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社
会
の
中
で
困
窮
し
て
い
る
人
々
を
援
助
す
る
慈
善
や
救
貧
の

観
念
は
、
そ
の
具
体
的
様
相
は
多
様
で
あ
っ
て
も
、
時
代
や
地
域

を
越
え
て
人
類
社
会
に
広
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け

環
地
中
海
圏
に
関
し
て
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
そ
し
て

イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
淵
源
を
同
じ
く
す
る
一
神
教
と
密
接
に
関
連

し
た
慈
善
・
救
貧
観
念
が
あ
る
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
よ
う

な
宗
派
を
横
断
す
る
問
題
設
定
の
企
画
が
成
立
し
う
る
の
も
、
こ

う
し
た
背
景
が
あ
っ
て
こ
そ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
冒
頭
で
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
長
谷
部
史
彦
氏
が
事
例

を
紹
介
し
て
い
た
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
支
配
的
な
マ
ム
ル
ー

ク
朝
下
に
お
い
て
も
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
い
っ
た

宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
救
貧
が
、
ワ
ク
フ
と
い
う
イ
ス
ラ
ー
ム

的
な
制
度
を
活
用
し
て
実
施
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
は
、
宗
派
の

違
い
を
乗
り
越
え
て
普
遍
的
に
存
在
し
う
る
慈
善
や
救
貧
の
姿
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
あ
る
地
域
に
お
い
て
支
配
的
な
宗
派
が
変
化
し
た
場
合
、

従
前
の
慈
善
や
救
貧
は
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
ア
ン
ダ
ル
ス

（
イ
ス
ラ
ー
ム
期
の
イ
ベ
リ
ア
半
島
）
か
ら
の
視
点
で
あ
る
。
周

知
の
よ
う
に
ア
ン
ダ
ル
ス
は
一
一
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
に
か
け
て

徐
々
に
キ
リ
ス
ト
教
ス
ペ
イ
ン
諸
国
に
征
服
さ
れ
、
最
終
的
に
は

一
四
九
二
年
の
グ
ラ
ナ
ダ
征
服
と
一
六
世
紀
初
頭
の
強
制
改
宗
に

よ
っ
て
終
焉
を
迎
え
る
。
で
は
、
こ
の
過
程
で
慈
善
と
救
貧
の
仕

組
み
は
ど
の
よ
う
な
変
化
を
こ
う
む
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
グ
ラ
ナ

ダ
征
服
の
前
後
で
生
じ
た
変
化
の
事
例
を
紹
介
し
た
い
。

グ
ラ
ナ
ダ
は
、
ア
ン
ダ
ル
ス
最
後
の
イ
ス
ラ
ー
ム
政
権
ナ
ス
ル

コ
メ
ン
ト
２

宗
派
を
越
え
る
慈
善
と
救
貧

│
│
ア
ン
ダ
ル
ス
史
の
視
点
か
ら
│
│

佐

藤

健
太
郎

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
環
地
中
海
都
市
の
慈
善
と
救
貧
│
│
中
世
か
ら
近
世
へ
│
│
」

コ
メ
ン
ト
２

宗
派
を
越
え
る
慈
善
と
救
貧
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朝
の
首
都
で
あ
る
。
当
然
、
そ
こ
に
は
ワ
ク
フ
を
財
源
と
す
る
慈

善
と
救
貧
の
仕
組
み
が
存
在
し
て
い
た
（
1
）
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
キ

リ
ス
ト
教
徒
に
よ
る
グ
ラ
ナ
ダ
征
服
と
住
民
の
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の

強
制
改
宗
以
後
、
こ
れ
ら
の
ワ
ク
フ
物
件
は
ス
ペ
イ
ン
王
権
に
接

収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
接
収
財
産
の
目
録
が
一
連
の

「
ハ
ブ
ス
の
書Libros

de
habices

（
2
）
」
と
い
う
形
で
残
さ
れ
て
い

る
。
ナ
ス
ル
朝
下
で
記
さ
れ
た
ア
ラ
ビ
ア
語
の
ワ
ク
フ
文
書
は
ほ

と
ん
ど
現
存
し
て
お
ら
ず
、
当
時
の
ワ
ク
フ
に
よ
る
慈
善
と
救
貧

の
実
態
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
ナ
ス
ル
朝
滅
亡

後
ま
も
な
く
し
て
作
成
さ
れ
た
こ
の
目
録
を
通
し
て
、
旧
ワ
ク
フ

物
件
の
所
在
地
や
種
類
（
家
屋
、
店
舗
、
農
地
な
ど
）、
ワ
ク
フ

と
し
て
設
定
さ
れ
た
際
の
使
途
や
管
財
人
な
ど
に
つ
い
て
の
情
報

を
あ
る
程
度
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
は
貧
民

救
済
を
目
的
と
し
た
ワ
ク
フ
も
存
在
し
て
い
た
。
一
五
〇
三
年
に

作
成
さ
れ
た
「
ハ
ブ
ス
の
書
」
に
よ
れ
ば
、
都
市
グ
ラ
ナ
ダ
を
中

心
と
す
る
ベ
ガ
平
野
の
ワ
ク
フ
収
入
の
う
ち
、
約
六
割
が
貧
者

（pobres,m
ezquinos

）
の
た
め
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
3
）
。

し
か
し
、
グ
ラ
ナ
ダ
征
服
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
政
権
が
消
滅

す
る
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
基
づ
く
ワ
ク
フ
制
度
は
そ
の
守
護
者

を
失
う
。
当
初
、
ス
ペ
イ
ン
王
権
は
残
存
し
た
ム
ス
リ
ム
住
民
の

た
め
に
ワ
ク
フ
の
存
続
を
約
束
す
る
が
、
約
一
〇
年
後
の
強
制
改

宗
（
一
四
九
九
〜
一
五
〇
一
年
）
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
信
仰
そ

の
も
の
が
禁
じ
ら
れ
る
と
、
当
然
、
ワ
ク
フ
制
度
も
存
立
の
根
拠

を
失
う
。
ワ
ク
フ
制
度
の
根
幹
は
、
慈
善
の
た
め
の
収
入
源
を
永

続
的
に
確
保
す
る
た
め
に
、
寄
進
さ
れ
た
ワ
ク
フ
物
件
の
所
有
権

移
転
を
停
止
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
強
制
改
宗
後
、

存
立
の
根
拠
を
失
っ
た
グ
ラ
ナ
ダ
の
ワ
ク
フ
物
件
は
、
王
権
に
接

収
さ
れ
て
そ
の
意
向
に
従
っ
て
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら

に
、
そ
の
一
部
は
教
会
や
臣
下
に
分
配
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
4
）
。

こ
の
結
果
、
ワ
ク
フ
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
慈
善
の
仕
組
み

も
大
き
な
影
響
を
被
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
収
入
源
だ
け
で
な

く
、
慈
善
施
設
そ
の
も
の
も
王
権
に
よ
る
接
収
の
対
象
と
な
っ
た
。

例
え
ば
、
グ
ラ
ナ
ダ
に
は
ナ
ス
ル
朝
期
の
一
三
六
七
年
に
建
設
さ

れ
、
ワ
ク
フ
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
大
規
模
な
病
院
施
設

（m
āristān

）
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
接
収
さ
れ
た
後
、
一
五
〇

二
年
頃
に
は
造
幣
所
に
転
用
さ
れ
た
（
5
）
。
そ
の
一
方
で
、
カ
ト
リ
ッ

ク
王
権
は
全
く
新
し
い
病
院
施
設
と
し
て
聖
ラ
サ
ロ
病
院
を
建
設

し
て
い
る
。
グ
ラ
ナ
ダ
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
へ

と
支
配
者
が
交
代
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
期
に
見
ら
れ

た
慈
善
・
救
貧
の
営
み
は
大
き
な
断
絶
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

も
っ
と
も
、
新
た
な
支
配
者
と
な
っ
た
ス
ペ
イ
ン
王
権
も
、
ワ

史

学

第
八
七
巻

第
三
号
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七
二
（
三
九
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ク
フ
に
よ
る
救
貧
の
意
義
を
認
識
し
て
は
い
た
。
グ
ラ
ナ
ダ
征
服

の
際
、
ナ
ス
ル
朝
最
後
の
王
ム
ハ
ン
マ
ド
十
一
世
が
カ
ト
リ
ッ
ク

両
王
（
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
女
王
イ
サ
ベ
ル
お
よ
び
ア
ラ
ゴ
ン
王
フ

ェ
ル
ナ
ン
ド
）
と
結
ん
だ
降
伏
協
定
の
中
に
は
、
ワ
ク
フ
収
入
は

イ
ス
ラ
ー
ム
知
識
人
（alfaquíes

（
6
）
）
の
管
理
の
下
、
従
前
通
り
の

使
途
に
用
い
ら
れ
る
も
の
と
の
条
項
が
あ
り
、
そ
の
使
途
の
中
に

は
施
し
（lim

osnas
）
の
よ
う
に
救
貧
も
含
ま
れ
て
い
た
（
7
）
。

こ
の
降
伏
協
定
は
、
グ
ラ
ナ
ダ
の
ム
ス
リ
ム
住
民
に
対
し
て
イ

ス
ラ
ー
ム
信
仰
お
よ
び
従
来
の
社
会
生
活
の
保
持
と
引
き
替
え
に

結
ば
れ
た
も
の
な
の
で
、
ワ
ク
フ
物
件
と
そ
の
使
途
に
つ
い
て
も

大
き
な
変
更
が
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
当
然
と
言
え
る
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
、
約
一
〇
年
後
の
強
制
改
宗
政
策
の
段
階
に
至

っ
て
も
こ
れ
に
類
似
し
た
対
応
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
強
制

改
宗
政
策
は
、
一
四
九
九
年
末
か
ら
一
五
〇
一
年
に
か
け
て
旧
ナ

ス
ル
朝
領
域
の
各
地
で
生
じ
た
ム
ス
リ
ム
の
反
乱
（
第
一
次
ア
ル

プ
ハ
ー
ラ
ス
反
乱
と
総
称
す
る
こ
と
が
多
い
）
鎮
圧
と
並
行
し
て

進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
降
伏
し
た
個
々
の
町
や
村
落
と
の
間
に
結

ば
れ
た
降
伏
協
定
の
中
に
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
改
宗
条
項
が
含
ま

れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
信
仰
の
放
棄
を
前
提
と

す
る
こ
の
降
伏
協
定
の
中
に
す
ら
、
救
貧
を
目
的
と
す
る
ワ
ク
フ

物
件
の
維
持
を
含
意
す
る
条
項
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
例

え
ば
、
グ
ラ
ナ
ダ
南
方
の
レ
ク
リ
ン
渓
谷
お
よ
び
東
南
の
ア
ル
プ

ハ
ー
ラ
ス
山
地
の
住
民
と
の
間
に
一
五
〇
〇
年
七
月
三
〇
日
付
け

で
結
ば
れ
た
降
伏
協
定
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
条
項
が
含
ま
れ
て

い
た
（
8
）
。貧

者
や
道
の
修
繕
の
た
め
に
あ
て
ら
れ
た
財
産
（los

here-

dam
ientos

diputados
para

los
pobres

e
para

reparos

de
cam

inos

）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
収
入
は
そ
れ
ぞ
れ
、
貧

者
の
分
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
貧
者
の
た
め
に
、
道
の
分
は
前

述
の
道
の
修
繕
の
た
め
に
、
支
出
さ
れ
分
配
さ
れ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
財
産
は
、
お
そ
ら
く
イ
ス
ラ
ー
ム
期

に
は
救
貧
や
交
通
路
の
維
持
の
よ
う
な
公
共
目
的
の
た
め
に
使
わ

れ
て
い
た
ワ
ク
フ
物
件
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
様
の
条
項

は
、
他
の
地
域
の
降
伏
協
定
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
（
9
）
。
イ

ス
ラ
ー
ム
信
仰
の
放
棄
と
引
き
替
え
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
財
産
を
も
は
や
ワ
ク
フ
と
は
呼
べ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

救
貧
の
財
源
と
そ
の
仕
組
み
自
体
は
従
前
と
大
き
く
変
え
な
い
こ

と
が
約
束
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
は
「
キ
リ
ス

ト
教
徒
の
貧
者
」
と
あ
る
が
、
ム
ス
リ
ム
住
民
の
キ
リ
ス
ト
教
へ

の
改
宗
を
前
提
と
し
た
降
伏
協
定
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
お

そ
ら
く
新
改
宗
者
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
救
貧
の
対
象

と
な
る
貧
者
は
実
質
的
に
は
同
じ
者
た
ち
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と

コ
メ
ン
ト
２

宗
派
を
越
え
る
慈
善
と
救
貧

一
七
三
（
三
九
七
）



思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
降
伏
協
定
に
含
ま
れ
た
条
項
は
、
グ
ラ

ナ
ダ
征
服
や
第
一
次
ア
ル
プ
ハ
ー
ラ
ス
反
乱
鎮
圧
そ
し
て
強
制
改

宗
政
策
遂
行
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
方
便
と
い
う
側
面
も
大
き

い
。
降
伏
協
定
が
そ
の
後
も
遵
守
さ
れ
る
保
証
も
な
い
。
王
権
に

接
収
さ
れ
た
旧
ワ
ク
フ
物
件
は
、
も
は
や
イ
ス
ラ
ー
ム
法
や
ム
ス

リ
ム
君
主
に
よ
る
保
護
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
王
権
の
意

向
次
第
で
は
当
初
の
慈
善
目
的
と
は
異
な
る
使
途
に
そ
の
収
入
が

転
用
さ
れ
る
お
そ
れ
は
常
に
存
在
し
て
い
た
。

し
か
し
、
王
権
に
接
収
さ
れ
た
旧
ワ
ク
フ
物
件
は
ま
っ
た
く
恣

意
的
に
使
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
は
イ
ス
ラ
ー

ム
期
の
使
途
も
考
慮
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
か
つ
て
モ
ス
ク
の

維
持
管
理
に
あ
て
ら
れ
て
い
た
ワ
ク
フ
は
、
同
種
の
宗
教
施
設
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
教
会
に
分
配
さ
れ
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
キ

リ
ス
ト
教
へ
と
宗
派
は
変
わ
っ
た
と
は
い
え
、
モ
ス
ク
の
多
く
が

教
会
に
転
用
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
グ
ラ
ナ
ダ
地
方
の
住
民

は
、
同
じ
財
源
で
維
持
さ
れ
る
同
じ
施
設
で
礼
拝
を
続
け
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
ア
ル
プ
ハ
ー
ラ
ス
山
地
で
は
、
イ
ス
ラ
ー

ム
知
識
人
（alfaquíes

）
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
ワ
ク
フ
物
件

が
、
強
制
改
宗
を
受
け
入
れ
た
代
償
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
彼
ら
に

下
賜
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
10
）
。
旧
ワ
ク
フ
物
件
に
よ
る
慈
善
や
救

貧
の
営
み
も
ま
た
、
一
夜
に
し
て
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
（
11
）
。

時
代
状
況
に
合
わ
せ
て
徐
々
に
変
質
し
な
が
ら
も
、
イ
ス
ラ
ー

ム
期
と
の
一
定
の
連
続
性
を
見
い
だ
す
こ
と
の
で
き
る
旧
ワ
ク
フ

物
件
と
し
て
、
グ
ラ
ナ
ダ
南
方
の
レ
ク
リ
ン
渓
谷
と
そ
の
東
に
広

が
る
ア
ル
プ
ハ
ー
ラ
ス
地
方
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
地
域
の
旧
ワ
ク
フ
物
件
は
、
一
六
世
紀
を
通
じ
て
「
貧
者
の
ハ

ブ
スhabices

de
los

m
ezquinos

」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の

ハ
ブ
ス
に
属
す
る
不
動
産
は
、
毎
年
、
競
り
に
よ
っ
て
賃
借
人
が

決
め
ら
れ
、
そ
の
収
入
は
捕
虜
の
解
放
に
あ
て
ら
れ
る
も
の
と
さ

れ
て
い
た
。
一
六
世
紀
の
地
中
海
お
よ
び
そ
の
沿
岸
で
は
、
ス
ペ

イ
ン
と
オ
ス
マ
ン
朝
と
の
覇
権
争
い
や
、
そ
れ
に
付
随
す
る
私
掠

船
に
よ
る
沿
岸
襲
撃
な
ど
で
、
ム
ス
リ
ム
・
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
問

わ
ず
多
数
の
捕
虜
が
発
生
し
て
い
た
。
ス
ペ
イ
ン
人
の
捕
虜
も
ア

ル
ジ
ェ
な
ど
の
マ
グ
リ
ブ
地
域
に
少
な
か
ら
ず
捕
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
捕
虜
が
広
義
の
貧
者
と
し
て
、
旧
ワ
ク
フ
物
件
に
よ
る

救
済
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ス
ペ
イ
ン
軍
が

ム
ス
タ
ガ
ー
ニ
ム
で
大
敗
を
喫
し
た
翌
年
の
一
五
五
九
年
に
は
、

四
二
名
の
捕
虜
が
こ
の
「
貧
者
の
ハ
ブ
ス
」
か
ら
の
身
代
金
に
よ

っ
て
解
放
さ
れ
て
い
る
（
12
）
。

グ
ラ
ナ
ダ
陥
落
と
強
制
改
宗
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
ワ
ク
フ
に

史
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基
づ
く
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
慈
善
と
救
貧
の
仕
組
み
が
大
き
く
変
化

し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ワ
ク
フ
物
件
の
王
権
へ
の
接
収
に
よ

っ
て
、
旧
ワ
ク
フ
物
件
の
収
入
が
確
実
に
慈
善
・
救
貧
に
あ
て
ら

れ
る
保
証
は
な
く
な
っ
た
。
一
方
、
征
服
者
で
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク

王
権
が
北
方
か
ら
持
ち
込
ん
だ
慈
善
・
救
貧
の
理
念
や
仕
組
み
も

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
慈
善
と
救
貧
の
必
要
が
社
会
か
ら
消
え
去
る

こ
と
は
な
い
以
上
、
旧
来
の
ワ
ク
フ
制
度
を
適
宜
活
用
す
る
と
い

う
選
択
肢
も
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
ア
ン
ダ
ル
ス
の
慈
善
と
救
貧

が
、
ど
の
程
度
ま
で
近
世
ス
ペ
イ
ン
の
そ
れ
と
連
続
し
て
い
る
の

か
、
あ
る
い
は
断
絶
し
て
い
る
の
か
は
、
ま
だ
ま
だ
検
討
の
余
地

が
あ
る
問
題
で
あ
る
。
旧
ワ
ク
フ
物
件
の
管
財
人
や
受
益
者
は
ど

の
程
度
ま
で
変
化
し
た
の
か
、
変
化
し
た
ケ
ー
ス
と
そ
う
で
な
い

ケ
ー
ス
の
違
い
は
何
に
起
因
す
る
の
か
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
ワ

ク
フ
に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
慈
善
・
救
貧
を
ど
の
よ
う
に
認
識

し
て
い
た
の
か
、
な
ど
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
。
こ
う
し
た
課

題
の
検
討
を
他
地
域
と
の
比
較
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

環
地
中
海
都
市
の
慈
善
と
救
貧
に
関
す
る
我
々
の
理
解
は
さ
ら
に

深
み
を
増
す
で
あ
ろ
う
。

註（
１
）
ア
ン
ダ
ル
ス
に
お
け
る
ワ
ク
フ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
研
究
が

詳
し
い
。A

lejandro
G

arcía
Sanjuán,

T
ill

G
od

Inherits
the

E
arth.

Islam
ic

Pious
E

ndow
m

ents
in

al-A
ndalus

（9

�15
th

C
enturies

）,Leiden
:B

rill,2007.

（
２
）
「
ハ
ブ
ス
の
書
」の
概
略
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
見
よ
。C

am
ilo

Á
lvarez

de
M

orales,
“R

om
anced

docum
ents

,
bilingual

docum
ents

and
B

ooks
of

H
abices,”

P
.

Sijpesteijn
et

al
ed.,

F
rom

al-A
ndalus

to
K

hurasan
:D

ocum
ents

from
the

M
edie-

val
M

uslim
W

orld
,Leiden

:B
rill,2007,pp.3

�21.

ス
ペ
イ
ン

語
のhabices

と
は
、
マ
グ
リ
ブ
や
ア
ン
ダ
ル
ス
に
お
い
て
ワ
ク

・

・

フ
の
こ
と
を
指
す
ハ
ブ
ス
（habs

）
あ
る
い
は
フ
ブ
ス
（hubs

）

と
い
う
ア
ラ
ビ
ア
語
の
単
語
が
転
訛
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）

Pedro
H

ernández
B

enito,
La

V
ega

de
G

ranada
a

fines
de

la
edad

m
edia

según
las

rentas
de

los
habices,

G
ranada

:
D

iputación
Provincialde

G
ranada,1990,p.57.

も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
ら
の
ワ
ク
フ
収
入
の
全
て
が
直
接
的
に
貧
者
に
わ
た
っ
た
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。「
ハ
ブ
ス
の
書
」
に
は
ワ
ク
フ
財

産
を
管
理
し
て
い
る
人
物
の
名
も
記
さ
れ
て
お
り
、
管
財
人
給
与

と
し
て
少
な
か
ら
ぬ
額
が
こ
れ
ら
の
人
物
の
手
元
に
わ
た
っ
て
い

た
と
想
像
さ
れ
る
。

（
４
）

Javier
C

astillo
Fernández

&
A

ntonio
M

uñoz
B

uendía,
“La

hacienda,”
M

anuel
B

arrios
A

guilera
ed

.,
H

istoria
del

R
eino

de
G

ranada
II.

La
época

m
orisca

y
la

repoblación
（1502
�1630

）,G
ranada

:U
niversidad

de
G

ranada,2000,
p.

136.
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越
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（
５
）

A
ntonio

A
lm

agro
&

A
ntonio

O
rihuela,

“E
l

M
aristán

N
azarí

de
G

ranada.
A

nálisis
del

edificio
y

una
propuesta

para
su

recuperación,”
B

oletín
de

la
R

eal
A

cadem
ia

de
B

e-
llas

A
rtes

de
N

uestra
Señora

de
las

A
ngustias

10,
2003,

pp.
80

�109.

（
６
）
ス
ペ
イ
ン
語
の
ア
ル
フ
ァ
キ
ー
（alfaquí

）
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語

で
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
者
を
意
味
す
る
フ
ァ
キ
ー
フfaqı̄h

が
転
訛

し
た
形
。
フ
ァ
キ
ー
フ
は
ア
ー
リ
ム
（
複
数
形
ウ
ラ
マ
ー
）
と
ほ

ぼ
同
義
で
イ
ス
ラ
ー
ム
知
識
人
を
指
す
こ
と
が
あ
る
が
、
ス
ペ
イ

ン
語
の
ア
ル
フ
ァ
キ
ー
も
同
様
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
知
識
人
が
担
う

モ
ス
ク
の
礼
拝
指
導
者
（
イ
マ
ー
ム
）
や
裁
判
官
（
カ
ー
デ
ィ

ー
）
な
ど
の
宗
教
指
導
者
全
般
の
こ
と
を
こ
う
呼
ん
だ
。

（
７
）

M
iguel

Á
ngel

Ladero
Q

uesada
,

Los
m

udéjares
de

C
astilla

en
tiem

po
de

Isabel
I,V

alladolid,1969,p.177.

（
８
）

Ladero
Q

uesada,
Los

m
udéjares

de
C

astilla
en

tiem
po

de
Isabel

I,p.268.

（
９
）

Leonard
Patrick

H
arvey,

M
uslim

s
in

Spain
,

1500
to

1614
,C

hicago
:T

he
U

niversity
of

C
hicago

Press,
2005,

p.
47.

（
１０
）

C
astillo

Fernández
&

M
uñoz

B
uendía,

“La
hacienda,”

pp.136

�137.

（
１１
）
グ
ラ
ナ
ダ
東
部
バ
ー
サ
地
方
で
は
、
一
五
一
六
年
に
元
ム
ス
リ

ム
が
遺
産
の
一
部
を
救
貧
に
用
い
る
よ
う
遺
言
を
残
し
、
都
市
当

局
が
そ
の
遺
産
の
管
理
を
担
っ
た
事
例
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
遺

言
を
残
し
た
元
ム
ス
リ
ム
は
、
来
世
で
の
楽
園
行
き
を
見
据
え
て

遺
産
を
ワ
ク
フ
と
し
て
寄
進
す
る
と
い
う
従
来
の
イ
ス
ラ
ー
ム
的

発
想
を
ま
だ
残
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。C

astillo
Fernández

&
M

uñoz
B

uendía,“La
hacienda,”

p.137.

（
１２
）

K
enneth

G
arrad

,
“La

renta
de

los
habices

“de
los

m
ezquinos”

de
las

A
lpujarras

y
valle

de
Lecrín

.
A

lgunos
datos

sobre
su

adm
inistración

a
m

ediados
del

s.
X

V
I,”

M
iscelánea

de
E

studios
Á

rabes
y

H
ebraicos

2,1953,
pp.

41

�

48.

イ
ス
ラ
ー
ム
の
ワ
ク
フ
に
お
い
て
も
、
異
教
徒
に
捕
ら
え
ら

れ
た
捕
虜
解
放
が
慈
善
行
為
の
一
つ
と
し
て
そ
の
使
途
に
含
ま
れ

る
こ
と
は
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
レ
ク
リ
ン
渓
谷
と
ア
ル
プ
ハ

ー
ラ
ス
地
方
の
不
動
産
収
入
も
ま
た
、
ナ
ス
ル
朝
期
に
は
同
様
の

捕
虜
解
放
目
的
で
支
出
さ
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
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