
上
の
よ
う
に
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月
の
総
選
挙
が
大
き
な
き
っ

か
け
と
な
り
、
そ
れ
か
ら
約
一
〇
年
を
経
て
今
も
継
続
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
政
治
的
、
文
化
的
変
化
の
結
果
の
一
つ
と
し
て
『
征
服
一
四
五

三
』
が
多
く
の
ト
ル
コ
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
お

そ
ら
く
間
違
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
の

『
ル
・
フ
ィ
ガ
ロ＊

２1

』、
イ
ギ
リ
ス
の
『
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン＊

２２

』
あ
る
い
は
ア

メ
リ
カ
の
『
タ
イ
ム＊

２３

』
と
い
っ
た
新
聞
、
雑
誌
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
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見
解
、
論
評
を
掲
載
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
ト
ル
コ
に
お
い
て
、
今
後
の
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
イ
メ
ー

ジ
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
ト
ル
コ
に

つ
い
て
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
と
同
様
に
、「
オ
ス
マ
ン
帝
国
イ

メ
ー
ジ
」
に
つ
い
て
も
将
来
の
展
開
を
予
想
す
る
こ
と
は
容
易
で
は

な
い
。
た
だ
、「
保
守
主
義
」
と
「
伝
統
」
の
重
視
を
掲
げ
る
エ
ル

ド
ア
ン
首
相
と
ギ
ュ
ル
大
統
領
が
率
い
る
公
正
発
展
党
政
権
が
継
続

す
る
限
り
、
お
そ
ら
く
は
好
転
し
た
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
イ
メ
ー
ジ
」

が
簡
単
に
元
に
戻
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
あ
る
い
は
次
の
ス
テ
ッ

プ
は
、
ト
ル
コ
の
義
務
教
育
で
用
い
ら
れ
て
い
る
歴
史
教
科
書
の
改

変
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
今
し
が
た
知
り
合
っ

た
ば
か
り
の
ト
ル
コ
人
か
ら
「
わ
ざ
わ
ざ
日
本
か
ら
や
っ
て
来
て
、

な
ん
で
ま
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
歴
史
な
ん
か
研
究
し
て
る
ん
だ
？
」

と
不
躾
に
言
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て
い
く
の
だ
と
思

い
た
い
。

◉
注

＊ 

１ 
http://w

w
w

.sabah.com
.tr/Ekonom

i/2012/02/18/fatih-
dunyayi-fethedecek

（
二
〇
一
三
年
一
月
一
〇
日
）。

＊ 

２ 

オ
ス
マ
ン
帝
国
の
滅
亡
と
ト
ル
コ
共
和
国
の
成
立
に
つ
い
て
は

（
新
井 

二
〇
〇
一
）
を
参
照
。

＊ 

３ 

も
ち
ろ
ん
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
期
か
ら
実
証
的
な
立
場
で
歴
史
研
究

を
行
い
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
高
い
評
価
を
勝
ち
得
て
い
る
研
究
者
も

存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
今
も
そ
の
概
説
書
が
読
み
継
が
れ
て
い

る
イ
ス
マ
イ
ル
・
ハ
ッ
ク
・
ウ
ズ
ン
チ
ャ
ル
シ
ュ
ル
や
、
後
で
言
及
す

る
フ
ア
ト
・
キ
ョ
プ
リ
ュ
リ
ュ
な
ど
は
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
小
笠
原
（
二
〇
一
〇
）
に
詳
し
い
。

＊ 

４ 

ト
ル
コ
共
和
国
に
お
け
る
公
定
歴
史
学
と
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
対
す

る
評
価
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
小
笠
原
の
二
つ
の
論
文
の
ほ
か
、
永
田

（
二
〇
〇
四
）
を
参
照
。

＊ 

５ 

ト
ル
コ
共
和
国
の
総
選
挙
に
は
「
一
〇
％
の
壁
」
が
存
在
す
る
。

こ
れ
は
、
少
数
政
党
の
乱
立
を
防
ぐ
た
め
、
得
票
率
が
全
体
の
一
〇
％

に
及
ば
な
い
政
党
お
よ
び
候
補
者
は
落
選
扱
い
と
な
る
と
い
う
選
挙
規

則
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
大
量
の
「
死
票
」
が
発
生
す
る
一
方
で
、
状

況
に
よ
っ
て
は
、
二
〇
〇
二
年
の
総
選
挙
の
よ
う
に
得
票
率
が
三
四
％

程
度
で
も
議
席
の
過
半
数
を
確
保
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

＊ 

６ 

福
祉
党
の
活
動
に
つ
い
て
は
澤
江
（
二
〇
〇
五
）
を
参
照
。

＊ 

７ 

こ
の
他
、
エ
ー
ゲ
海
沿
岸
の
街
イ
ズ
ミ
ル
に
お
い
て
は
同
市
が
ギ

リ
シ
ア
軍
に
よ
る
占
領
か
ら
解
放
さ
れ
た
九
月
九
日
も
祝
日
と
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
、
同
地
に
は
「
九
月
九
日
大
学
」
も
存
在
す
る
。

＊ 

８ 

著
者
の
記
憶
で
は
、
二
〇
〇
三
年
五
月
二
九
日
は
と
く
に
何
事
も

な
く
過
ぎ
去
っ
て
い
っ
た
。
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
お
い
て
は
、
イ
ス
タ
ン

ブ
ル
知
事
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
市
長
お
よ
び
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
を
管
轄
す
る

第
三
軍
団
副
司
令
官
と
第
五
二
装
甲
師
団
司
令
官
が
参
加
し
た
、
ご
く

簡
単
な
記
念
行
事
が
、
一
般
に
は
ほ
と
ん
ど
周
知
さ
れ
る
こ
と
な
く
行

わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
市
の
記
録
で
は
、
式
次
第
の
中

心
で
あ
る
メ
フ
メ
ト
二
世
廟
へ
の
献
花
儀
式
は
わ
ず
か
一
五
分
で
終
了

し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。http://w

w
w

.istanbul.gov.tr/?pid=139

（
二
〇
一
三
年
一
月
一
〇
日
）。

＊ 

９ 

た
だ
し
、
ト
ル
コ
政
府
に
よ
っ
て
一
九
三
〇
年
代
末
か
ら
準
備
さ

れ
て
い
た
大
規
模
な
祝
賀
行
事
そ
の
も
の
は
、
隣
国
ギ
リ
シ
ア
に
対
す

る
配
慮
に
よ
っ
て
直
前
に
な
っ
て
中
止
さ
れ
た
と
い
う
。

＊ 

10 

フ
ア
ト
・
キ
ョ
プ
リ
ュ
リ
ュ
は
、『
オ
ス
マ
ン
朝
の
建
国
』
を
執
筆

し
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
起
源
論
争
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
彼
自
身
も

ま
た
、
一
七
世
紀
以
降
、
何
人
も
の
大
宰
相
を
輩
出
し
た
名
門
キ
ョ
プ

リ
ュ
リ
ュ
家
の
一
員
で
あ
る
。

＊ 

11 

別
の
見
方
と
し
て
、
当
時
ト
ル
コ
は
Ｅ
Ｕ
へ
の
正
式
加
盟
を
目
指

し
た
交
渉
の
途
上
に
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
多
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
、
と
り
わ
け
隣
国
ギ
リ
シ
ア
を
い
た
ず
ら
に
刺
激
し
た
く
な
か
っ
た

と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
二
〇
〇
三
年
の
時
点
で
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ノ
ポ
リ
ス
陥
落
五
五
〇
周
年
が
大
規
模
に
祝
わ
れ
な
か
っ
た
一
つ

の
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

＊ 

12 

原
題M

uhteşem
 Y

üzyıl

。
す
で
に
二
億
人
以
上
の
人
々
に
よ
っ

て
視
聴
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
こ
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
、
二
〇
一
三
年
に

は
合
計
六
〇
ヶ
国
で
の
放
送
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
配
給
さ
れ

た
国
の
数
と
し
て
は
ト
ル
コ
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
と
し
て
最
大
で
あ
り
、

国
内
の
み
な
ら
ず
、
お
そ
ら
く
国
際
的
に
も
最
も
成
功
し
た
テ
レ
ビ
ド

ラ
マ
で
あ
る
と
言
え
る
。

＊ 

13 
htttp://w

w
w

.haberturk.com
/kultur-sanat/haber/703760-

fragm
ani-bile-rekor-kirdi- galerivideo

（
二
〇
一
三
年
一
月
一
一

日
）。

＊ 

14 
http://boxofficeturkiye.com

/film
/2010437/Fetih-1453.

htm

（
二
〇
一
三
年
一
月
一
一
日
）。

＊ 

15 

『
征
服
一
四
五
三
』
のfacebook

ペ
ー
ジ
に
よ
る
。http://

boxoffi
ceturkiye.com

/film
/2010437/Fetih-1453.htm

（
二
〇
一

三
年
一
月
一
一
日
）。

＊ 

16 

た
だ
し
、
ア
フ
ヨ
ン
ジ
ュ
は
前
述
の
『
壮
麗
な
る
世
紀
』
の
監
修

を
行
っ
て
お
り
、
同
作
品
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
対
し
て
も
各
方
面
か

ら
の
批
判
は
存
在
す
る
。

＊ 

17 
http://w

w
w

.sabah.com
.tr/Y

asam
/2012/01/12/

yunanistanda-fetih-1453-isyani

（
二
〇
一
三
年
一
月
一
二
日
）。

＊ 

18 
http://w

w
w

.haberturk.com
/kultur-sanat/haber/712276-

fetih-1453e-hiristiyan-boykotu-video

（
二
〇
一
三
年
一
月
一
二
日
）。

＊ 

19 
http://w

w
w

.haberturk.com
/m

edya/haber/782966-fetih-
1453-yasaklandi

（
二
〇
一
三
年
一
月
一
二
日
）。

＊ 

20 
http://gundem

.m
illiyet.com

.tr/-fetih-1453-e-balkan-
ulkelerinden-yogun-talep/gundem

/gundem
detay/13.01.2012/ 

1488633/default.htm

（
二
〇
一
三
年
一
月
一
二
日
）。

＊ 

21 
http://w

w
w

.lefigaro.fr/international/2012/02/21/01003-
20120221A

R
T

F
IG

00472-un-film
-turc-celebre-la-prise-de-

constantinople.php

（
二
〇
一
三
年
一
月
一
二
日
）。

＊ 

22 
http://w

w
w

.guardian.co.uk/w
orld/2012/apr/12/turkish-

fetih-1453

（
二
〇
一
三
年
一
月
一
二
日
）。

＊ 

23 
http://w

orld.tim
e.com

/2012/02/28/fetih-1453-
blockbuster-turkish-epic-revels-in-ottom

an-past/

（
二
〇
一
三

年
一
月
一
二
日
）。
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映
画
リ
ス
ト

『
征
服
一
四
五
三
』…
…
①Fetih 1453

、
②
フ
ァ
ル
ク
・
ア
ク
ソ
イ
、
③

二
〇
一
二
年
、
④
ト
ル
コ
共
和
国
、
⑤
ト
ル
コ
語
、
⑥
未
公
開
。

著
者
紹
介

①
氏
名
…
…
澤
井
一
彰
（
さ
わ
い
・
か
ず
あ
き
）。

②
所
属
・
職
名
…
…
東
京
外
国
語
大
学
・
ジ
ュ
ニ
ア
フ
ェ
ロ
ー
。

③
生
年
・
出
身
地
…
…
一
九
七
六
年
、
大
阪
府
。

④
専
門
分
野
・
地
域
…
…
オ
ス
マ
ン
帝
国
史
、
地
中
海
世
界
史
。

⑤
学
歴
…
…
関
西
大
学
文
学
部
（
史
学
地
理
学
科
）、
慶
應
義
塾
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科
・
修
士
課
程
（
史
学
専
攻
）、
東
京
大
学
大
学
院
人

文
社
会
系
研
究
科
・
博
士
課
程
（
ア
ジ
ア
文
化
研
究
専
攻
）。

⑥
職
歴
…
…
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
（
三
二
歳
、
任
期
三

年
）、
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
・
ジ
ュ

ニ
ア
フ
ェ
ロ
ー
（
三
六
歳
）。

⑦
現
地
滞
在
経
験
…
…
ト
ル
コ
（
二
五
歳
、
三
年
八
ヶ
月
）
ほ
か
多
数
。

⑧
研
究
手
法
…
…
基
本
的
に
は
歴
史
学
と
く
に
文
献
史
学
の
研
究
手
法
を

用
い
る
が
、
留
学
当
時
は
夕
方
五
時
で
文
書
館
が
閉
館
し
て
い
た
た

め
、「
ア
フ
タ
ー
・
フ
ァ
イ
ブ
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
が
意
外
と
研
究

に
役
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

⑨
所
属
学
会
…
…
日
本
オ
リ
エ
ン
ト
学
会
、
日
本
中
東
学
会
、
史
学
会
、

地
中
海
学
会
、
歴
史
学
会
。

⑩
研
究
上
の
画
期
…
…
留
学
直
後
に
行
わ
れ
た
二
〇
〇
二
年
一
一
月
の
総

選
挙
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
政
権
交
代
。
ト
ル
コ
共
和
国
の
政
治
史
に

お
け
る
大
き
な
転
換
点
と
な
っ
た
。
翌
年
に
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
同
時
多

発
テ
ロ
の
目
撃
者
と
な
り
、
自
分
自
身
が
激
動
の
ト
ル
コ
現
代
史
の
た

だ
な
か
に
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
。

⑪
推
薦
図
書
…
…
石
毛
直
道
・
鈴
木
董
『
ト
ル
コ
』（
世
界
の
食
文
化  

第

九
巻
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
二
〇
〇
三
年
）。

⑫
推
薦
す
る
映
画
作
品
…
…『
ゴ
ラ
』（
原
題
『G.O

.R.A
.

』、
ジ
ェ
ム
・
ユ

ル
マ
ズ
監
督
、
二
〇
〇
四
年
、
ト
ル
コ
）。


